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マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
戦
争
観

四
一
五
（
四
一
五
）　

は
じ
め
に

果
た
し
て
宗
教
改
革
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
支
配
的

で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
戦
争
観
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
与
え

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
宗
教
改
革
期
の
戦
争
観
は
、
十

字
軍
思
想
を
は
じ
め
と
し
た
中
世
の
聖
戦
論
や
正
戦
論
と
の
間
に
、

ど
の
よ
う
な
連
続
性
や
相
違
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
様
々
な
宗
教
改
革
者
た

ち
の
戦
争
観
や
当
時
の
戦
争
が
勃
発
し
た
諸
要
因
に
つ
い
て
、
詳

細
に
実
証
的
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
六
世
紀

に
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た
神
学
者
で
あ
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー

（
一
四
八
三
〜
一
五
四
六
年
）
の
戦
争
観
を
抽
出
す
る
こ
と
と
し

た
い
。
実
際
に
ル
タ
ー
は
、
自
己
の
置
か
れ
て
い
た
社
会
的
状
況

か
ら
複
数
の
戦
争
と
の
関
わ
り
を
持
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
研

究
者
に
よ
れ
ば
、
特
に
次
の
よ
う
な
七
つ
の
事
例
な
ど
が
確
認
で

き
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
①
一
五
二
二
〜
一
五
二
三
年
の
ジ
ッ
キ

ン
ゲ
ン
な
ど
が
起
こ
し
た
騎
士
戦
争
、
②
一
五
二
五
年
の
ド
イ
ツ

農
民
戦
争
、
③
一
五
二
八
年
の
パ
ッ
ク
事
件
、
④
一
五
二
九
年
の

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
第
一
次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
、
⑤
一
五
三
四
年

の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
公
ウ
ル
リ
ヒ
の
復
帰
問
題
に
関
連
し
た
戦

乱
、
⑥
一
五
四
二
年
に
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
と
ザ
ク
セ
ン
公
と
の
間

に
起
こ
っ
た
ヴ
ル
ツ
ェ
ン
を
め
ぐ
る
フ
ェ
ー
デ
、
⑦
ザ
ク
セ
ン
選

帝
侯
な
ど
の
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同
盟
軍
に
よ
る
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ク
＝
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
公
領
へ
の
遠
征
（
一
五

四
二
〜
一
五
四
五
年
）
で
あ
る）

1
（

。
こ
の
す
べ
て
の
事
例
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
は
、
紙
面
上
の
制
約
が
あ
る
こ
と
か
ら
非
常
に
困

難
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
中
世
の
思
想
と
の
差
異
が
よ
り
明
確
に
表

れ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
異
教
徒
と
の
戦
い
で
あ
る
対
オ
ス
マ
ン

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
戦
争
観

　
　

─
一
五
二
〇
年
代
後
半
の
対
オ
ス
マ
ン
帝
国
関
係
文
書
を
中
心
に

─

野
々
瀬　

浩　

司



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

四
一
六

帝
国
関
係
の
著
作
に
限
定
し
て
分
析
し
た
い
。
な
お
一
五
三
〇
年

前
後
以
外
に
も
ル
タ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
と
り
わ
け
ト
ル
コ

人
に
つ
い
て
多
く
言
及
し
て
い
る
が
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
対
決
し

た
最
上
位
に
あ
る
世
俗
権
力
と
し
て
の
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
に
対
す

る
ル
タ
ー
の
見
方
が
一
五
三
〇
年
代
に
は
変
化
す
る
の
で）

2
（

、
本
稿

で
は
考
察
の
対
象
を
、
一
五
二
〇
年
代
後
半
の
史
料
、
つ
ま
り
オ

ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
一
五
二
九
年
の
第
一
次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
に
関

係
し
た
著
作
に
絞
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
て
、
一
五
二
〇
年
代
後
半
に
マ

ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
、『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
戦
争
に
つ
い

て
』
と
『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
軍
隊
説
教
』
と
い
う
最
も
重
要
な

著
作
を
執
筆
し
た
の
で
、
そ
の
二
つ
の
史
料
を
中
心
に
分
析
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
彼
の
戦
争
観
を
明
ら
か
に
す
る
。
従
っ
て
、
オ

ス
マ
ン
帝
国
問
題
に
関
わ
る
ル
タ
ー
の
三
大
著
作
の
一
つ
と
い
わ

れ
て
い
る
『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
祈
り
に
つ
い
て
の
戒
め
』
は
一

五
四
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
上
に
、
戦
争
論
よ
り
も
人
々
の
道
徳
的

改
善
の
不
足
を
糾
弾
し
、
悔
い
改
め
を
促
す
こ
と
に
力
点
が
置
か

れ
て
い
る
の
で）

3
（

、
今
回
は
主
な
分
析
対
象
と
は
せ
ず
に
、
参
照
す

る
だ
け
に
と
ど
め
た
。

次
に
ル
タ
ー
の
戦
争
観
に
関
す
る
研
究
史
を
簡
単
に
概
観
し
、

そ
の
論
点
や
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
ル
タ
ー

の
ト
ル
コ
人
観
や
イ
ス
ラ
ム
教
理
解
に
関
し
て
は
、
比
較
的
豊
富

な
研
究
蓄
積
が
残
さ
れ
て
い
る
が）

4
（

、
対
ト
ル
コ
戦
争
に
お
け
る
ル

タ
ー
の
戦
争
観
を
分
析
し
た
研
究
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
さ
れ

て
は
い
な
い
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
は
、
ル
タ
ー
が
中
世
の

十
字
軍
思
想
を
否
定
し
た
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
視

点
や
強
調
点
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

私
が
調
べ
た
範
囲
内
で
、
ル
タ
ー
の
戦
争
観
に
関
し
て
言
及
し

た
文
献
の
中
で
最
も
古
い
も
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
一
九

一
五
年
に
書
か
れ
た
Ｏ
・
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
も
の
で
あ
る
が）

5
（

、
し

か
し
こ
れ
は
、
合
理
的
な
分
析
を
行
っ
た
研
究
書
と
い
う
よ
り
も
、

ル
タ
ー
の
戦
争
観
が
表
れ
た
様
々
な
史
料
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
、
よ

り
短
く
自
由
な
形
態
で
説
教
風
に
凝
縮
し
て
要
約
し
た
文
章
で
綴

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
年
後
に
も
戦
争
の
不
安
な
状
況
下

で
、
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
の
牧
師
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ラ

イ
ン
が
ル
タ
ー
の
戦
争
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
が）

6
（

、
こ
れ
も
、

年
代
ご
と
の
整
理
を
行
わ
ず
に
ル
タ
ー
の
著
作
か
ら
の
雑
然
と
し

た
引
用
に
基
づ
い
て
自
己
の
所
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
思

想
史
研
究
と
し
て
学
術
的
に
は
不
十
分
な
成
果
し
か
も
た
ら
し
て

い
な
い
。
さ
ら
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
て
か
ら
し
ば
ら

く
し
て
、
対
オ
ス
マ
ン
帝
国
戦
争
に
関
連
し
た
二
つ
の
ル
タ
ー
研

究
が
公
刊
さ
れ
た
。
ヘ
ル
マ
ン
・
ラ
ン
パ
ル
タ
ー
は
、
対
ト
ル
コ

（
四
一
六
）　



マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
戦
争
観

四
一
七
（
四
一
七
）　

戦
争
に
お
け
る
ル
タ
ー
の
立
場
を
考
察
し
て
、
人
間
の
罪
に
対
す

る
神
の
裁
き
、
悔
い
改
め
の
説
教
、
絶
え
間
な
い
祈
り
の
喚
起
、

キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
根
本
原
理
の
銘
記
、
終
末
論
的
な
意
識
と

い
う
五
つ
の
宗
教
的
な
要
素
を
指
摘
し
た）

7
（

。
そ
し
て
、
リ
ヒ
ャ
ル

ト
・
リ
ン
ト
は
、
中
世
の
十
字
軍
思
想
を
幅
広
く
考
察
し
た
上
で
、

そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
、
ル
タ
ー
の
対
オ
ス
マ
ン
帝
国
関
係
文
書

を
綿
密
に
分
析
し
、
ル
タ
ー
が
神
の
国
と
世
俗
の
国
の
秩
序
を
混

合
す
る
こ
と
に
対
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
、
聖
戦
や
霊
的
な
目
的

を
持
っ
た
戦
争
を
拒
絶
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）

8
（

。
さ
ら
に
リ

ン
ト
は
、
世
俗
秩
序
と
そ
れ
へ
の
服
従
と
い
う
視
点
か
ら
、
ル

タ
ー
が
対
オ
ス
マ
ン
帝
国
戦
争
を
肯
定
し
た
際
の
思
想
的
根
拠
を

明
確
に
提
示
し
た
。

今
日
に
お
い
て
も
ル
タ
ー
の
正
戦
論
を
最
も
幅
広
い
視
点
で
総

合
的
に
考
察
し
た
も
の
は
、
一
九
五
五
年
に
グ
ラ
ー
ツ
大
学
に
博

士
論
文
と
し
て
提
出
し
た
プ
レ
ッ
シ
ュ
の
研
究
で
あ
る）

9
（

。
プ
レ
ッ

シ
ュ
は
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
神
の
義
や
人
間
の
義
な
ど
の
義
の
概

念
を
詳
細
に
分
析
し
た
上
で
、
代
表
的
な
教
父
や
中
世
の
ス
コ
ラ

哲
学
者
た
ち
の
正
戦
論
を
概
観
し
て
、
ル
タ
ー
の
戦
争
観
と
の
比

較
を
行
っ
た
結
果
、
戦
争
を
是
認
す
る
際
の
根
拠
に
関
し
て
、
両

者
の
間
の
類
似
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
確
か
に
プ
レ
ッ
シ
ュ
の
研

究
は
、
中
世
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
中
で
ル
タ
ー
の
正
戦

論
を
位
置
づ
け
た
と
い
う
点
に
お
い
て
多
く
の
意
義
を
持
っ
て
い

る
が
、
し
か
し
十
字
軍
思
想
に
対
す
る
考
察
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
ず

に
、
中
世
の
思
想
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
加
え
て
教
会
法
学
者

や
ス
コ
ラ
哲
学
者
な
ど
）
と
の
連
続
面
の
み
を
強
調
し
、
ル
タ
ー

特
有
の
新
し
い
部
分
を
見
過
ご
し
て
い
る
点
に
お
い
て
課
題
を

持
っ
て
い
る
。

東
西
冷
戦
期
の
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
現
れ
た
ヘ
ル
マ
ン
・
ク

ン
ス
ト
の
研
究
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
戦
争
を
含
め
た
四
つ
の

戦
争
と
関
係
し
た
ル
タ
ー
の
著
作
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
に
共
通
し

た
思
想
と
し
て
、
ル
タ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
戦
争
を
否
定
し
、

戦
争
は
専
ら
世
俗
国
家
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
立

場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た）

10
（

。
ま
た
ク
ン
ス
ト
に
よ
れ
ば
、

ル
タ
ー
は
、
市
民
と
し
て
の
義
務
を
果
た
す
と
い
う
意
味
で
、
軍

人
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
従
軍
す
る
こ
と
を
認
め
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
に
現
れ
た
エ
ル
ト
マ
ン
の
研
究

は）
11
（

、
ル
タ
ー
が
ど
の
よ
う
に
正
し
い
戦
争
と
不
正
な
戦
争
を
区
分

け
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
上
で
、
攻
撃
的
な
戦
争
を
否
定

し
、
防
衛
戦
争
の
み
を
容
認
し
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
が
、
場

合
に
よ
っ
て
そ
れ
が
内
乱
（V

olkskrieg

）
に
ま
で
発
展
す
る
可

能
性
を
示
唆
し
た
。
そ
の
上
で
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
ト
マ
ス
・
ア

ク
ィ
ナ
ス
、
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
神
学
者
た
ち
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
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マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
、
フ
ィ
ヒ
テ
な
ど
に
よ
る
議
論
と
概
略
的
に
比

較
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
の
中
で
ル
タ
ー
の
立
場
を
位

置
づ
け
よ
う
と
し
た
が
、
戦
争
に
関
す
る
現
代
的
な
視
点
を
議
論

の
中
に
取
り
込
み
す
ぎ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
思
想
史
研
究
と
し

て
若
干
の
難
点
が
認
め
ら
れ
る
。

正
し
い
戦
争
と
い
う
問
題
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
立
場
を
考
察
し

た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
パ
ウ
ラ
ス
は
、
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
の
正
戦

論
と
比
較
し
な
が
ら
、
ル
タ
ー
と
の
間
に
相
違
点
だ
け
で
は
な
く

多
く
の
類
似
点
を
指
摘
し
た
が
、
ル
タ
ー
の
個
々
の
著
作
の
成
立

事
情
に
つ
い
て
あ
ま
り
言
及
せ
ず
に
、
幅
広
い
史
料
を
用
い
て
総

論
的
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
し
彼
の
研
究
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国

に
よ
る
第
一
次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
に
関
連
し
た
ル
タ
ー
の
戦
争
論
に

焦
点
を
絞
っ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
に
、
こ
の
時
期
の
史
料
に
特

有
な
思
想
的
特
徴
を
抽
出
す
る
視
点
に
乏
し
い）

12
（

。
ル
タ
ー
研
究
の

泰
斗
で
あ
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
レ
ヒ
ト
も
、
ル
タ
ー
と
ト
ル
コ
人

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
研
究
を
残
し
て
い
る
。
彼
の
研
究
は
、

ル
タ
ー
の
戦
争
観
に
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ル
タ
ー
と

ト
ル
コ
問
題
と
の
関
係
を
時
系
列
的
に
追
い
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ム

教
徒
や
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
結
果
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
ル
タ
ー
が
当
初
か
ら
オ
ス
マ
ン
帝
国
に

対
す
る
十
字
軍
思
想
を
否
定
し
て
、
侵
略
者
に
対
す
る
軍
事
防
衛

を
専
ら
世
俗
的
な
課
題
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
を
明
記
し

た）
13
（

。二
一
世
紀
に
入
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
対
立
が
よ

り
鮮
明
に
顕
在
化
す
る
に
つ
れ
て
、
ル
タ
ー
の
イ
ス
ラ
ム
観
や
対

ト
ル
コ
戦
争
に
お
け
る
態
度
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
が
登
場
し

て
き
た
。
ア
ダ
ム
・
Ｓ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、
一
六
世
紀
ま
で
の

イ
ス
ラ
ム
教
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
見
方
や
オ
ス
マ
ン
帝
国

の
状
況
を
概
観
し
、
ル
タ
ー
が
取
得
し
て
い
た
イ
ス
ラ
ム
に
関
す

る
情
報
源
を
明
示
し
た
上
で
、
そ
の
宗
教
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
批

判
的
態
度
の
本
質
を
、
終
末
論
的
な
歴
史
観
に
影
響
を
受
け
た
、

神
学
的
・
護
教
論
的
な
も
の
と
見
な
し
た
。
そ
の
関
連
の
中
で
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
は
、
ル
タ
ー
が
伝
統
的
な
十
字
軍
思
想
の
正
当
性
を

否
定
し
な
が
ら
も
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
侵
攻
に
対
す
る
軍
事
的
対

応
に
は
必
ず
し
も
反
対
せ
ず
、
世
俗
の
公
権
力
が
司
法
権
を
行
使

し
て
違
法
な
者
を
罰
す
る
よ
う
に
、
外
国
か
ら
の
侵
略
者
た
ち
に

対
し
て
剣
を
用
い
て
戦
う
正
戦
を
肯
定
し
た
立
場
を
明
ら
か
に
し

た）
14
（

。
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
は
、
ル
タ
ー
の
戦
争
論
と
そ
れ
以
前

の
も
の
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
中
世
的
性
格
を
強
調
し
た
が
、
ル

タ
ー
が
十
字
軍
や
聖
戦
を
否
定
し
、
聖
職
者
の
影
響
力
を
戦
争
か

ら
遠
ざ
け
た
点
に
お
い
て
、
教
会
に
対
し
て
国
家
の
権
限
の
拡
大

に
繋
が
る
こ
と
を
指
摘
し
た）

15
（

。
ル
タ
ー
と
戦
争
と
の
関
連
に
つ
い
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て
最
も
大
規
模
な
思
想
史
的
研
究
を
行
っ
た
の
は
、
フ
ォ
ル

カ
ー
・
シ
ュ
ト
ュ
ー
ム
ケ
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き

た
平
和
論
や
暴
力
論
に
関
す
る
膨
大
な
研
究
史
を
踏
ま
え
た
上
で
、

ル
タ
ー
が
残
し
た
著
作
を
総
合
的
に
分
析
し
、
政
治
倫
理
の
枠
の

中
で
そ
の
平
和
理
解
に
つ
い
て
詳
細
に
探
求
し
た）

16
（

。
そ
の
結
果

シ
ュ
ト
ュ
ー
ム
ケ
は
、
ル
タ
ー
の
政
治
倫
理
に
は
、
①
地
上
の
政

治
の
最
高
目
標
で
あ
る
世
俗
的
な
平
和
、
②
憎
悪
や
貪
欲
な
ど
の

人
間
的
な
罪
の
表
現
形
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
心
の
中
の
内
面
的
な

平
和
、
③
神
に
よ
っ
て
の
み
実
現
可
能
な
天
国
の
平
和
と
い
う
三

つ
の
概
念
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
邦
語
で
残
さ
れ
た
実
質
的
に
唯
一
の
研
究

で
あ
る
宮
庄
哲
夫
氏
の
論
考
は
、
ル
タ
ー
の
『
ト
ル
コ
人
に
対
す

る
戦
争
に
つ
い
て
』
を
詳
細
に
考
察
し
、
そ
の
主
要
な
執
筆
意
図

が
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
批
判
や
反
教
皇
的
な
立
場
の
表
明
で
は
な
く
、

悔
い
改
め
を
核
と
す
る
福
音
主
義
的
な
信
仰
論
の
提
示
に
あ
っ
た

と
判
断
し
た
が
、
重
要
な
先
行
研
究
を
あ
ま
り
多
く
は
参
照
し
て

い
な
い
点
な
ど
に
お
い
て
検
討
の
余
地
が
あ
る）
17
（

。

こ
の
よ
う
に
研
究
史
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
ル
タ
ー
の
戦
争
観
を
め

ぐ
る
研
究
に
は
、
研
究
者
の
生
き
た
時
代
の
問
題
意
識
や
立
場
が

反
映
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
り
わ
け
九
・
一
一
の
テ

ロ
事
件
や
イ
ラ
ク
戦
争
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
文
明
の
衝
突
が
深

刻
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て
は
、「
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教

の
戦
争
観
と
は
何
か
」
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
っ
た
根
源
的
な
問

い
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
性
が
生
じ
て
い
る
。
ル
タ
ー
の
戦
争

観
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
対
す
る
明
確

な
解
答
へ
と
至
る
た
め
の
貴
重
な
題
材
の
一
つ
を
提
供
す
る
契
機

と
な
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
複
数
の
研
究
で
は
、

十
字
軍
思
想
と
の
関
わ
り
が
中
心
に
議
論
さ
れ
、
戦
争
に
対
す
る

キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
全
体
の
中
で
ル
タ
ー
の
立
場
を
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
観
点
が
や
や
不
足
し
て
い
る
印
象
を
受

け
る
。
具
体
的
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ

ス
の
正
戦
論
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は

中
世
の
思
想
と
の
断
絶
面
と
連
続
面
を
ど
の
よ
う
に
総
合
的
に
考

察
す
べ
き
か
、
さ
ら
に
は
次
の
時
代
の
戦
争
観
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
視
点
が
、
一
部
の
研
究
を
除
け
ば
、
乏

し
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
新
し
い
思
想
が
、
戦
争
観
と
い
う
社
会
秩
序
に
直
結
す

る
分
野
に
関
し
て
、
従
来
の
中
世
的
な
思
想
に
ど
の
よ
う
な
変
化

を
与
え
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ど
の
部
分
を
継
承
し
た
の
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
よ
り
実
証
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
六
四
八
年
以
降
、
ス
イ
ス
で
起
こ
っ

た
二
つ
の
フ
ィ
ル
メ
ル
ゲ
ン
戦
争
（
一
六
五
六
年
、
一
七
一
二
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年
）
を
除
け
ば
、
宗
教
戦
争
の
性
格
を
強
く
帯
び
た
大
規
模
な
軍

事
的
衝
突
は
ほ
ぼ
消
滅
し
、
戦
争
の
世
俗
化
が
進
展
し
た
が
、
そ

の
よ
う
な
戦
史
上
の
変
化
に
宗
教
改
革
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
基
づ
い
て
ル
タ
ー
の
残
し
た
史
料

を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
構
成
で
議
論

を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
議
論
の
前
提
と
し
て
の
知
識
を
提

示
す
る
た
め
に
、
第
一
章
で
は
古
代
か
ら
中
世
末
ま
で
の
キ
リ
ス

ト
教
に
お
け
る
戦
争
観
の
変
遷
を
概
観
し
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
時

代
の
戦
争
観
や
十
字
軍
思
想
に
つ
い
て
も
言
及
し
な
が
ら
、
特
に

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
戦
争
論
を
中
心

に
考
察
す
る
。
第
二
章
で
は
、
ル
タ
ー
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
関
係

し
た
著
作
を
起
草
し
た
際
の
時
代
背
景
や
社
会
情
勢
を
明
ら
か
に

し
、
個
々
の
史
料
の
執
筆
意
図
な
ど
の
史
料
分
析
に
必
要
な
情
報

を
提
供
し
た
い
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
第
三
章
で
は
ル
タ
ー
が
ど

の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
戦
争
を
不
正
と
見
な
し
た
の
か
に
つ
い
て
考

察
し
、
最
後
に
第
四
章
で
は
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
オ
ス
マ

ン
帝
国
と
の
戦
争
を
肯
定
し
、
正
当
と
見
な
し
た
の
か
に
つ
い
て

解
明
し
た
い
。

第
一
章　

  

中
世
末
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
戦

争
観
の
概
観
│
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
中
心
と
し
て
│

こ
こ
で
は
宗
教
改
革
期
の
戦
争
観
を
分
析
す
る
前
に
、
そ
れ
以

前
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
ど
の
よ
う
な
戦
争
観
が
あ
っ
た
の
か

に
つ
い
て
簡
単
に
概
観
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を

通
し
て
は
じ
め
て
、
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で
宗
教
改
革
期
の
戦
争

論
を
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
イ

エ
ス
や
パ
ウ
ロ
の
思
想
か
ら
、
戦
争
に
関
す
る
明
確
な
立
場
を
導

き
出
す
際
に
は
、
大
き
な
困
難
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
聖
書

が
政
治
的
対
立
や
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
し
か
も
、
新
約
聖
書
の
穏

や
か
な
内
容
と
旧
約
聖
書
の
好
戦
的
な
記
事
と
の
間
の
大
き
な
差

異
、
特
に
敵
へ
の
愛
や
非
暴
力
を
説
く
寛
容
で
柔
和
な
イ
エ
ス
の

教
え
と
古
代
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
激
し
い
戦
争
の
叙
述
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
内
に
お
け
る
多
様
な
戦
争
観
を
生

み
出
す
要
因
と
な
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く

変
容
し
て
き
た
の
で
あ
る）

18
（

。

キ
リ
ス
ト
教
の
長
い
歴
史
の
中
で
存
在
し
て
き
た
様
々
な
戦
争

観
を
ど
の
よ
う
に
明
確
に
分
類
で
き
る
の
か
と
い
う
重
大
な
問
題
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の
解
決
に
は
、
膨
大
な
史
料
の
編
集
作
業
と
そ
れ
に
纏
わ
る
学
説

史
の
整
理
な
ど
の
大
き
な
困
難
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は

仮
に
山
内
進
氏
と
ベ
イ
ン
ト
ン
の
分
類
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た

い
。
山
内
氏
は
欧
米
の
戦
争
観
を
、
①
戦
争
全
面
否
定
論
・
絶
対

平
和
主
義
、
②
戦
争
全
面
肯
定
論
・
絶
対
的
主
戦
論
、
③
条
件
付

き
戦
争
肯
定
論
と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
た）

19
（

。
戦
争
全

面
否
定
論
と
は
、
暴
力
や
武
力
の
行
使
す
べ
て
を
否
定
す
る
も
の

で
あ
り
、
例
え
ば
原
始
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
人
々
、
エ
ラ
ス
ム
ス
、

再
洗
礼
派
、
ク
エ
ー
カ
ー
な
ど
に
そ
の
思
想
が
認
め
ら
れ
る
。
次

の
戦
争
全
面
肯
定
論
と
は
、
戦
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
賛
美
す
る
も

の
で
、
具
体
的
に
は
中
世
の
吟
遊
詩
人
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
ボ
ル

ン
や
幾
つ
か
の
騎
士
文
学
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の

条
件
付
き
戦
争
肯
定
論
は
、
本
来
戦
争
は
回
避
す
べ
き
も
の
だ
が
、

「
正
し
い
戦
争
」
と
「
不
正
な
戦
争
」
を
区
別
す
る
必
要
性
を
主

張
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
多
様
で
あ
る
。

こ
こ
で
分
析
対
象
と
な
っ
て
い
る
ル
タ
ー
の
立
場
は
、
こ
の
条
件

付
き
肯
定
論
に
属
す
る
。
し
か
も
山
内
進
氏
に
よ
れ
ば
、「
正
し

い
戦
争
」
は
、
①
神
と
の
関
係
で
正
当
化
さ
れ
る
聖
戦
、
②
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
観
念
と
し
て
の
正
戦
、
③
国
際
法
的
に
合
法
と
認
め

ら
れ
た
合
法
戦
争
と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
べ

き
だ
と
と
い
う
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
分
類
で
注
意
す
べ
き
事
項

と
し
て
は
、「
正
し
い
戦
争
」（righteous w

ar, good w
ar

）

と
「
正
戦
」（just w

ar

）
を
区
別
し
、
前
者
が
よ
り
一
般
的
・

感
性
的
な
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
西
洋
に
固
有
な
神

学
的
あ
る
い
は
法
学
的
概
念
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ベ
イ
ン
ト
ン
の
分
類
に
よ
る
と
、
西
欧
の
戦
争

論
は
、
平
和
主
義
、
正
戦
、
十
字
軍
と
い
う
三
つ
に
分
け
ら
れ
て

い
る）

20
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。
ベ
イ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
平
和
主
義
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教

時
代
の
教
会
の
立
場
に
加
え
て
、
初
期
の
教
父
、
マ
ル
キ
オ
ン
、

中
世
で
は
ヴ
ァ
ル
ド
派
な
ど
の
諸
分
派
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
は
エ

ラ
ス
ム
ス
な
ど
の
人
文
主
義
者
、
宗
教
改
革
期
に
お
け
る
再
洗
礼

派
、
そ
し
て
ク
エ
ー
カ
ー
や
ブ
レ
ズ
リ
ン
派
へ
と
流
れ
て
い
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
次
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
正
戦
の
思
想
は
、

ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
始
ま
り
、
そ
れ
は
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
だ
け
で
は
な
く
、
ル
タ
ー
派
や
英
国
国
教
会
へ
と

引
き
継
が
れ
て
い
る
。
最
後
の
十
字
軍
思
想
は
、
旧
約
聖
書
に
そ

の
淵
源
を
持
ち
、
中
世
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
に
は
ト
マ
ス
・

ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
や
改
革
派
、
そ
し
て
後
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
中
に

も
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
他
に
、
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
正
し
い
戦
争
に
限
定
し
た
議
論
で
は
あ
る
が
、

プ
レ
ッ
シ
ュ
の
分
類
が
あ
る
。
彼
は
、
①
神
の
直
接
的
な
命
令
に
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よ
る
戦
争
、
②
神
に
よ
っ
て
望
ま
れ
た
秩
序
と
し
て
の
自
然
法
に

依
拠
し
た
戦
争
、
③
神
か
ら
刑
罰
権
を
賦
与
さ
れ
た
公
権
力
の
命

令
に
基
づ
く
戦
争
と
い
う
三
つ
の
区
分
を
行
っ
て
い
る）

21
（

。
ど
の
よ

う
な
分
類
が
よ
り
適
切
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究

課
題
と
し
た
い
が
、
こ
の
よ
う
な
区
分
は
多
様
な
事
実
を
整
理
す

る
際
に
役
立
つ
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
し
た
。

古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
戦
争
観
は
、
四
世
紀
初
頭
を
境
に
し
て
大

き
く
変
貌
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
は
、

戦
争
に
対
す
る
明
確
な
見
解
を
持
つ
必
要
性
が
信
徒
た
ち
に
は
基

本
的
に
乏
し
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
帝
国
内
で
は
少
数
派
で
あ
っ
た
時

代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
政
治
や
軍
事
の
問
題
に
深
く
関
与
す
る

こ
と
な
く
生
活
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
敵
を
も
愛
す
る
普
遍

的
で
平
等
な
愛
を
尊
重
し
、
暴
力
を
嫌
い
、
殺
人
を
否
定
し
、
全

体
と
し
て
は
戦
争
へ
の
参
加
に
対
し
て
は
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な

か
っ
た
。
当
時
多
く
の
信
徒
は
、
イ
エ
ス
の
生
き
方
を
模
倣
し
て
、

悪
に
対
し
て
暴
力
を
用
い
て
戦
う
よ
り
も
、
善
の
た
め
に
殉
教
す

る
こ
と
こ
そ
理
想
的
な
在
り
方
だ
と
考
え
て
い
た
。
た
だ
し
、
聖

書
の
中
に
は
兵
士
と
い
う
職
業
に
好
意
的
な
記
述
が
幾
つ
か
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
イ
エ
ス
や
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
や
ペ
テ
ロ
の
信
奉
者

の
中
に
軍
人
（
百
人
隊
長
や
兵
士
）
の
存
在
が
確
認
で
き
る
（
ル

カ
に
よ
る
福
音
書
三
章
一
四
節
、
七
章
一
〜
一
〇
節
、
使
徒
言
行

録
一
〇
章
）。
し
か
し
な
が
ら
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
期
に
信
徒
の

中
で
軍
務
に
つ
く
者
は
、
比
較
的
少
数
で
あ
り
、
兵
役
を
忌
避
す

る
者
や
そ
の
た
め
に
殉
教
し
た
者
に
関
す
る
史
料
も
残
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
一
七
二
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
徒

が
ロ
ー
マ
軍
に
入
隊
し
て
い
た
証
拠
が
確
認
で
き
る
と
い
う
指
摘

が
散
見
さ
れ
る）

22
（

。
軍
事
的
な
行
為
に
対
し
て
、
教
会
が
そ
の
よ
う

に
消
極
的
な
（
少
な
く
と
も
曖
昧
な
）
態
度
を
と
っ
た
背
景
と
し

て
は
、
様
々
な
要
因
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
ロ
ー

マ
帝
国
自
体
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
迫
害
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。
し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て

ロ
ー
マ
軍
は
、
あ
く
ま
で
も
異
教
的
な
宗
教
性
を
帯
び
た
軍
事
組

織
で
あ
り
、
そ
の
軍
旗
は
崇
拝
の
対
象
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
、

軍
隊
生
活
の
中
で
ロ
ー
マ
の
神
々
へ
の
生
け
贄
や
礼
拝
を
強
い
ら

れ
る
こ
と
に
は
、
偶
像
崇
拝
の
危
険
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
教

父
に
代
表
さ
れ
る
初
期
の
宗
教
的
指
導
者
た
ち
の
中
に
は
、
例
え

ば
タ
テ
ィ
ア
ノ
ス
、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
、
ラ
ク

タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
、
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
な
ど
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
が
軍
務
に
携
わ
る
こ
と
に
反
対
な
い
し
は
消
極
的
な
態
度
を

と
っ
た
者
が
存
在
し
た）

23
（

。

し
か
し
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
時
代
の
ミ
ラ
ノ
勅
令
に

よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
（
三
一
三
年
）
以
来
、
そ
の
よ
う
な
立
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場
は
大
き
く
転
換
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
支
配
体
制
内
の
宗
教
を

信
じ
る
者
と
し
て
平
和
を
維
持
す
る
た
め
の
軍
事
的
な
役
割
を
担

う
必
要
性
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
例
え
ば
、
三
一
四
年
の
ア
ル
ル

教
会
会
議
の
第
三
条
で
、
平
和
時
に
武
器
を
投
げ
捨
て
て
脱
走
し

た
兵
隊
の
破
門
が
議
決
さ
れ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ

に
国
家
権
力
と
結
び
つ
き
始
め
た
キ
リ
ス
ト
教
の
世
俗
化
と
軍
事

化
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
関
し
て
は
兵
役

が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
当
然
の
義
務
に
な
っ
た
こ
と
は
確
認

で
き
る
が
、
脱
走
兵
の
破
門
ま
で
は
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
解

釈
も
あ
る
。
ま
た
、
四
一
六
年
に
東
ロ
ー
マ
皇
帝
テ
オ
ド
シ
ウ
ス

二
世
（
在
位
四
〇
八
〜
四
五
〇
年
）
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
軍

隊
か
ら
閉
め
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る）

24
（

。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ミ
ラ
ノ
司
教
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス

（
三
三
九
頃
〜
三
九
七
年
）
が
は
じ
め
て
正
戦
を
明
確
に
承
認
し
、

そ
の
影
響
を
受
け
た
ヒ
ッ
ポ
司
教
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
三
五
四

〜
四
三
〇
年
）
が
キ
リ
ス
ト
教
会
に
正
戦
論
を
定
着
さ
せ
た
と
い

う
見
解
が
多
く
の
研
究
者
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
二

人
の
偉
大
な
教
父
の
戦
争
観
に
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
キ
ケ

ロ
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

25
（

。
古
代
末
の
キ
リ
ス
ト
教
最

大
の
教
父
で
あ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
戦
争
論
は
、
体
系
的
な

教
義
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
歴
史
的
状

況
の
中
で
必
要
に
迫
ら
れ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
具
体

的
に
そ
れ
は
、『
自
由
意
志
論
』、『
マ
ニ
教
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
駁

論
』、『
マ
ル
ケ
リ
ヌ
ス
宛
書
簡
』、『
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
宛
書

簡
』、『
ダ
リ
ウ
ス
宛
書
簡
』、『
説
教
』、『
神
の
国
』、『
モ
ー
セ
七

書
問
題
論
集
』
の
中
に
表
れ
て
い
る）

26
（

。
基
本
的
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
戦
争
観
は
、
好
戦
的
な
も
の
で
は
な
く
、
平
和
を
希
求
し
、

愛
を
要
求
す
る
よ
り
内
面
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
戦
争
に
対
す

る
強
い
拒
否
的
な
姿
勢
を
前
提
に
し
て
そ
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て

い
る）

27
（

。
つ
ま
り
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
兵
士
が
、
常
に
平
和
の

獲
得
と
い
う
目
的
の
た
め
に
存
在
す
る
と
見
て
い
た
。
ま
た
彼
は
、

完
全
な
平
和
は
終
末
の
時
に
は
じ
め
て
到
来
す
る
と
い
う
悲
観
的

な
社
会
観
に
依
拠
し
て
、
戦
争
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
あ
る
。
西

ゴ
ー
ト
や
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
な
ど
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
、
ド
ナ
テ
ィ

ス
ト
に
よ
る
騒
乱
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
瓦
解
な
ど
に
よ
っ
て
、
四

世
紀
末
か
ら
教
会
や
国
家
の
防
衛
の
重
要
性
が
増
し
て
い
た
。
そ

れ
に
加
え
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
戦
争
を
命
じ
る
旧
約
聖

書
の
神
を
批
判
し
た
マ
ニ
教
徒
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
に
対
し
て
、
強

く
反
論
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、

彼
は
、
戦
争
は
人
間
の
過
ち
ゆ
え
に
必
要
な
も
の
と
見
な
し
、
公

的
な
次
元
で
の
正
当
な
殺
人
や
武
力
行
使
を
容
認
し
、
兵
士
に
対

し
て
罪
の
な
い
人
を
守
る
た
め
に
戦
う
義
務
を
唱
え
た
。
つ
ま
り
、
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原
罪
の
結
果
、
平
和
な
状
態
が
崩
れ
て
不
和
や
紛
争
が
発
生
し）
28
（

、

そ
れ
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
た
め
の
論
拠
が
求
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
人
間
社
会
に
お
け
る
秩
序
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
世
俗
国
家
は
利
己
的
な
本
性
を
持
つ
人
間
に

と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
上
に
、
地
上

の
善
は
低
次
な
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
条
件
付
き
で
戦
争
を
肯
定

し
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、
軍
隊
の
原
動
力
は
愛
徳
で
あ
り
、
正
し

い
戦
争
で
敵
を
殺
す
兵
士
と
死
刑
判
決
を
執
行
す
る
刑
吏
は
殺
人

者
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
戦
争
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
悲
惨
に
つ
い
て
深
く
認
識
し
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
、
平
和
こ
そ
が
戦
争
の
目
的
で
あ
る
と
し
て
、
平
和
を
保
障

す
る
正
当
な
目
的
が
あ
る
時
の
み
、
戦
争
の
正
当
性
を
認
め
た
。

研
究
者
に
よ
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
戦
争
を
肯
定
す
る

際
に
は
、
①
神
自
身
が
命
じ
て
い
る
場
合
、
②
神
が
命
じ
て
い
な

く
て
も
合
法
的
な
権
威
に
よ
っ
て
、
正
当
な
理
由
が
あ
っ
て
、
正

し
い
意
図
と
正
し
い
愛
が
あ
る
場
合
、
③
し
か
し
、
合
法
的
な
権

威
と
正
当
な
理
由
だ
け
で
は
一
時
的
な
正
し
さ
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
三
つ
の
基
本
的
立
場
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
過
去
に
あ
っ
た
ロ
ー
マ
帝
国
に
よ

る
侵
略
戦
争
に
対
し
て
は
反
対
し
、
名
誉
欲
や
虚
栄
心
に
よ
る
戦

争
を
否
定
し
た）

29
（

。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
戦
争
に
お
け
る
正
義
に

つ
い
て
議
論
し
た
際
に
、
基
本
的
に
敵
対
す
る
側
の
侵
害
と
い
う

不
正
義
を
是
正
す
る
た
め
の
戦
闘
を
正
し
い
戦
争
で
あ
る
と
定
義

し
た
。
防
衛
戦
争
の
場
合
に
彼
は
、
正
戦
の
目
的
は
侵
略
者
の
不

正
行
為
を
防
止
し
、
そ
れ
を
罰
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
。
そ
れ

に
対
し
て
攻
撃
的
な
戦
争
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
①
そ
の
成

員
の
犯
し
た
悪
事
に
対
し
て
賠
償
を
支
払
う
こ
と
を
拒
否
し
た
国

家
に
対
す
る
戦
争
と
、
②
不
正
に
占
有
さ
れ
て
い
る
財
産
を
返
却

せ
ず
に
い
る
国
家
に
対
す
る
戦
争
と
い
う
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
想
定

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
正
し
い
戦
争
を
行
う
主
体
は
、

あ
く
ま
で
も
世
俗
国
家
の
支
配
者
で
あ
る
と
考
え
た）

30
（

。
こ
の
よ
う

な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
え
が
、
セ
ビ
リ
ア
の
イ
シ
ド
ル
ス
、

グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
『
教
令
集
』、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
な
ど

を
は
じ
め
と
し
て
、
戦
争
に
対
す
る
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
姿

勢
に
大
き
な
痕
跡
を
残
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い）

31
（

。
さ
ら
に
そ
の

遺
産
は
、
宗
教
改
革
の
主
要
な
指
導
者
に
も
引
き
継
が
れ
、
現
代

に
も
及
ん
で
い
る
。
確
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
正
戦
論
に
は
、

神
の
意
志
や
命
令
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
に
お
い
て
、
聖
戦

へ
と
発
展
す
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
た
が）

32
（

、
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
が
軍
事
的
な
手
段
を
伴
う
宗
教
的
熱
狂
主
義
と
は
ほ
ど
遠
い

性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う）

33
（

。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
同
士
の
戦
争
や
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フ
ェ
ー
デ
だ
け
で
は
な
く
、
十
字
軍
（
一
〇
九
六
〜
一
二
九
一

年
）
や
レ
コ
ン
キ
ス
タ
（
七
一
一
〜
一
四
九
二
年
）
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
異
教
徒
と
の
戦
闘
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
以
前
の
正
戦
論

と
は
異
な
り
、
十
字
軍
に
は
、
世
俗
権
力
主
導
で
は
な
く
神
の
代

理
人
で
あ
る
教
皇
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
点
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒

に
対
し
て
遂
行
さ
れ
た
聖
戦
と
し
て
の
色
彩
が
強
か
っ
た
。
十
字

軍
思
想
に
は
、
共
存
で
は
な
く
、
排
除
や
浄
化
の
思
想
が
認
め
ら

れ
、
山
内
進
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
根
源
の
一
つ
に
は
キ
リ
ス
ト
教

の
純
化
を
求
め
た
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で

あ
る）

34
（

。
一
〇
九
五
年
の
ク
レ
ル
モ
ン
教
会
会
議
で
教
皇
ウ
ル
バ
ヌ

ス
二
世
（
在
位
一
〇
八
八
〜
一
〇
九
九
年
）
の
演
説
に
よ
っ
て
、

「
ク
レ
ル
モ
ン
の
神
秘
」
と
呼
ば
れ
る
民
衆
の
集
団
的
熱
狂
状
態

が
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
は
、「
聖
戦
」

（praelia sancta

）
と
い
う
言
葉
を
よ
り
明
確
化
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る）

35
（

。
彼
は
東
方
で
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
苦
し
み
を
強
調
し
、

異
教
徒
に
よ
る
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
占
領
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
迫

害
を
嘆
き
、
そ
の
聖
地
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ

て
、
聖
地
の
解
放
は
神
の
た
め
の
正
義
の
戦
い
と
し
て
神
の
業
で

あ
り
、
そ
れ
へ
の
参
与
は
罪
の
赦
免
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
罪
の
償
い
は
免
除
さ
れ
る
と
力
説
し
た）

36
（

。
十
字
軍
と
い
う
運
動

の
思
想
的
背
景
を
総
括
す
る
こ
と
は
、
容
易
な
作
業
で
は
な
い
が
、

そ
の
提
唱
者
で
あ
っ
た
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
演
説
の
中
に
は
、
少

な
く
と
も
以
下
の
七
つ
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

①
ト
ル
コ
人
の
侵
入
と
東
方
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
苦
難
、
②
東
方

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
救
援
の
必
要
性
、
③
キ
リ
ス
ト
教
徒
相
互

の
不
正
な
内
戦
の
代
わ
り
に
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
正
し
い
戦
争
を

行
う
べ
き
こ
と
、
つ
ま
り
神
の
平
和
と
十
字
軍
を
結
び
つ
け
た
こ

と
、
④
こ
れ
ま
で
犯
し
て
き
た
罪
の
贖
宥
、
⑤
東
方
の
富
な
い
し

掠
奪
品
へ
の
期
待
、
⑥
家
族
や
財
産
へ
の
愛
着
な
ど
の
い
か
な
る

も
の
に
よ
っ
て
も
出
発
を
延
期
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
⑦
神
が

先
導
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る）

37
（

。
東
方
教
会
の
イ
ス
ラ
ム
支
配
か
ら

の
解
放
と
い
う
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
主
張
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世

界
の
再
統
一
と
い
う
意
図
が
確
認
で
き
る
が
、
異
教
徒
に
対
す
る

全
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
社
会
と
い
う
理
念
も
存
在
す
る）

38
（

。
確
か
に

多
く
の
人
々
を
十
字
軍
へ
と
駆
り
た
て
た
原
動
力
は
、
信
仰
、
意

識
、
感
情
、
先
入
観
、
精
神
志
向
な
ど
の
複
合
物
で
あ
り
、
そ
れ

は
宗
教
だ
け
で
は
な
く
社
会
の
中
で
根
づ
い
て
い
た
も
の
で
も

あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
訴
え
の
中
で

最
も
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
要
素
は
、
贖
宥
行
為
と
し
て
の
戦
争
を

呼
び
か
け
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
武
装
し
た
巡
礼
や

キ
リ
ス
ト
の
戦
士
に
よ
る
対
異
教
徒
戦
争
と
い
う
思
想
の
形
成
が

関
係
し
、
十
字
軍
遠
征
で
の
戦
死
は
殉
教
あ
る
い
は
天
国
に
入
る



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

四
二
六
（
四
二
六
）　

た
め
の
確
実
な
保
証
と
見
な
さ
れ
て
い
た）
39
（

。
元
来
、
聖
地
へ
の
巡

礼
の
思
想
と
教
会
の
奉
仕
と
し
て
の
聖
戦
の
理
念
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
思
想
的
系
譜
に
属
し
て
い
た
。

十
字
軍
時
代
の
後
半
に
活
躍
し
た
、
最
大
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
で

あ
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（
一
二
二
四
〜
一
二
七
四
年
）
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
を
融
合
さ
せ
、
中
世
キ

リ
ス
ト
教
思
想
を
体
系
化
さ
せ
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

が
、
彼
の
戦
争
論
も
後
世
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。『
神
学

大
全
』
第
Ⅱ
・
Ⅱ
部
第
四
〇
題
で
ト
マ
ス
は
、
戦
争
に
つ
い
て
記

述
し
、
不
正
な
戦
争
と
正
し
い
戦
争
を
区
別
し
、
正
戦
で
あ
る
た

め
の
三
つ
の
条
件
を
提
示
し
た）

40
（

。
ま
ず
ト
マ
ス
は
、
戦
争
を
引
き

起
こ
す
こ
と
は
、
私
人
に
属
す
る
仕
事
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か

ら
、
開
戦
に
は
君
主
の
権
威
（auctoritas principis

）
が
不
可

欠
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
戦
争
に
纏
わ
る
諸
問
題
が
、
共
通
善
を

維
持
す
る
と
い
う
課
題
を
担
っ
て
い
る
国
家
に
関
わ
る
公
的
領
域

に
属
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る）
41
（

。
こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
聖
職
者

に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
十
字
軍
の
是
非
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
言

及
し
て
は
い
な
い
が
、
世
俗
君
主
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
正
戦
を

念
頭
に
置
い
て
い
る
。
ま
た
こ
の
箇
所
か
ら
は
、
中
世
社
会
で
頻

繁
に
行
わ
れ
た
フ
ェ
ー
デ
に
対
す
る
批
判
的
態
度
が
垣
間
見
ら
れ

る）
42
（

。
次
に
彼
は
、
正
戦
に
は
正
当
な
原
因
（causa justa

）
が
必

要
で
あ
り
、
正
し
い
戦
争
と
は
不
正
を
罰
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
攻
撃
相
手
に
罪
が
あ
る
場
合
に
容
認
さ
れ
う
る
と
考
え

た
。
最
後
に
彼
は
、
戦
争
を
実
行
す
る
人
に
、
善
の
助
長
や
悪
の

回
避
な
ど
の
正
当
な
意
図
（intentio recta

）
が
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
正
し
い
戦
争
を
行
っ
て
い
る

人
々
は
平
和
を
意
図
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

基
本
的
に
ト
マ
ス
は
、
戦
争
に
お
け
る
宗
教
的
な
理
由
を
前
面

に
は
出
さ
ず
、
聖
職
者
に
は
交
戦
権
を
認
め
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
聖
職
者
の
本
来
の
仕
事
は
、
神
を
賛
美
し
て
人
々
の
た
め
に

祈
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
殺
人
や
流
血
は
そ
れ
に
相
応
し
く
な
い
か

ら
で
あ
る
。
聖
職
者
が
直
接
手
に
武
器
を
取
っ
て
戦
闘
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
彼
ら
は
正
戦
を
行
っ
て
い
る
者
を
奨
励
や
赦
し
に

よ
っ
て
援
助
す
る
「
霊
的
戦
争
」
の
み
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
た
。
確
か
に
ト
マ
ス
は
、
人
間
社
会
に
お
け
る
平
和
は
神

へ
の
愛
と
隣
人
愛
の
業
と
し
て
の
み
成
立
し
う
る
と
考
え
、
正
戦

を
神
の
似
姿
の
救
済
の
た
め
の
行
為
（A

kt gottebenbildicher 
H

eilsfürsorge

）
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
の
栄
光
を
守
る
た
め

の
行
為
と
し
て
認
識
し）

43
（

、
そ
こ
に
信
仰
上
の
意
味
を
見
て
い
た
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
異
教
徒
に
対
す
る
比
較
的
寛
容
な
態
度
を
示
し

て
い
た
ト
マ
ス
の
正
戦
論
に
は
、
聖
戦
の
観
念
は
ほ
ぼ
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）

44
（

。
逆
に
、
不
当
な



マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
戦
争
観

四
二
七
（
四
二
七
）　

征
服
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
解
放
と
し
て
、
教
会
に
よ
る
十
字

軍
や
レ
コ
ン
キ
ス
タ
の
根
拠
づ
け
を
行
っ
た
と
見
る
見
解
も
あ
り
、

現
段
階
で
聖
戦
に
対
す
る
ト
マ
ス
の
立
場
に
関
す
る
明
確
な
学
術

的
判
断
は
難
し
い）

45
（

。
少
な
く
と
も
戦
争
一
般
の
無
制
限
な
拡
散
化

を
未
然
に
阻
止
し
よ
う
と
し
た
ト
マ
ス
の
正
戦
論
に
は
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
や
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
『
教
令
集
』
か
ら
の
影

響
に
加
え
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
哲
学
に
基
づ
い
て
、
君

主
の
仕
事
と
し
て
の
共
通
善
の
保
全
の
た
め
に
秩
序
や
平
和
を
希

求
す
る
態
度
が
見
ら
れ
る
。
ト
マ
ス
の
戦
争
観
が
政
治
や
国
家
に

対
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
観
念
に
依
拠
し
て
い
た
点
は
、
罪
の
所
産

と
し
て
政
治
を
悲
観
的
に
見
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想

と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い）

46
（

。

こ
の
よ
う
な
ト
マ
ス
の
戦
争
観
は
、
近
代
初
期
に
ス
ペ
イ
ン
に

よ
る
イ
ン
デ
ィ
オ
に
対
す
る
征
服
戦
争
が
問
題
に
な
る
と
、
ラ

ス
・
カ
サ
ス
（
一
四
七
四
〜
一
五
六
六
年
）
や
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派

の
戦
争
論
に
そ
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る）

47
（

。
な
お
、
一
六

世
紀
に
教
皇
の
権
威
が
衰
退
し
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
聖
書
解
釈

が
俗
人
に
も
容
認
さ
れ
る
と
、
様
々
な
戦
争
観
が
登
場
す
る
こ
と

に
な
る
。
例
え
ば
公
権
力
に
認
め
ら
れ
た
宗
教
改
革
者
で
あ
る
ル

タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
条
件
付
き
で
正
し
い
戦
争
を
認
め
た
が
、

そ
れ
に
対
し
て
再
洗
礼
派
や
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
非
常
に
平
和
主
義

的
な
思
想
を
展
開
し
た
の
で
あ
る）

48
（

。

第
二
章　

  

一
五
二
〇
年
代
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン
帝
国

の
脅
威
を
め
ぐ
る
情
勢
と
ル
タ
ー

一
三
世
紀
末
に
ア
ナ
ト
リ
ア
で
誕
生
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、

一
四
五
三
年
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
滅
ぼ
し
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
を
占
領
し
て
以
降
、
一
五
一
七
年
に
エ
ジ
プ
ト
の
マ
ム

ル
ー
ク
朝
を
滅
亡
さ
せ
、
東
地
中
海
に
そ
の
領
土
を
拡
大
し
た
。

そ
し
て
、
ス
ル
タ
ン
の
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
（
在
位
一
五
二
〇
〜
一

五
六
六
年
）
の
も
と
で
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
拡
張
政
策
の
新
し
い

局
面
が
始
ま
り
、
地
中
海
沿
岸
と
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
進
出
が

積
極
的
に
実
行
さ
れ
た
。
一
五
二
一
年
に
「
壮
麗
王
」
と
呼
ば
れ

た
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
は
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
を
占
領
し
、
一
五
二
二
年

に
ヨ
ハ
ネ
騎
士
団
の
根
拠
地
ロ
ー
ド
ス
島
を
包
囲
し
、
四
ヶ
月
に

も
及
ぶ
攻
防
戦
の
末
そ
れ
を
陥
落
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
震

撼
さ
せ
た
。
さ
ら
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、
一
五
二
六
年
に
ハ
ン
ガ

リ
ー
王
ラ
ヨ
シ
ュ
二
世
（
在
位
一
五
一
六
〜
一
五
二
六
年
）
を
モ

ハ
ー
チ
の
戦
い
で
破
り
戦
死
さ
せ
、
ブ
ダ
ま
で
進
軍
し
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
中
・
南
部
を
支
配
下
に
置
い
た）

49
（

。
当
時
イ
タ
リ
ア
問
題
を
め

ぐ
っ
て
コ
ニ
ャ
ッ
ク
同
盟
な
ど
に
対
す
る
緊
急
な
対
応
に
追
わ
れ

て
い
た
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
（
皇
帝
在
位
一
五
一
九
〜
一
五
五
六
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年
）
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
か
ら
の
再
三
の
援
軍
要
請
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
十
分
な
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、

シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
に
お
い
て
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
大
公
に

よ
る
必
死
な
説
得
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
宗
教
問
題
を
優
先
さ
せ

た
ド
イ
ツ
の
諸
侯
や
諸
都
市
か
ら
の
軍
事
援
助
の
動
き
は
、
結
局

不
十
分
な
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た）

50
（

。
モ
ハ
ー
チ
の
敗
戦
と
い

う
深
刻
な
出
来
事
は
、
東
方
の
異
教
徒
か
ら
の
侵
略
を
防
い
で
い

た
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
を
瓦
解
さ
せ
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
が
直
接
対
峙
す
る
事
態
を
創
出
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々

に
「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
を
極
端
に
ま
で
意
識
さ
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
れ
以
降
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
、
東
方
に
お
け
る
対
オ

ス
マ
ン
政
策
と
い
う
困
難
で
重
い
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る）

51
（

。

そ
の
後
、
中
小
の
貴
族
た
ち
は
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
侯
サ
ポ

ヤ
イ
・
ヤ
ー
ノ
シ
ュ
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
に
選
ん
だ
が
、
そ
れ
に
対

し
て
、
ラ
ヨ
シ
ュ
二
世
の
姉
を
妻
と
し
て
い
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家

出
身
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
は
、
諸
侯
に

よ
っ
て
対
抗
国
会
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
に
選
出
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

二
人
の
人
物
が
同
時
に
そ
の
王
位
継
承
権
を
主
張
し
て
対
立
し
、

軍
事
的
に
劣
勢
と
な
っ
た
ヤ
ー
ノ
シ
ュ
は
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
に
庇

護
を
求
め
、
そ
の
支
持
を
得
た
。
こ
の
時
既
に
カ
ー
ル
五
世
は
、

中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
す
る
防
衛
戦
争

を
、
弟
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
に
委
任
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
有
を
め
ぐ
る
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
家
と
の
争
い
を
口
実
に
、
一
五
二
九
年
五
月
に
大
軍
を

率
い
て
西
進
し
、
つ
い
に
ウ
ィ
ー
ン
を
包
囲
し
た
が
、
結
局
そ
の

町
を
陥
落
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
に
同
年
一
〇
月
中
旬
に
撤
退
し

た
。
普
遍
的
な
世
界
帝
国
に
ま
で
発
展
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
人
々
に
と
っ
て
は
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
活

版
印
刷
術
の
普
及
に
よ
っ
て
「
儲
け
第
一
主
義
」
の
た
め
に
大
量

に
生
産
さ
れ
た
木
版
画
付
き
の
ビ
ラ
は
、「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」

を
宣
伝
し
て
、
民
衆
を
煽
り
、
恐
怖
心
・
不
安
感
・
敵
意
な
ど
を

植
え
つ
け
た
。
当
時
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
（
一
四
七
一

〜
一
五
二
八
年
）
も
、
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
に
関
連
し
た
版
画
の
制
作

な
ど
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
迫
害
者
と
し
て
の
「
ト
ル
コ
人

の
脅
威
」
を
伝
え
た
画
家
の
一
人
で
あ
っ
た）

52
（

。
こ
の
頃
ド
イ
ツ
で

は
、
一
五
二
九
年
に
は
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
で
、
宗
教
改
革

の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
タ
ー
派
が
対
立
し
、
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
家
が
ト
ル
コ
問
題
に
全
勢
力
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
る
状

況
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一

世
（
在
位
一
五
一
五
〜
一
五
四
七
年
）
は
、
イ
タ
リ
ア
で
の
権
益
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を
め
ぐ
る
カ
ー
ル
五
世
と
の
確
執
か
ら
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
密
か

に
同
盟
を
結
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
一
五
二

〇
年
代
後
半
に
カ
ー
ル
五
世
が
「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
な
ど
の
外

交
問
題
に
対
処
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ル
タ
ー
派

の
諸
侯
や
都
市
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
か
ら
の
大
規
模
で
激
し
い

軍
事
的
攻
撃
に
曝
さ
れ
る
危
機
を
回
避
さ
せ
、
こ
の
時
期
の
宗
教

改
革
の
進
展
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
図
せ
ざ
る
結

果
と
し
て
ト
ル
コ
人
は
宗
教
改
革
運
動
に
助
成
し
た
の
で
あ
り
、

「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
は
、
中
世
の
カ
タ
リ
派
の
よ
う
に
武
力
で
弾
圧
さ
れ
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ル
タ
ー
派
の
人
々

に
と
っ
て
、
ト
ル
コ
の
同
盟
者
で
あ
る
サ
ー
ポ
ヤ
イ
・
ヤ
ー
ノ

シ
ュ
は
、
東
方
に
お
け
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
勢
力
増
大
を
抑
制

す
る
た
め
の
防
波
堤
の
よ
う
な
存
在
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
対
ト
ル
コ
戦
争
は
、
広
い
観
点
か
ら
見
る
と
、
宗
教
改
革
史

の
経
過
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
解
釈
で
き
る）

53
（

。

福
音
主
義
的
な
神
学
者
た
ち
は
、
自
己
の
抱
え
て
い
た
諸
問
題

に
純
粋
に
専
心
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

特
定
の
権
力
情
勢
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
外
の
政
治
的
出
来
事
に
つ
い
て
ル
タ
ー
は
、
し
ば
し

ば
注
意
を
向
け
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ト
ル
コ
人
に
よ
っ
て
脅

威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
数
年
来
彼
は
意
識
し
て
い
た）

54
（

。

ル
タ
ー
は
、
モ
ハ
ー
チ
の
戦
い
と
い
う
出
来
事
の
中
に
終
末
の
徴

候
の
一
つ
を
見
た
。
当
時
書
か
れ
た
軍
人
に
関
す
る
著
作
の
中
で
、

彼
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
へ
の
武
力
抵
抗
を
否
定
し
た
と
い
う
非
難

を
最
終
的
に
取
り
除
く
た
め
に
、
ト
ル
コ
戦
争
に
対
す
る
態
度
表

明
を
考
え
て
い
た）

55
（

。
一
五
二
七
年
末
に
は
、
ト
ル
コ
に
よ
る
ハ
ン

ガ
リ
ー
へ
の
新
た
な
侵
略
が
差
し
迫
っ
て
い
た
。
ル
タ
ー
は
、
神

が
そ
の
よ
う
な
好
戦
的
な
民
族
を
追
い
払
っ
て
く
れ
る
よ
う
に

祈
っ
た
の
で
あ
る
。
一
五
二
八
年
初
頭
に
公
刊
し
た
『
ザ
ク
セ
ン

選
帝
侯
領
内
の
牧
師
た
ち
に
対
す
る
巡
察
指
導
書
』
で
ル
タ
ー
は
、

牧
師
に
対
す
る
指
示
と
し
て
特
に
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
防
衛
戦
争

の
正
当
性
に
つ
い
て
の
章
を
挿
入
し
た
の
で
あ
る）

56
（

。

一
五
二
八
年
八
月
に
ル
タ
ー
は
、『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
戦
争

に
つ
い
て
』
と
い
う
著
作
の
計
画
を
明
ら
か
に
し
、
同
年
一
〇
月

に
そ
の
執
筆
を
始
め
た
。
し
か
し
原
稿
の
最
初
の
部
分
が
印
刷
所

で
消
失
し
、
新
た
に
書
き
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、

結
局
そ
の
公
刊
は
一
五
二
九
年
四
月
に
ま
で
ず
れ
込
ん
だ）

57
（

。
ル

タ
ー
は
、『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
戦
争
に
つ
い
て
』
を
ヘ
ッ
セ
ン

方
伯
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
捧
げ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ル
タ
ー
が
、
特
別

な
強
い
意
図
を
も
っ
て
、
諸
侯
た
ち
に
皇
帝
や
帝
国
に
対
す
る
従

軍
義
務
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
確



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

四
三
〇
（
四
三
〇
）　

か
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
著
作
は
、
彼
が
世
俗
権
力
の

剣
の
権
能
を
否
認
し
た
と
い
う
非
難
と
、
ト
ル
コ
危
機
に
直
面
し

た
ド
イ
ツ
人
た
ち
の
敗
北
主
義
に
立
ち
む
か
う
た
め
に
書
か
れ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
世
俗
権
力
の
役
割
の
肯
定
の
た
め
に
は
、

ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
『
こ
の
世
の
権
威
に
つ
い
て
、
人
は
ど
の
程

度
ま
で
こ
れ
に
対
し
て
服
従
の
義
務
が
あ
る
の
か
』
を
た
だ
提
示

す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
が）

58
（

、「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
と
い
う

事
態
は
、
そ
れ
以
上
の
諸
問
題
を
含
ん
で
い
た
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
第
一
次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
が
行
わ
れ
た
一

五
二
九
年
に
は
、
宗
教
改
革
史
の
中
で
は
二
つ
の
大
き
な
出
来
事

が
生
じ
て
い
る
。
ま
ず
同
年
四
月
に
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
帝
国
議
会
の

決
定
を
不
服
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
五
つ
の
諸
侯
と
一
四

の
都
市
が
「
抗
議
」
を
表
明
し
た
こ
と
は
、
重
要
な
政
治
的
連
携

行
動
で
あ
っ
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
を
中
心
と
し
た
強
大
な
カ
ト

リ
ッ
ク
陣
営
の
強
引
な
や
り
方
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢

力
は
共
同
で
抗
議
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
五
二
九
年
一
〇

月
初
頭
に
は
ル
タ
ー
派
と
西
南
ド
イ
ツ
諸
都
市
と
ス
イ
ス
改
革
派

の
大
同
盟
を
構
想
し
た
ヘ
ッ
セ
ン
方
伯
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
主
導
に

よ
っ
て
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
宗
教
会
談
が
開
か
れ
、
ル
タ
ー
は
ツ

ヴ
ィ
ン
グ
リ
な
ど
の
改
革
派
の
神
学
者
た
ち
と
の
間
で
聖
餐
論
争

を
行
っ
た
。
既
に
一
五
二
九
年
七
月
に
ル
タ
ー
は
、
ト
ル
コ
人
が

大
軍
を
率
い
て
再
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
侵
入
し
て
き
た
こ
と
を
知
っ

て
い
た
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
か
ら
の
帰
還
の
途
中
ア
イ
ゼ
ナ
ッ
ハ
に

滞
在
し
て
い
た
時
に
ル
タ
ー
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
ヨ
ハ
ン
・

ヒ
ル
テ
ン
の
黙
示
的
な
預
言
に
つ
い
て
聞
い
た
。
ヒ
ル
テ
ン
は
、

ロ
ー
マ
を
黙
示
思
想
的
な
娼
婦
と
同
一
視
し
、
ト
ル
コ
人
を
神
に

敵
対
的
な
勢
力
で
あ
る
ゴ
グ
や
マ
ゴ
グ
（
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
三
八

章
）
と
見
な
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
そ
の
支
配
を
預
言
し
た

の
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
は
、
一
〇
月
一
七
日
に
ト
ル
ガ
ウ
で
ト
ル

コ
人
に
よ
る
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
の
情
勢
に
つ
い
て
聞
い
て
、
一
層
こ

の
世
の
終
末
を
意
識
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
は
、
ヴ
ィ
ッ
テ

ン
ベ
ル
ク
へ
の
帰
還
後
に
ル
タ
ー
を
暗
い
気
持
ち
へ
と
落
ち
込
ま

せ
、
重
い
病
気
に
罹
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
精
神
状
態
へ
と

駆
り
立
て
た
。
今
や
、
神
の
言
葉
の
冒
涜
に
対
す
る
罰
や
民
衆
の

忘
恩
に
対
す
る
罰
が
到
来
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
す
ぐ
に

彼
は
、
そ
の
状
況
に
相
応
し
い
勧
告
を
公
刊
す
る
こ
と
を
計
画
し

た
。
な
ぜ
な
ら
、
明
ら
か
に
ゴ
グ
や
マ
ゴ
グ
と
キ
リ
ス
ト
と
の
最

後
の
対
決
が
差
し
迫
っ
て
い
た
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
タ
ー

は
、
い
か
に
ト
ル
コ
人
が
す
べ
て
の
も
の
を
持
ち
去
っ
て
し
ま
う

の
か
、
今
彼
ら
が
貪
欲
さ
に
よ
っ
て
不
当
に
も
何
を
拒
否
し
た
の

か
に
つ
い
て
、
猛
烈
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
共
同
体
に
示
し
た
。

考
え
う
る
対
抗
措
置
と
し
て
、
た
だ
改
悛
と
祈
り
の
み
が
残
っ
た
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の
で
あ
る）
59
（

。

一
〇
月
中
旬
に
ト
ル
コ
人
た
ち
が
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
撤
退
し
た
と

い
う
知
ら
せ
を
聞
い
て
、
切
迫
し
た
状
況
が
少
し
緩
和
さ
れ
た
と

感
じ
ら
れ
て
も
、
ル
タ
ー
は
「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
が
解
消
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ダ
ニ
エ
ル
書
九
章

二
五
節
以
下
の
彼
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
最
後
の
審
判
の
時
ま
で
こ

の
対
立
が
続
く
と
預
言
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
と
メ

ラ
ン
ヒ
ト
ン
が
、
共
同
で
『
ト
ル
コ
人
の
瀆
神
と
殺
人
に
つ
い

て
』
と
い
う
ダ
ニ
エ
ル
書
七
章
の
註
解
を
出
版
し
た）

60
（

。
ヴ
ィ
ッ
テ

ン
ベ
ル
ク
の
共
同
体
に
対
し
て
ル
タ
ー
は
、
ト
ル
コ
人
の
撤
退
後

に
も
、
改
悛
と
祈
り
を
止
め
な
い
よ
う
に
促
し
続
け
た
。
イ
ス
ラ

ム
教
徒
や
教
皇
が
行
っ
て
き
た
所
業
に
関
す
る
情
報
提
供
は
、
引

き
続
き
も
た
ら
さ
れ
た
。
ル
タ
ー
は
、
以
前
に
著
作
の
中
で
提
言

し
て
き
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
ト
ル
コ
の
危
機
を
信

仰
に
お
い
て
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
当
時
ル
タ
ー
に
は
、

彼
の
説
教
の
成
果
に
関
す
る
深
い
諦
め
の
気
持
ち
が
襲
っ
て
い
た
。

人
々
が
ト
ル
コ
人
に
関
す
る
ル
タ
ー
の
第
一
の
著
作
に
つ
い
て
注

意
を
払
わ
ず
、
オ
ス
マ
ン
軍
の
撤
退
後
に
再
び
既
に
安
心
し
て
し

ま
っ
て
い
た
の
で
、
ル
タ
ー
は
『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
軍
隊
説

教
』
と
い
う
第
二
の
著
作
の
執
筆
を
必
要
な
も
の
と
見
な
し
た
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
第
一
次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
の
最
中
に
ル
タ
ー
は
、

『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
軍
隊
説
教
』
を
書
き
始
め
て
い
た
が
、
そ

れ
が
完
成
す
る
の
は
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
が
そ
の
攻
略
を
放
棄
し
た

後
で
あ
っ
た）

61
（

。

第
三
章　

ル
タ
ー
に
と
っ
て
不
正
な
対
ト
ル
コ
戦
争

深
刻
な
罪
と
の
精
神
的
格
闘
を
経
験
し
た
ル
タ
ー
は
、『
九
五

箇
条
の
提
題
』
で
贖
宥
状
の
効
力
を
疑
問
視
し
た
が
、
そ
れ
と
結

び
つ
い
て
い
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
支
配
的
で
あ
っ
た
戦
争
観
を

も
完
全
に
否
定
し
た
。
既
に
彼
は
、
一
五
一
八
年
に
執
筆
し
た

『
贖
宥
の
効
力
に
つ
い
て
の
討
論
の
解
説
』
の
中
で
、「
教
皇
は
、

自
分
自
身
ま
た
は
教
会
法
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
科
し
た
罰

を
除
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
罰
を
も
赦
免
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い

し
、
ま
た
で
き
も
し
な
い
」
と
い
う
第
五
命
題
に
関
連
し
て
、
六

つ
の
罰
に
つ
い
て
議
論
し
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教

世
界
へ
の
侵
攻
は
、
神
の
こ
ら
し
め
の
罰
や
笞
打
ち
の
罰
で
あ
る

第
四
罰
に
属
す
る
も
の
と
見
な
し
て
、
伝
統
的
な
聖
戦
思
想
を
批

判
し
た
。
ル
タ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
な
ぜ
私
た
ち
は

あ
た
か
も
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
が
、
神
の
笞
は
鍵
の
権
能
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
涙
と
祈
り
に
よ
っ
て
の
み
取
り
除
か
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
、
赦
免
に
よ
る
よ
り
む
し
ろ
ほ
か
の
罰
を
科
す
こ

と
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
疑
い
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を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
た
め
ら
う
の
か
。
ち
ょ
う
ど
ニ
ネ
ベ

の
人
々
が
彼
ら
の
悔
悛
に
よ
っ
て
へ
り
く
だ
っ
て
自
ら
を
打
ち
砕

き
な
が
ら
、
彼
ら
に
向
け
ら
れ
た
全
滅
の
笞
を
避
け
る
べ
く
努
め

た
よ
う
に
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
も
し
教
会
の
最
高
位
、

あ
る
い
は
最
下
位
の
司
祭
ら
が
鍵
の
権
能
に
よ
っ
て
こ
の
罰
を
解

き
う
る
と
す
れ
ば
、
従
っ
て
彼
は
疫
病
、
戦
争
、
暴
動
、
地
震
、

大
火
、
災
害
、
強
盗
、
ま
た
ト
ル
コ
人
、
タ
タ
ー
ル
人
、
そ
し
て

不
信
仰
者
を
撃
退
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
神
の
笞
と
杖
で
あ

る
こ
と
を
劣
悪
な
キ
リ
ス
ト
者
だ
け
が
無
視
す
る
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
イ
ザ
ヤ
は
イ
ザ
ヤ
書
一
〇
章
（
五
節
）
に
、『
あ
あ
、

ア
ッ
シ
リ
ア
よ
、
そ
れ
自
体
私
の
怒
り
の
杖
で
あ
り
、
怒
り
の
笞

で
あ
る
。
そ
の
手
の
な
か
に
私
の
怒
り
が
あ
る
』
と
言
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
教
会
に
お
い
て
多
く
の
者
ら
と
大
い

な
る
者
ら
と
が
ト
ル
コ
に
対
す
る
戦
争
以
外
に
ほ
か
の
い
か
な
る

こ
と
も
夢
想
し
な
い
。
す
な
わ
ち
不
正
に
対
し
て
で
は
な
く
、
神

が
不
正
を
罰
す
る
た
め
の
杖
に
対
し
て
戦
お
う
と
し
、
神
に
抵
抗

し
よ
う
と
す
る
。
神
は
そ
の
杖
に
よ
っ
て
、
自
ら
私
た
ち
の
不
正

を
罰
す
る
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
が
不
正
を
罰
し
な
い

か
ら
で
あ
る）

62
（

」
と
。

つ
ま
り
、
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
戦
争
は
、
神
か
ら
遣
わ
さ
れ
た

復
讐
の
天
使
に
対
す
る
戦
い
を
意
味
し
、
そ
れ
と
同
時
に
神
自
身

へ
の
戦
い
を
も
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
も
は
や
そ
れ
は
、

自
己
自
身
の
不
道
徳
性
へ
の
悔
い
改
め
や
霊
的
な
戦
い
で
も
あ
っ

た
。
ま
た
ル
タ
ー
は
、
自
分
自
身
の
罪
や
そ
れ
に
対
す
る
神
の
怒

り
に
心
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
贖
宥
の
た
め
の
献
金
を
手
段
に
し

て
、
ト
ル
コ
人
と
戦
お
う
と
す
る
人
々
を
批
判
し
た）

63
（

。
そ
し
て
終

生
ル
タ
ー
は
、「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
を
神
の
怒
り
と
し
て
見
な

す
考
え
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た）

64
（

。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
ル

タ
ー
の
主
張
は
、
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
防
衛
戦
争
の
原

理
的
否
定
を
求
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
し
ば
し
ば
ル
タ
ー
の
敵
対
者
も
支
持
者
も
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。『
軍
人
も
ま
た
救
わ

れ
る
の
か
』
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
以
後
、
ル

タ
ー
が
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
解
消
す
る
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い）

65
（

。

な
ぜ
ル
タ
ー
は
、
異
教
徒
に
対
す
る
中
世
の
聖
戦
思
想
を
否
定

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
十
字
軍
の
提
唱
は
聖
職
者

た
ち
に
よ
る
世
俗
の
問
題
に
関
す
る
越
権
行
為
に
他
な
ら
ず
、
彼

の
二
王
国
論
と
根
本
的
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
暴
挙
で
あ
っ
た
と
判

断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
神
の
国
と
世
俗
の
国
を
明
確

に
分
け
、
最
後
の
審
判
ま
で
両
者
と
も
存
続
す
べ
き
も
の
と
考
え

た
。
前
者
は
信
仰
に
関
わ
る
霊
的
な
国
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
も
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と
で
聖
霊
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
を
創
出
す
る
国
で
あ
る
が
、
後

者
は
悪
人
を
抑
制
し
て
外
的
平
和
や
秩
序
を
保
つ
国
で
あ
る
。
神

の
国
は
不
可
視
な
信
仰
共
同
体
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
信
仰
、
福
音
、

神
の
恩
寵
が
支
配
し
、
そ
れ
に
真
の
キ
リ
ス
ト
者
の
み
が
服
属
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
世
俗
の
国
で
は
理
性
、
業
、
自
然
法
が
支
配

し
、
そ
こ
に
す
べ
て
の
人
間
が
属
す
る
。
ル
タ
ー
は
、
こ
の
世
に

は
真
の
キ
リ
ス
ト
者
は
極
め
て
少
数
し
か
存
在
し
な
い
の
で
、
世

俗
の
権
力
に
よ
っ
て
外
的
に
不
正
や
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
必
要
性

を
優
先
的
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
人
間
の
側

か
ら
の
生
得
的
な
善
へ
の
傾
向
を
否
定
し
、
自
己
の
努
力
で
は
善

を
全
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
人
間
の
不
完
全
性
を
前
提
と
す
る

ル
タ
ー
の
信
仰
的
な
立
場
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト

は
剣
を
帯
び
ず
、
そ
の
御
国
に
剣
を
持
ち
込
ま
な
か
っ
た
の
で
、

霊
的
統
治
に
お
い
て
剣
は
役
に
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
世
俗
の
権

力
は
外
的
な
も
の
の
み
に
関
わ
り
、
神
の
国
と
そ
の
統
治
を
侵
し

て
は
な
ら
ず
、
霊
の
問
題
に
介
入
し
た
り
、
強
制
的
に
信
仰
を
命

令
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
君
主
に
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ル
タ
ー
は
二
つ
の
王
国
を
結
合
さ
せ
て
、
単
一
の
世
俗

的
精
神
的
な
形
成
物
を
作
る
こ
と
を
拒
否
し
た）

66
（

。

以
上
の
よ
う
な
二
王
国
論
に
基
づ
い
て
、
ル
タ
ー
は
、『
ト
ル

コ
人
に
対
す
る
戦
争
に
つ
い
て
』
の
中
で
、「
こ
の
よ
う
に
当
時
、

教
皇
と
聖
職
者
た
ち
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
は
、
神
の
よ
う
に
す

べ
て
に
お
い
て
、
す
べ
て
を
越
え
て
、
す
べ
て
を
貫
い
て
す
べ
て

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
俗
の
公
権
力
は
暗
闇
の
中
で

抑
圧
さ
れ
、
知
ら
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
今
や
教
皇
は
そ
の
群
れ
の
仲
間
と
共
に
キ
リ
ス

ト
者
で
あ
ろ
う
と
し
、
し
か
も
な
お
、
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
戦
争

す
る
こ
と
を
言
い
た
て
た
の
で
あ
る）

67
（

」
と
述
べ
て
、
教
皇
を
筆
頭

と
し
た
聖
職
者
た
ち
に
よ
る
世
俗
の
事
柄
へ
の
介
入
を
批
判
し
て

い
る
。
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
聖
職
者
が
そ
の
職
務
を
放
棄

し
て
こ
の
世
的
な
職
務
を
引
き
受
け
る
事
態
が
頻
繁
に
見
ら
れ
、

二
王
国
の
境
界
は
守
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
無
秩
序
状
態
は
教
会

法
規
に
反
す
る
ほ
ど
に
恥
ず
べ
き
も
の
で
あ
り
、
深
刻
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る）

68
（

。
ト
ル
コ
に
対
す
る
十
字
軍
の
よ
う
に
、
世
俗
の

国
と
霊
の
国
を
相
互
に
混
同
す
る
こ
と
は
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
非

常
に
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
霊
的
な
権
威
と
世
俗
の
権
力
と
は
、

相
互
に
分
か
れ
て
存
在
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
両
者
は
、
独
断
的

な
恣
意
に
よ
っ
て
も
つ
れ
て
絡
み
合
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

た）
69
（

。教
皇
に
よ
る
反
ト
ル
コ
十
字
軍
と
い
う
思
想
の
中
に
ル
タ
ー
は
、

贖
宥
状
を
利
用
し
た
経
済
的
な
意
図
の
存
在
と
、
生
命
を
賭
け
て

真
剣
に
国
民
た
ち
を
守
る
た
め
の
戦
闘
意
欲
の
欠
如
を
指
摘
し
、
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次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
こ
の
こ
と
か
ら
教
皇
は
、
そ
の
大
学
な

ら
び
に
修
道
院
学
校
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
守
る
べ

き
命
令
で
も
掟
で
も
な
い
よ
う
な
自
由
な
勧
告
を
行
い
、
そ
れ
ゆ

え
に
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
曲
解
し
、
全
世
界
で
悪
意
を
も
っ
て
教

え
、
キ
リ
ス
ト
者
を
欺
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら

は
そ
の
上
キ
リ
ス
ト
者
、
い
や
最
善
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
ろ
う
と

し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ト
ル
コ
人
と
戦
い
、
い
か
な

る
悪
も
我
慢
し
よ
う
と
せ
ず
、
そ
し
て
暴
力
あ
る
い
は
不
正
を
忍

耐
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
私
は
、
キ
リ
ス
ト
者
は
悪
に
逆
ら
う

こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
こ
と
を
忍
耐
し
、
起
こ
る
に
ま
か
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
も
っ
て
、
反
論

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
土
台
に
し
て
私
は
、
教
皇
レ
オ
一
〇
世

が
有
罪
と
し
た
あ
の
箇
条
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、

私
が
ロ
ー
マ
の
悪
漢
か
ら
欺
瞞
の
外
套
を
剝
ぎ
と
っ
た
た
め
に
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
一
層
喜
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

教
皇
た
ち
は
ト
ル
コ
人
と
戦
争
し
た
い
と
い
う
意
味
で
、
決
し
て

熱
心
に
そ
れ
を
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
ト
ル
コ
と
の
戦
争
を
魔
法

の
帽
子
と
し
て
用
い
て
、
そ
の
中
で
演
技
を
行
い
、
そ
し
て
彼
ら

に
と
っ
て
お
金
が
必
要
な
時
に
は
い
つ
で
も
、
贖
宥
状
に
よ
っ
て

金
銭
を
ド
イ
ツ
の
諸
領
邦
か
ら
奪
い
取
っ
た
の
で
あ
る）

70
（

」
と
。
つ

ま
り
、
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
教
皇
が
真
剣
に
ト
ル
コ
人
と
戦
う
意

志
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
対
ト
ル
コ
十
字
軍
は
ド
イ
ツ

か
ら
金
銭
を
徴
収
す
る
た
め
の
口
実
と
し
て
利
用
さ
れ
、
本
来
あ

る
べ
き
改
悛
の
気
持
ち
な
し
で
始
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
彼
は
、
対
ト
ル
コ
戦
争
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
企
て
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
憤
り
を
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の

よ
う
な
考
え
が
ロ
ー
マ
へ
の
金
銭
の
道
を
封
鎖
す
る
こ
と
に
繋

が
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
有
罪
の

宣
告
を
受
け
た
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る）

71
（

。

ル
タ
ー
は
、
実
際
の
戦
争
に
キ
リ
ス
ト
の
名
を
用
い
る
こ
と
に

対
し
て
を
極
度
に
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、

現
実
の
社
会
の
中
に
は
真
の
キ
リ
ス
ト
者
が
少
な
い
と
い
う
悲
観

的
な
人
間
観
・
社
会
観
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
し
か
し
、
す
べ
て
を
越
え
て
、
私

の
心
を
動
か
し
た
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
名
に
お
い
て
ト
ル
コ
人

と
戦
闘
す
る
こ
と
を
企
て
、
ま
さ
に
私
た
ち
の
民
族
が
キ
リ
ス
ト

の
敵
と
し
て
の
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
の
軍
隊
と
呼

ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
教
え
唆
し
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
の
教
え
な
ら
び
に
キ
リ

ス
ト
の
名
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教
え
に
反
す
る
と
い
う
の
は
、

キ
リ
ス
ト
者
は
悪
に
反
抗
せ
ず
、
争
わ
ず
、
口
論
も
せ
ず
、
復
讐

も
せ
ず
、
裁
き
も
す
べ
き
で
は
な
い
と
、
キ
リ
ス
ト
が
語
っ
て
い
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る
か
ら
で
あ
る
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
三
九
節
）。
キ
リ

ス
ト
の
名
に
反
す
る
と
は
、
そ
の
よ
う
な
軍
隊
の
中
に
は
恐
ら
く

五
人
の
キ
リ
ス
ト
者
は
ほ
ぼ
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
恐
ら
く

神
に
対
し
て
ト
ル
コ
人
以
上
に
邪
悪
な
人
々
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
々
が
キ
リ
ス
ト

の
名
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
、
い

か
な
る
ト
ル
コ
人
も
行
わ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
す
べ
て
の
罪
の
中
で

最
大
の
罪
悪
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
名
が
罪
悪
や
恥

辱
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
名
誉
が
汚
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
教
皇
や
司
教
た
ち
が
一
緒
に
戦
争
に
加
わ
っ
た
時
に
は
、
そ

れ
は
実
に
特
別
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の

人
々
が
キ
リ
ス
ト
の
名
に
非
常
に
大
き
な
恥
辱
と
不
名
誉
と
を
加

え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
神
の
言
葉
や
祈
り
を

も
っ
て
悪
魔
と
戦
う
よ
う
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な

使
命
と
職
務
を
滞
ら
せ
、
剣
を
も
っ
て
肉
と
血
に
対
し
て
戦
お
う

と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
彼
ら
に
は
命
じ
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
禁
ぜ
ら
れ
て
も
い
る
こ
と
な
の
で
あ

る）
72
（

」
と
。
こ
こ
で
彼
は
、
実
際
に
は
醜
い
意
図
に
よ
っ
て
起
こ
さ

れ
た
戦
争
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
名
を
利
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
表
面
的
に
き
れ
い
に
取
り
繕
う
こ
と
の
罪
の

深
さ
を
糾
弾
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
十
字
軍
が
キ
リ
ス
ト
の
教

え
と
名
の
冒
涜
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
実
践
的
な
帰
結
と
し

て
、
ル
タ
ー
は
軍
人
た
ち
に
対
ト
ル
コ
十
字
軍
へ
の
従
軍
拒
否
を

勧
告
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た）

73
（

。
か
つ
て
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
の

時
に
ル
タ
ー
は
、
平
民
た
ち
が
世
俗
的
な
不
平
を
福
音
で
覆
い
隠

し
て
訴
え
た
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
た
が
、
そ
れ

と
同
じ
意
味
で
聖
戦
と
し
て
ト
ル
コ
と
の
戦
争
を
実
行
し
よ
う
と

す
る
こ
と
に
反
対
し
、
そ
れ
を
福
音
の
誤
用
と
見
な
し
た
の
で
あ

る）
74
（

。
し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
教
側
の
軍
隊
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
以

上
に
邪
悪
な
人
々
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
究

極
の
と
こ
ろ
、
教
会
は
剣
を
使
用
し
て
は
な
ら
ず
、
聖
職
者
は
信

仰
の
問
題
に
の
み
携
わ
り
、
戦
争
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
人
を
殺
す
た
め
で
は
な
く
、
こ
の
世
を
救
う

た
め
に
来
た
の
で
あ
り
（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
三
章
一
七
節
）、

キ
リ
ス
ト
の
職
務
は
、
福
音
を
取
り
扱
い
、
神
の
霊
に
よ
っ
て
人

間
を
罪
や
死
か
ら
救
い
、
こ
の
世
の
現
実
か
ら
永
遠
の
生
命
へ
と

至
る
よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
に
あ
る）

75
（

。

こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は
、
基
本
的
に
キ
リ
ス
ト
者
は
戦
争
を
す

べ
き
で
は
な
く
、
悪
に
逆
ら
う
べ
き
で
は
な
く
、
聖
職
者
は
そ
の

た
め
の
福
音
を
説
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
中
世
の
伝
統
的
神

学
で
は
、
山
上
の
垂
訓
に
代
表
さ
れ
る
平
和
主
義
的
な
生
活
を
行

う
べ
き
と
し
た
聖
書
の
戒
め
を
、
福
音
的
な
勧
告
と
解
釈
し
て
、
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全
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
拘
束
す
る
も
の
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
ル

タ
ー
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
用
せ
ず
に
、
そ
れ
を
全
キ
リ
ス
ト

者
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）

76
（

。
彼
は
、
も
し
そ
の
よ
う
な

教
え
を
キ
リ
ス
ト
者
が
聖
書
か
ら
最
後
ま
で
学
ぼ
う
し
な
い
の
な

ら
ば
、
傷
を
受
け
て
真
に
悟
る
ま
で
ト
ル
コ
の
攻
撃
は
、
続
け
ら

れ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
ト
ル
コ
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
災
禍
の
背
後
に
は
、
神
の
意
図
が
あ
る
の
で
あ
る）

77
（

。
ル
タ
ー

の
目
に
は
ト
ル
コ
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
侯
を
攻
撃
し
、
そ
の

領
民
の
自
由
を
脅
か
す
政
治
的
敵
対
者
以
上
の
も
の
と
し
て
映
っ

て
い
た
。
つ
ま
り
、
ト
ル
コ
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
の
敵

で
あ
り
、
教
会
の
破
壊
者
で
あ
り
、
肉
体
を
持
っ
た
反
キ
リ
ス
ト

の
化
身
で
あ
り
、
悪
魔
の
道
具
と
し
て
キ
リ
ス
ト
の
王
国
を
崩
壊

さ
せ
、
そ
の
聖
徒
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
す
る
脅
威
の
存
在
で
あ
っ

た）
78
（

。
し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
教
側
の
敗
戦
の
原
因
は
、
聖
職
者
が
戦

争
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
そ
し
て
、
つ
い
最
近
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
、
も
し
聖
職
者
の

軍
隊
あ
る
い
は
（
彼
ら
が
誇
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
）
キ
リ

ス
ト
者
の
軍
隊
を
率
い
て
ト
ル
コ
人
に
対
抗
し
な
か
っ
た
な
ら
、

恐
ら
く
も
っ
と
幸
運
に
恵
ま
れ
て
戦
う
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

も
し
、
私
が
皇
帝
、
王
、
あ
る
い
は
諸
侯
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
私

は
、
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
出
征
す
る
際
に
は
、
私
の
司
教
た
ち
や

聖
職
者
た
ち
に
は
、
聖
書
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
自
身
の
教
会
法

が
彼
ら
に
教
え
、
要
求
す
る
よ
う
に
、
祈
禱
、
断
食
、
読
書
、
説

教
、
貧
者
の
世
話
に
よ
っ
て
自
分
の
務
め
を
行
い
、
家
に
と
ど
ま

る
こ
と
を
勧
告
す
る
で
あ
ろ
う）

79
（

」
と
。
こ
れ
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王

ラ
ヨ
シ
ュ
二
世
が
戦
死
し
た
モ
ハ
ー
チ
の
戦
い
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
が
教
会
の
代
理
者
は
戦
争
を
指
揮
し

て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
た
こ
と
は
、
政
治
的
な
権
力
者
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
が
、
し
か

し
、
そ
れ
は
世
俗
的
な
官
職
と
教
会
の
官
職
を
分
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
し
た
の
で
あ
る
。

ル
タ
ー
は
、
聖
職
者
の
役
割
を
信
仰
上
の
敵
で
あ
る
悪
魔
と
の

霊
的
な
戦
い
に
と
ど
め
、
彼
ら
の
主
要
な
武
器
を
専
ら
祈
禱
書
や

聖
書
に
限
定
し
た
が）

80
（

、
身
体
を
使
っ
た
実
際
の
戦
闘
に
十
字
架
を

掲
げ
る
こ
と
を
否
定
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
な

ぜ
な
ら
、
教
会
は
争
い
を
す
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
、
剣
を
も
っ

て
戦
う
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
会
は
肉
や
血
と
は
別
の

敵
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
空
中
に
い
る
悪
魔
と
い
わ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
教
会
は
や
は
り
別
の
武

器
や
剣
を
持
ち
、
別
の
戦
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
会
に

は
す
べ
き
こ
と
が
十
分
に
あ
る
の
で
、
皇
帝
あ
る
い
は
諸
侯
た
ち

の
戦
争
に
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
聖
書
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に
も
、
神
に
従
順
で
は
な
い
時
に
は
い
か
な
る
幸
い
も
な
い
で
あ

ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
サ
ム
エ
ル
記
上
一
二
章
一

五
節
）。
他
方
で
ま
た
、
も
し
私
が
軍
人
で
あ
り
、
戦
場
で
聖
職

者
の
旗
あ
る
い
は
十
字
架
の
旗
を
、
た
と
え
そ
れ
が
十
字
架
像
自

体
で
あ
っ
て
も
、
目
撃
し
た
ら
、
私
は
、
悪
魔
が
私
を
追
い
か
け

て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
し
た
い）

81
（

」
と
。
こ
れ
に
よ
っ

て
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
会
が
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
対
す
る
基
本
的
な

態
度
と
し
て
き
た
十
字
軍
思
想
と
そ
れ
を
支
え
て
き
た
贖
宥
の
神

学
は
、
強
く
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
十
字
軍
思
想

が
信
仰
の
み
に
よ
る
罪
か
ら
の
贖
い
と
い
う
ル
タ
ー
の
根
本
思
想

と
決
定
的
に
対
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、

戦
場
に
お
け
る
脱
走
を
も
容
認
し
て
い
る
ル
タ
ー
の
態
度
は
、
非

常
に
急
進
的
で
あ
る）

82
（

。
彼
に
よ
れ
ば
、
世
俗
的
権
力
と
い
う
手
段

を
用
い
て
、
信
仰
の
た
め
の
戦
争
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス

ト
の
命
令
に
反
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

次
第
に
ル
タ
ー
は
、
ト
ル
コ
人
の
攻
撃
が
洪
水
、
森
林
火
災
、

疫
病
、
飢
饉
の
よ
う
に
、
神
に
よ
っ
て
自
分
の
民
を
試
す
た
め
に

遣
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
認
識
し
、
そ
の
よ
う
な
侵
略
に
対

し
て
は
戦
う
べ
き
も
の
と
よ
り
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
際
に
は
、
決
し
て
十
字
軍
や
戦
争
に
お
け
る
教
会

の
指
導
と
い
う
も
の
は
存
在
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

83
（

。

な
お
ル
タ
ー
の
ト
ル
コ
人
観
や
イ
ス
ラ
ム
教
理
解
に
つ
い
て
の
詳

細
な
考
察
は
、
論
点
が
拡
散
し
て
し
ま
う
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛

す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、「
神
の
笞
」
や
「
神
の
杖
」
な
ど
の

表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に）

84
（

、
彼
の
内
面
に
は
、
キ
リ
ス
ト
者
へ
の

戒
め
を
も
た
ら
し
、
信
仰
に
と
っ
て
結
果
的
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
役

割
を
果
た
す
側
面
と
、「
悪
魔
の
下
僕
」、「
悪
魔
の
道
具
」、「
神

の
敵
」、「
反
キ
リ
ス
ト
」
な
ど
の
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

教
会
に
重
大
な
危
機
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面

と
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
神
の
笞
」
と
「
悪
魔
の
下

僕
」
の
結
び
つ
き
は
、
ル
タ
ー
の
中
に
あ
る
独
特
な
悪
魔
の
概
念

の
存
在
を
明
示
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
悪
魔
は
常
に
神

に
従
属
す
る
存
在
で
あ
り
、
悪
魔
が
神
の
計
画
を
妨
害
し
よ
う
と

試
み
て
い
る
時
で
も
、
悪
魔
は
最
終
的
に
は
神
に
奉
仕
し
て
い
る

の
で
あ
る）

85
（

。

第
四
章　

ル
タ
ー
に
と
っ
て
正
当
な
対
ト
ル
コ
戦
争

こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
す
る
戦
争
を
、

聖
職
者
主
導
の
聖
戦
と
し
て
宗
教
的
に
理
論
づ
け
よ
う
と
す
る
考

え
を
否
定
し
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
す
べ
て
の
戦
争
を
否

認
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
ト
ル
コ
に
よ
る
キ
リ

ス
ト
教
世
界
へ
の
攻
撃
は
、
確
か
に
信
仰
の
上
で
は
神
の
罰
と
し
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て
把
握
で
き
る
も
の
の
、
世
俗
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
自

体
は
好
戦
的
な
不
当
な
侵
略
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
は
な
か
っ
た

の
で
、
ル
タ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対

し
て
二
種
類
の
戦
い
、
つ
ま
り
霊
的
な
戦
い
と
肉
に
よ
る
戦
い
を

提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
戦
い
の
区
別
は
、
彼
の
二
王
国
論
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る）

86
（

。

「
次
に
、
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
戦
う
べ
き
人
は
、
そ
れ
が
誰
で

あ
ろ
う
と
も
、
神
か
ら
命
令
を
受
け
、
そ
の
た
め
の
正
義
を
行
い
、

自
ら
の
復
讐
の
た
め
に
落
ち
込
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他
に

狂
っ
た
考
え
や
理
由
を
持
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
確
信

し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
人

が
、
た
と
え
敵
を
打
ち
負
か
し
て
も
、
あ
る
い
は
負
か
さ
れ
て
も
、

救
わ
れ
た
状
態
や
神
聖
な
る
職
務
の
中
に
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
人
は
二
人
で
あ
り
、
し
か
も
二
人
の
み
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
人
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と
呼
ば

れ
、
他
の
一
人
は
皇
帝
カ
ー
ル
で
あ
る
。
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
が

そ
の
軍
隊
と
共
に
い
る
最
初
の
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る）
87
（

」
と
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
戦
い
は
、
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て

無
差
別
に
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た）

88
（

。
こ
こ
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と
は
、
正
し
い
心
構
え
を

持
っ
た
真
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
意
味
し
、
福
音
主
義
的
な
信
仰
に

立
つ
人
を
擬
人
化
し
た
存
在
を
指
し
て
い
る）

89
（

。
彼
ら
の
行
う
戦
い

は
武
力
を
用
い
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
信
仰
に
お
け
る
霊

的
な
戦
い
と
い
う
色
彩
が
強
い
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、

ト
ル
コ
人
が
信
じ
て
い
る
神
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は
異
な
っ

た
も
の
、
つ
ま
り
悪
魔
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
霊
的
な
敵

に
対
し
て
は
、
霊
的
な
武
器
を
持
っ
て
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
の
で
あ
る）

90
（

。
確
か
に
彼
は
、「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
を
不

正
な
者
に
対
す
る
神
の
笞
や
杖
と
見
な
し
て
い
た
が
、
し
か
し
ト

ル
コ
人
は
悪
魔
の
道
具
に
す
ぎ
ず
、
本
来
の
敵
と
し
て
の
ト
ル
コ

に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
準
備
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
改
悛
の
た
め
の
信
仰
告
白
と
生
活
の
改

善
と
共
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
ル

タ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。「
ま
ず
何
よ
り
も
先
に
、

そ
の
主
人
、
す
な
わ
ち
悪
魔
そ
れ
自
体
を
打
ち
、
そ
し
て
、
神
の

手
か
ら
笞
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
ト
ル
コ
人

は
、
悪
魔
の
援
助
の
な
い
、
神
の
手
の
な
い
、
自
分
自
身
の
力
だ

け
の
状
態
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
氏
が
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る）

91
（

」
と
。

霊
的
な
戦
い
に
お
い
て
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
に
求
め
ら
れ
る
の

は
、
ま
ず
悔
い
改
め
と
神
と
の
和
解
で
あ
り
、
そ
し
て
自
ら
の
本

性
の
改
善
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
怒
り
を
か
わ
し
、
そ
れ
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に
相
応
し
い
説
教
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ル

タ
ー
は
、
こ
の
時
代
の
社
会
的
な
不
正
が
神
の
怒
り
を
増
大
さ
せ
、

ト
ル
コ
人
の
成
功
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
と
明
白
に
感
じ

て
い
た）

92
（

。
そ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
彼
は
、
信
頼
で
き
る
祈

り
を
行
う
よ
う
に
勧
告
す
る
。
ル
タ
ー
は
、
神
の
怒
り
を
解
消
す

る
こ
と
が
、
ト
ル
コ
と
の
戦
い
に
勝
利
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
ク
リ
ス
テ
ィ
ア

ヌ
ス
の
悔
い
改
め
と
祈
り
を
通
し
て
、
罪
や
不
正
が
霊
的
に
克
服

さ
れ
な
け
れ
ば
、「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
軍
隊
の
勝
利
と
神
の
前
で
の

謙
虚
さ
と
を
因
果
的
に
結
び
つ
け
た
り
、
戦
い
で
の
敗
北
と
人
間

の
側
の
罪
と
を
関
連
づ
け
た
り
す
る
精
神
的
志
向
性
が
、
十
字
軍

時
代
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
ル
タ
ー
の

思
想
の
中
に
は
中
世
的
精
神
と
の
連
続
性
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る）

93
（

。

そ
れ
に
加
え
て
ル
タ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
間
違
っ
た
宗
教
性
と
ト

ル
コ
人
の
権
力
支
配
的
な
本
質
に
つ
い
て
、
教
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
主
張
す
る
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
コ
ー
ラ
ン
の
内
容
に
つ

い
て
詳
し
く
理
解
し
て
、
そ
れ
を
人
々
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
は
、

ト
ル
コ
人
と
の
戦
い
に
お
い
て
霊
的
に
武
装
す
る
手
段
で
あ
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
実
際
の
武
力
を
用
い
た
戦
闘
よ
り
も
重
要
で

あ
っ
た
の
で
あ
る）

94
（

。
彼
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
誤
謬
が
教
皇
制
の
中

に
そ
の
対
応
物
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
は
同
一
の
反
キ

リ
ス
ト
の
次
元
に
位
置
す
る
と
見
て
い
た
。
つ
ま
り
、
教
皇
が
反

キ
リ
ス
ト
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
ト
ル
コ
人
は
悪
魔
の
僕
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
敵
対
者
に
対

し
て
霊
的
な
戦
い
を
行
う
べ
き
か
は
明
白
で
あ
る
。
ル
タ
ー
か
ら

見
れ
ば
、
ト
ル
コ
人
は
、
宗
教
、
政
治
組
織
、
結
婚
、
つ
ま
り
キ

リ
ス
ト
教
的
根
本
的
な
全
秩
序
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る）

95
（

。
そ
の
よ
う
な
精
神
的
な
戦
い
と
は
違
っ
て
、
ル
タ
ー
は
、
実
際

に
ト
ル
コ
人
と
軍
事
的
戦
闘
を
行
う
べ
き
存
在
は
、
世
俗
権
力
の

頂
点
に
君
臨
す
る
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ

こ
に
皇
帝
の
担
う
べ
き
課
題
が
あ
り
、
威
厳
が
あ
る
の
で
あ
り
、

君
主
は
、
神
の
委
託
に
お
い
て
現
世
を
統
治
す
べ
き
で
あ
る）

96
（

。
ま

ず
ル
タ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
ト
ル
コ
人
に
対
し

て
戦
う
こ
と
に
相
応
し
い
も
う
一
人
の
人
は
、（
あ
る
い
は
ま
さ

に
誰
が
皇
帝
で
あ
ろ
う
と
）
皇
帝
カ
ー
ル
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ト
ル
コ
人
が
彼
の
臣
民
と
帝
国
と
を
攻
撃
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼

は
、
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
正
式
な
公
権
力
と
し
て
、
自
身
に

属
す
る
も
の
を
守
る
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
か
ら
は

私
た
ち
は
皇
帝
に
関
し
て
話
題
に
し
た
い
。
そ
し
て
第
一
に
、
ト

ル
コ
人
に
対
し
て
戦
争
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
皇
帝
の
命
令
の
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も
と
に
、
彼
の
旗
の
も
と
に
、
そ
し
て
、
彼
の
名
の
も
と
に
そ
の

こ
と
を
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
に
各
人
は
、
自
ら

が
確
か
に
神
の
秩
序
へ
の
服
従
の
中
で
歩
ん
で
い
る
と
い
う
自
身

の
良
心
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
皇

帝
が
私
た
ち
の
本
当
の
支
配
者
で
あ
り
、
首
長
で
あ
る
こ
と
を
私

た
ち
は
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
皇
帝

に
服
従
す
る
者
は
、
神
に
も
服
従
す
る
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
皇

帝
に
不
服
従
で
あ
る
者
は
、
神
に
対
し
て
も
不
服
従
な
者
で
あ

る）
97
（

」
と
。
ル
タ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
軍
隊
を
用
い
た
実
際
の
戦

い
は
、
専
ら
世
俗
的
な
権
力
の
仕
事
で
あ
り
、
皇
帝
は
、
世
俗
の

保
護
官
職
に
相
応
し
く
ト
ル
コ
人
と
戦
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
の
際
に
彼
の
臣
下
は
、
良
心
の
義
務
と
し
て
カ
ー
ル
五
世
に
従

順
に
従
う
義
務
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
皇
帝
や
諸
侯
に
は
、

神
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
公
権
力
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
臣
民
に
攻

撃
を
加
え
る
ト
ル
コ
人
と
戦
争
を
行
う
義
務
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ル
タ
ー
は
ド
イ
ツ
の
諸
侯
に
対
し
て
、
ト
ル
コ
と
戦
う

た
め
に
、
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
を
助
け
る
よ
う
に
強
く
訴
え
た）

98
（

。

ル
タ
ー
が
鋭
く
拒
絶
し
た
の
は
、
皇
帝
が
ト
ル
コ
人
の
攻
撃
か

ら
守
る
た
め
の
戦
争
を
遂
行
す
る
義
務
や
権
限
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
会
を
保
護
す
る
た
め
の
宗
教
戦
争
と
い
う
口
実

を
掲
げ
る
よ
う
な
尊
大
な
精
神
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
は
、
十
字
軍

の
よ
う
な
宗
教
戦
争
の
際
に
、
中
世
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

皇
帝
と
教
皇
が
役
割
を
分
担
し
て
戦
争
に
関
与
す
る
や
り
方
に
対

し
て
、
鋭
い
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る）

99
（

。
皇
帝
の
義
務
は
、
た
と

え
ト
ル
コ
人
の
信
仰
が
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
と
相
容
れ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
の
名
の
も
と
で
そ
れ
を
暴
力
的

に
根
絶
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
皇
帝
は
、
ト
ル
コ
人
に
よ
る
流
血

を
伴
う
略
奪
行
為
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
世
俗
の
統
治
者
と
し
て

剣
を
も
っ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
戦
う
べ
き
で
あ
る）

100
（

。
こ
こ
で
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
を
支
持
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
抑
圧
し
よ
う
と
す

る
カ
ー
ル
五
世
の
信
仰
上
の
姿
勢
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
た
と

え
世
俗
の
支
配
者
が
異
教
徒
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ル
タ
ー
は
臣

民
の
従
属
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
こ
こ
で
は
時
代
に
従
い
、
ペ
テ
ロ
や
パ
ウ
ロ
の

言
葉
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
二
人
は
、
下
僕
あ

る
い
は
農
奴
が
そ
の
肉
の
主
人
に
従
順
で
忠
実
で
謙
虚
で
実
直
で

熱
心
で
あ
る
べ
き
だ
と
教
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
キ
リ
ス

ト
に
仕
え
る
の
と
は
異
な
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
主
人
が
非
キ
リ

ス
ト
者
あ
る
い
は
悪
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
仕
え
る
べ
き

な
の
で
あ
る）

101
（

」
と
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
ト
ル

コ
人
に
対
す
る
軍
事
的
な
戦
闘
は
、
世
俗
的
な
課
題
で
あ
り
、
決

し
て
不
信
心
な
者
に
対
す
る
十
字
軍
で
は
な
か
っ
た
。
教
会
は
、
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た
だ
皇
帝
や
諸
侯
に
そ
の
世
俗
的
な
保
護
機
能
を
喚
起
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
に
お
け
る
他
の
課
題
と
同
様
に
引
き
受
け

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
ル
タ
ー
は
、
戦
争
を
行
う
軍
人
と
い
う
職
業
を
ど
の

よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
五
二
六
年
に
執
筆
さ
れ
た

『
軍
人
も
ま
た
救
わ
れ
る
の
か
』
の
中
で
ル
タ
ー
は
、
軍
人
の
身

分
や
職
務
は
正
し
く
神
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
同
様
に
、
兵
士
に
対
し
て
「
自
分
の
給
料
で

満
足
せ
よ
」（
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
三
章
一
四
節
）
と
述
べ
た
洗

礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
を
引
用
す
る）

102
（

。
ま
た
ル
タ
ー
は
、
次
の
よ
う

な
論
理
で
戦
闘
中
の
殺
害
行
為
を
肯
定
す
る
。「
軍
職
に
お
い
て
、

人
は
、
そ
れ
が
虐
殺
し
、
焼
き
払
い
、
攻
め
、
捕
ら
え
た
り
な
ど

す
る
点
を
見
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
点
を
見
る
の
は
、

狭
い
、
素
朴
な
子
供
の
目
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
は
、
医
者
が
手
を

切
り
落
と
し
、
足
を
引
き
落
と
し
た
り
す
る
点
だ
け
を
見
て
、
全

身
を
救
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
見
な
い
か
、
ま
た
は
そ
れ

に
気
づ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
軍
職
ま
た
は
剣
の
職
に

つ
い
て
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
虐
殺
し
た
り
恐
ろ
し
い
こ
と
を
行
っ
た

り
す
る
か
を
、
大
人
の
目
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ

ば
、
そ
れ
が
そ
れ
自
身
で
神
的
な
職
務
で
あ
り
、
飲
食
あ
る
い
は

そ
の
他
の
行
い
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
世
に
必
要
な
有
用
な
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う）

103
（

」
と
。

ル
タ
ー
に
と
っ
て
戦
争
は
、
平
和
を
脅
か
す
否
定
的
な
愚
行
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
平
和
を
獲
得
す
る
た
め
の
闘
争
と
い
う
意
味
を

持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は
、
戦
闘
中
の
虐
殺
行
為
を
、
広
い
意
味

で
の
愛
の
行
い
や
神
の
わ
ざ
と
し
て
肯
定
し
た
が
、
し
か
し
、
そ

の
際
に
彼
は
、
軍
務
に
従
事
す
る
人
に
内
面
的
な
公
正
さ
や
良
心

へ
の
忠
実
さ
を
要
求
し
た
。「
ま
ず
第
一
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
区

別
は
、
職
務
と
人
、
仕
事
と
行
為
者
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
ま
た
は
行
為
者
が
善
良
で
な
く
、

あ
る
い
は
正
し
く
な
い
時
に
は
、
ま
た
正
し
く
行
わ
な
い
時
に
は
、

そ
れ
自
身
で
は
恐
ら
く
善
か
つ
正
し
い
職
務
ま
た
仕
事
で
も
、
や

は
り
邪
悪
で
不
正
な
も
の
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
軍
人

の
身
分
、
職
務
や
仕
事
も
同
じ
こ
と
で
、
そ
れ
自
身
で
は
正
し
く

神
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
人
物
も
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
、
公
正
な
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
注
意
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る）

104
（

」
と
。
つ
ま
り
、
ル
タ
ー
は
、
ト
マ
ス
と
同
様
に
、

戦
闘
行
為
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
軍
人
に
対
し
て
は
仕
事
に

お
い
て
正
し
い
意
図
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。
よ
い
正
し
い
良
心
を
持
っ
て
戦
う
者
は
、
よ
く
戦
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
戦
争
論
の
基
本
的
な
特
質
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の
一
つ
と
し
て
、
正
戦
を
実
行
に
移
す
た
め
の
法
的
権
威
を
掲
げ

る
こ
と
よ
り
も
、
戦
争
に
関
わ
る
際
の
個
人
の
良
心
の
問
題
を
重

視
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
国
家
権
力
は
、
悪

人
の
処
罰
、
信
仰
者
の
保
護
、
平
和
の
維
持
、
世
俗
的
な
正
義
の

保
持
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
指
揮
の
も
と
で
行

わ
れ
る
正
し
い
戦
争
と
は
、
不
正
や
悪
を
罰
し
、
平
和
と
従
順
を

得
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
軍
務
に

従
事
し
て
い
る
者
が
行
う
正
し
い
戦
争
と
は
、
よ
り
大
き
な
不
幸

を
防
ぐ
た
め
の
小
さ
な
不
幸
で
あ
り
、
軍
人
は
婦
人
や
子
供
、
家

や
敷
地
、
財
産
・
名
誉
・
平
和
を
守
る
た
め
に
戦
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
手
術
を
す
る
医
者
の
行
為
も
、
戦
場
に
お
け
る
軍
人
の

行
為
も
、
子
供
の
目
で
は
残
酷
で
非
キ
リ
ス
ト
教
的
に
見
え
る
が
、

大
人
の
目
で
見
れ
ば
正
し
い
行
為
で
あ
る
と
大
胆
に
述
べ
て
い
る
。

事
実
こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
の
議
論
は
、
ト
マ
ス
と
同
様
に
正
戦
に

は
君
主
の
権
威
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
た
。
例

え
ば
ル
タ
ー
は
戦
争
を
、
①
同
等
な
者
同
士
の
争
い
、
②
上
位
の

者
が
下
位
の
者
に
対
し
て
行
う
戦
い
、
③
下
位
の
者
が
上
位
の
者

に
対
し
て
実
行
す
る
反
抗
と
い
う
三
種
類
に
分
け
、
特
に
君
主
の

権
威
に
敵
対
的
な
第
三
番
目
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る）

105
（

。
ル
タ
ー

は
戦
争
な
ど
の
暴
力
行
為
は
国
家
に
の
み
許
さ
れ
た
権
利
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
の
で
、
反
乱
や
暴
動
が
続
く
よ
う
な
終
わ
り
の
な

い
驚
愕
よ
り
も
、
平
和
を
獲
得
す
る
た
め
の
戦
闘
行
為
と
し
て
の

驚
愕
の
あ
る
終
わ
り
の
方
が
、
正
し
い
と
見
て
い
た
の
で
あ
る）

106
（

。

こ
の
よ
う
な
彼
の
戦
争
観
は
、
中
世
で
行
わ
れ
て
い
た
自
力
救
済

と
し
て
の
フ
ェ
ー
デ
を
否
定
す
る
方
向
性
を
提
示
し
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

ま
た
ト
ル
コ
と
の
戦
争
は
、
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
々
を
保
護

す
る
た
め
の
防
衛
戦
争
の
場
合
の
み
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

他
国
を
侵
略
し
、
領
土
を
拡
大
す
る
た
め
の
世
俗
的
な
欲
望
を
原

因
と
す
る
も
の
は
否
認
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
防
衛
戦
争

以
外
の
略
奪
戦
争
（Raubkrieg

）、
復
讐
戦
争
、
予
防
戦
争

（Präventivkrieg

）
な
ど
を
原
理
的
に
批
判
し
、
厳
し
い
言
葉

で
非
難
し
た
の
で
あ
る）

107
（

。『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
戦
争
に
つ
い

て
』
と
い
う
著
作
の
読
者
に
対
し
て
ル
タ
ー
は
、
軍
務
に
携
わ
る

者
に
と
っ
て
の
正
し
い
良
心
と
は
何
か
に
つ
い
て
知
ら
せ
よ
う
と

し
た
。
例
え
ば
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
次
に
、

そ
の
よ
う
な
皇
帝
の
旗
や
服
従
は
、
皇
帝
が
自
分
の
臣
民
を
保
護

す
る
自
分
の
職
務
の
仕
事
と
責
任
以
外
に
は
純
粋
に
別
に
何
も
求

め
な
い
よ
う
に
、
正
し
く
単
純
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
皇
帝
の
旗
の
も
と
に
あ
る
人
々
も
、
単
純
に
服
従
の
仕

事
と
責
任
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陛
下
（
ヘ
ッ

セ
ン
方
伯
フ
ィ
リ
ッ
プ
）
は
、
こ
の
単
純
さ
を
次
の
よ
う
に
理
解
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し
て
く
だ
さ
い
。
今
日
ま
で
皇
帝
た
ち
や
諸
侯
が
戦
争
へ
と
駆
り

た
て
ら
れ
た
理
由
、
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
大
き
な
栄
誉
や
称
賛
や

財
産
を
獲
得
し
、
国
土
を
拡
大
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
憤
怒
や
復

讐
心
や
そ
れ
に
類
し
た
も
の
か
ら
は
、
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
戦
わ

な
い
で
く
だ
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
中
で
は
た
だ
純
粋
に
自
分

自
身
の
利
益
の
み
が
求
め
ら
れ
、
正
義
あ
る
い
は
服
従
は
求
め
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
今
日
ま
で
、
ト
ル
コ
人
に

対
し
て
戦
う
こ
と
や
そ
の
戦
闘
を
協
議
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、

少
し
も
私
た
ち
に
は
幸
運
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
皇
帝
や
諸
侯
は
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
首
長
と
し
て
、

教
会
の
保
護
者
や
信
仰
の
守
護
者
と
し
て
、
ト
ル
コ
人
の
信
仰
を

根
絶
す
べ
き
で
あ
る
と
、
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
戦
う
よ
う
に
せ
き

た
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
扇
動
や
催
促
は
滞
ら
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
扇
動
や
警
告
は
、
ト
ル
コ
人

の
悪
徳
と
不
道
徳
を
根
拠
に
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
皇
帝
は
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
首
長

で
も
な
く
、
福
音
あ
る
い
は
信
仰
の
保
護
者
で
も
な
い
か
ら
で
あ

る
。
教
会
や
信
仰
は
、
皇
帝
や
国
王
以
外
の
保
護
者
を
持
た
ね
ば

な
ら
な
い
。
彼
ら
は
、
詩
編
二
篇
（
二
節
）
が
述
べ
、
そ
し
て
教

会
が
至
る
と
こ
ろ
で
訴
え
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
全
キ
リ
ス

ト
教
徒
や
信
仰
の
最
悪
な
敵
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
扇
動
と
警
告
に
よ
っ
て
、
人
は
そ
れ
を
た
だ
よ
り
一
層
悪
化
さ

せ
、
よ
り
一
層
神
を
憤
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
が
そ

れ
に
よ
っ
て
神
の
栄
光
と
業
に
干
渉
し
、
そ
し
て
、
偶
像
礼
拝
や

瀆
神
で
あ
る
も
の
を
人
間
た
ち
に
捧
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

108
（

」
と
。

つ
ま
り
、
ト
ル
コ
人
と
の
戦
争
は
、
皇
帝
の
名
に
お
い
て
そ
の
主

権
と
主
導
権
の
も
と
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
と
、
国
土
と
そ
の
人
民

を
守
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
条
件
で
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
。
皇

帝
が
そ
の
よ
う
な
防
衛
戦
争
を
行
う
資
格
は
、
宗
教
的
な
保
護
者

と
し
て
で
は
な
く
、
世
俗
権
力
の
最
上
位
に
あ
る
者
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い）

109
（

。
ル
タ
ー
は
、『
軍
人
も
ま
た
救
わ
れ

る
の
か
』
の
中
で
も
、
同
等
な
者
同
士
が
戦
う
場
合
の
戦
争
に
お

い
て
、
正
当
な
防
衛
戦
争
と
思
い
上
が
っ
た
侵
略
戦
争
を
明
確
に

分
け
て
、
後
者
を
激
し
く
非
難
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ

て
の
正
戦
は
、
他
人
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
後
で
、
神
に
対
す
る
恐
れ

を
も
っ
て
、
強
制
的
に
し
か
た
な
く
戦
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に

置
か
れ
た
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る）

110
（

。
こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は

明
確
に
防
衛
戦
争
を
容
認
し
た
が
、
そ
の
際
に
自
然
法
を
根
拠
に

し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

111
（

。
基
本
的
に
彼
は
、
戦
争
は

神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
創
造
の
秩
序
か
ら
、
信
仰
、
学
問
、
国

家
、
財
産
な
ど
の
大
切
な
す
べ
て
の
も
の
を
奪
っ
て
し
ま
う
破
壊

的
な
機
能
を
持
っ
た
、
好
ま
し
く
な
い
災
い
で
あ
る
と
見
て
お
り
、
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そ
の
悲
惨
さ
を
深
く
認
識
し
て
い
た）

112
（

。

神
の
名
を
掲
げ
た
聖
戦
を
否
定
す
る
主
張
は
、『
ト
ル
コ
人
に

対
す
る
軍
隊
説
教
』
の
中
で
も
見
ら
れ
る
。「
次
の
よ
う
に
私
は

警
告
し
て
き
た
し
、
な
お
も
警
告
し
よ
う
。
各
人
は
キ
リ
ス
ト
者

で
あ
る
こ
と
に
努
め
、
ト
ル
コ
人
や
す
べ
て
の
人
か
ら
の
苦
難
を

我
慢
す
る
た
め
の
準
備
を
自
発
的
に
行
う
こ
と
に
専
心
し
な
さ
い
。

し
か
し
、
各
人
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
の
名

の
も
と
に
戦
う
べ
き
で
は
な
く
、
あ
な
た
の
世
俗
の
支
配
者
に
戦

争
を
指
揮
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
旗
と
名
の
も
と
に
、
肉
に

お
い
て
あ
な
た
は
、
そ
の
支
配
者
に
生
命
財
産
を
も
っ
て
服
従
を

誓
約
し
た
世
俗
の
臣
民
と
し
て
戦
地
に
赴
く
べ
き
で
あ
る
。
神
は

あ
な
た
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
書
一
三
章
一
節
や
テ
ト
ス
へ
の
手
紙

三
章
一
節
で
そ
う
あ
る
よ
う
に
望
ま
れ
て
い
る
。
特
に
そ
の
よ
う

な
戦
い
は
、
財
産
や
名
誉
を
獲
得
す
る
た
め
の
出
し
ゃ
ば
る
気
持

ち
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
戦
争
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
土
地
や
人
民
や
妻
子
を
守
り
、
保
護
す
る

た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る）

113
（

」
と
。

こ
こ
で
は
、
戦
争
に
関
わ
る
問
題
に
お
い
て
、
教
会
が
国
家
的

な
課
題
に
干
渉
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
皇
帝
は
、
カ

ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
保
護
者
と
し
て
教
会
に
関
わ
る
事
柄
に
介
入
す

べ
き
で
は
な
く
、
福
音
主
義
者
に
対
す
る
敵
対
的
な
措
置
に
関
与

し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
皇
帝
の
剣
は
、
信

仰
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
身
体
的
な
、
こ
の
世
の
事
柄
に
属
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ト
ル
コ
に
対
す
る
政
治
的
軍
事

的
抵
抗
は
、
世
俗
的
な
課
題
で
あ
り
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け

る
政
治
権
力
の
代
表
者
で
あ
る
皇
帝
が
扱
う
べ
き
事
項
で
あ
る
。

そ
し
て
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
戦
争
の
目
的
の
中
で
許
容
さ
れ
う
る

も
の
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
た
だ
臣
民
の
保
護
だ
け
で
あ
り
、
そ

の
他
の
動
機
は
承
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た）

114
（

。
悪
魔
や
不
信
仰

に
対
し
て
は
言
葉
と
祈
禱
と
を
も
っ
て
争
う
べ
き
で
あ
る
の
に
、

こ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
十
字
軍
へ
の
従
軍
教
書
や
贖
宥
や

十
字
軍
税
で
、
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
剣
を
と
っ
て
戦
う
よ
う
に
唆

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
間
違
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ト
ル
コ
人
に

対
し
、
自
分
の
臣
下
を
平
和
の
う
ち
に
維
持
し
て
保
護
す
る
こ
と

を
熱
心
に
真
剣
に
考
え
る
こ
と
が
、
世
俗
権
力
の
職
務
で
あ
り
、

か
つ
責
任
上
の
義
務
で
あ
り
、
彼
ら
に
は
、
臣
民
を
甚
だ
し
く
悲

惨
な
目
に
あ
わ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
責
任
が
神
に
対
し
て
あ

る
の
で
あ
る
。
上
に
立
つ
者
が
、
誓
約
と
恭
順
の
義
務
を
負
っ
て

い
る
者
た
ち
に
対
し
、
全
力
を
尽
く
し
て
援
助
や
配
慮
を
し
な
い

状
況
は
、
真
に
大
き
な
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い）

115
（

。

そ
し
て
、
ル
タ
ー
は
、
皇
帝
や
国
王
や
諸
侯
が
自
分
の
臣
民
を
保

護
す
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え
ず
、
そ
れ
が
神
の
戒
め
と
し
て
強
く
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求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
こ
と
な
く
、
い
つ
か
そ
の
気
に
な
っ
た

時
、
あ
る
い
は
時
間
が
十
分
に
あ
る
時
に
行
う
か
の
よ
う
に
、
自

分
自
身
の
自
由
な
恣
意
次
第
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
と
見
て
、
世

俗
権
力
の
認
識
の
甘
さ
を
鋭
く
糾
弾
し
て
い
る
。
神
の
聖
な
る
命

令
は
、
外
部
か
ら
の
不
正
な
攻
撃
に
対
し
て
武
力
に
よ
っ
て
臣
民

を
保
護
す
る
こ
と
を
世
俗
権
力
に
義
務
づ
け
る
の
で
あ
る）

116
（

。
そ
し

て
、
ル
タ
ー
は
諸
侯
に
対
し
て
、
ト
ル
コ
人
の
威
力
と
暴
力
の
恐

ろ
し
さ
を
強
く
認
識
し
、
よ
り
真
剣
に
戦
う
意
志
を
持
つ
べ
き
だ

と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
教
皇
が
対
ト
ル
コ
戦
争
や
贖
宥

を
口
実
と
し
て
ド
イ
ツ
諸
国
か
ら
金
銭
を
奪
い
取
っ
た
の
と
同
じ

よ
う
に
、
今
度
は
世
俗
権
力
も
ま
た
教
皇
の
例
に
従
っ
て
、
ド
イ

ツ
の
臣
民
か
ら
金
銭
を
搾
取
す
る
企
み
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
不
信
感
を
吐
露
し
て
い
る）

117
（

。
世
俗
的
な
権
力
保
持
者

は
、
戦
争
の
課
題
を
神
へ
の
信
頼
に
お
い
て
着
手
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
自
己
の
権
力
へ
の
信
頼
に
お
い
て
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
ル

タ
ー
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
軍
人
の
行
う
戦
争
は
、
国
家
の

防
衛
の
た
め
に
権
力
と
い
う
手
段
を
用
い
、
教
会
の
保
護
の
た
め

に
霊
の
武
器
を
使
用
す
る
限
り
に
お
い
て
、
神
に
よ
っ
て
祝
福
さ

れ
た
戦
い
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
神
の

告
知
す
る
命
令
が
、
ト
ル
コ
人
に
力
な
く
従
順
に
投
降
し
よ
う
と

す
る
よ
う
な
敗
北
主
義
と
は
対
立
す
る
と
見
て
い
た
。

ル
タ
ー
は
、
ト
ル
コ
人
と
の
戦
い
の
先
頭
に
立
つ
べ
き
カ
ー
ル

五
世
が
置
か
れ
て
い
た
政
治
的
立
場
の
苦
し
さ
を
認
識
し
、
軍
事

情
勢
を
楽
観
視
す
る
こ
と
な
く
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
こ
の

時
代
に
皇
帝
カ
ー
ル
は
、
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
戦
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
そ
の
よ
う
な

大
き
な
障
害
と
、
国
王
た
ち
や
諸
侯
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
た
ち
や

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
者
か
ら
自
身
に
対
す
る
裏
切
り
を
受
け
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
答
え
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
持
ち
上
げ
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、
横
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
も
し

そ
れ
以
上
行
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の

主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
そ
の
再
臨
を
通
し
て
忠
告
し
て
い
た
だ

き
、
助
け
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
う

遠
い
将
来
の
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
世
は
終

わ
り
に
来
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
は
ほ
と

ん
ど
消
滅
し
、
分
裂
し
、
か
つ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
国
の
よ
う
な

状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

118
（

」
と
。
こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
の
世

界
観
に
は
、
現
世
の
社
会
秩
序
が
崩
壊
す
る
寸
前
に
あ
る
か
の
よ

う
な
意
識
に
立
脚
し
た
強
烈
な
終
末
思
想
が
あ
り
、
そ
の
徴
候
の

一
つ
と
し
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
脅
威
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ト
ル
コ
人
が
も
た
ら
す
も
の
は
、
異
教
の
信
仰
や
非
キ

リ
ス
ト
教
的
な
統
治
だ
け
で
な
く
、
人
間
を
家
畜
同
然
に
扱
う
よ
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う
な
残
虐
さ
や
悲
惨
な
状
態
で
も
あ
っ
た）

119
（

。
そ
し
て
、
こ
の
戦
い

の
背
後
に
は
、
神
の
意
志
が
横
た
わ
り
、
勝
と
う
が
、
負
け
よ
う

が
神
次
第
な
の
で
あ
る）

120
（

。
ル
タ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
の
間
の
軍
事
的
な
衝
突
に
お
い
て
は
、
人
間
の
率
い
た

軍
隊
に
よ
る
地
上
で
の
戦
闘
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

と
同
時
に
、
超
人
間
的
な
諸
力
同
士
の
天
上
で
の
戦
闘
が
起
こ
っ

て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
天
使
と
悪
魔
が
こ
の
戦
場
で

武
器
を
交
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
歴
史
は
、
神

と
悪
魔
と
い
う
超
越
的
な
力
の
宇
宙
的
な
闘
争
と
い
う
視
点
か
ら

見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
人
間
の
精
神
で
は
歴

史
上
の
出
来
事
の
真
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
の
で
あ
る）

121
（

。
こ
の
よ
う
な
終
末
的
な
状
況
に
お
い
て
、
全
方
面

か
ら
脅
か
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
教
会
は
、
救
済
の
日
の
到
来

を
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
使
の
勝
利
に
助
力
す
る
こ
と
以
上
に
、

優
れ
た
方
策
を
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た）

122
（

。

そ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
の
終
末
思
想
は
、『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る

軍
隊
説
教
』
の
中
に
よ
り
強
く
表
れ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
著
作

と
共
に
良
心
を
喚
起
し
、
拳
を
挙
げ
て
戒
め
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、

ダ
ニ
エ
ル
書
七
章
で
描
か
れ
て
い
た
四
つ
の
世
界
帝
国
の
ビ
ジ
ョ

ン
を
根
底
に
据
え
て
、
そ
の
第
一
部
の
議
論
を
展
開
し
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
ト
ル
コ
危
機
に
関
す
る
ル
タ
ー
の
判
断
は
、
終
末
的

な
色
彩
を
得
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
も
う
一
つ
の
暴
君
は
、
剣
を
も
っ
て
肉
的
に
外
的
に
そ

れ
を
最
も
忌
ま
わ
し
く
行
う
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ダ
ニ
エ
ル
書
七
章
七
節
以
下
で
力
強
く
預
言
さ
れ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
は
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
四
章
一
五
節
で
、
地
上

に
同
様
の
も
の
が
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
な
苦
難
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ト
ル
コ
人
で
あ
る
。
悪
魔
は
、
世
の

終
わ
り
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
の
で
、
前
も
っ
て
そ
の
二
つ
の
力

（
霊
的
・
肉
的
）
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
最
も
ひ
ど
く
攻
撃

し
、
私
た
ち
が
天
国
に
飛
び
立
つ
前
に
、
正
式
な
別
れ
を
告
げ
る

に
違
い
な
い
の
で
あ
る）

123
（

」
と
。
ル
タ
ー
自
身
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
間
で
の
相
互
理
解
や
合
意
形
成
の
た
め
の
橋

渡
し
を
す
る
こ
と
を
既
に
諦
め
て
い
た
の
で）

124
（

、
こ
の
よ
う
な
深
刻

な
彼
の
終
末
観
は
、
時
と
共
に
よ
り
一
層
加
速
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ル
タ
ー
に
と
っ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、
好
戦
的
な
暴
君
が
君
臨

す
る
巨
大
な
専
制
国
家
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
終
末
の
時
に
登
場

し
た
反
キ
リ
ス
ト
教
的
権
力
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
イ
ス
ラ
ム
教

を
そ
れ
自
体
と
し
て
理
解
す
る
道
を
妨
げ
て
い
た）

125
（

。
ロ
ー
マ
帝
国

が
既
に
第
四
の
最
後
の
世
界
帝
国
で
あ
っ
た
の
で
、
ル
タ
ー
に

と
っ
て
ト
ル
コ
人
は
、
巨
大
な
勢
力
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
歴
史
内
部
の
最
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ



マ
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ず
、
独
立
し
た
固
有
の
時
代
の
支
配
者
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
第
四
の
帝
国
の
終
わ
り
は
、
神
の
審
判
に
よ
っ
て
用

意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
そ
れ
に
関
す
る
正

確
な
日
付
を
設
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ダ

ニ
エ
ル
書
の
中
で
歴
史
の
最
終
局
面
に
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に

さ
れ
て
い
た
。『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
軍
隊
説
教
』
の
中
で
、
ル

タ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
世
の
終
わ
り
に
、
悪

魔
が
私
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
き
満
ち
あ
ふ
れ
た
別

れ
を
告
げ
る
こ
と
が
相
応
し
い
。
む
し
ろ
、
ダ
ニ
エ
ル
が
述
べ
た

こ
と
は
、
ま
さ
に
当
を
得
た
偉
大
な
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ト

ル
コ
人
は
、
他
の
皇
帝
た
ち
の
よ
う
に
、
個
々
の
聖
徒
た
ち
を
苦

し
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
戦
い
と
あ
ら
ゆ
る
力
を
も
っ
て
攻
撃

し
、
聖
徒
た
ち
を
打
ち
負
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る）

126
（

」
と
。

ル
タ
ー
は
、
教
皇
と
並
ん
で
ト
ル
コ
人
を
神
の
最
後
の
敵
の
一
つ

と
し
て
見
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
彼
は
ト
ル
コ

に
対
す
る
戦
争
を
キ
リ
ス
ト
教
的
な
十
字
軍
と
し
て
で
は
な
く
、

世
俗
的
な
戦
い
と
し
て
行
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
際
に
ル

タ
ー
は
、
も
し
一
人
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
命
を
落
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
人
は
殉
教
者
の
よ
う
に
正
し
い
事
柄
の
た
め
に
死
ん
だ
と
見

て
い
た
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
彼
の
主
張
は
、
戦
争
の
世
俗
性

と
い
う
観
点
か
ら
は
、
複
雑
な
表
現
を
含
ん
で
い
る
。「
そ
れ
以

上
に
殴
り
殺
さ
れ
た
者
は
、
純
粋
な
聖
徒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
正
し
い
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
敬
虔
で
従

順
で
忠
実
な
臣
民
と
し
て
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

今
キ
リ
ス
ト
者
も
行
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ト
ル
コ
人
は
、

キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
皇
帝
や
私
た
ち
の
公
権
力

に
対
す
る
敵
や
暴
君
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
公
権
力
が
今

彼
ら
に
要
求
し
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
従
順
な
臣
民
の
よ
う
に
従
軍

し
、
打
撃
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る）

127
（

」
と
。
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
は
、
終
末
の
戦
い
に
参
与
し
て
い
る
と
い
う
意
識
ゆ

え
に
鼓
舞
さ
れ
、
ひ
る
ま
ず
に
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
自
分
の
命
を

危
険
に
さ
ら
し
、
異
教
徒
に
よ
る
女
性
や
子
供
に
対
す
る
残
虐
行

為
に
よ
っ
て
も
苛
立
た
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

ル
タ
ー
は
、
ト
ル
コ
人
は
殺
人
に
よ
っ
て
現
世
的
な
生
命
を
奪
う

こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
永
遠
の
生
命
を
脅
か
す
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
既
に
敗
北
し
て
い
る
と
見
て
い
た
。
彼
の
心
の
中
で
は
、

歴
史
の
終
わ
り
か
ら
見
れ
ば
、
確
か
に
対
ト
ル
コ
戦
争
は
十
字
軍

で
は
な
い
が
、
し
か
し
も
は
や
世
俗
内
的
な
解
決
が
成
立
し
え
な

い
よ
う
な
終
末
的
な
対
決
・
戦
闘
な
の
で
あ
っ
た）

128
（

。

お
わ
り
に

ル
タ
ー
の
戦
争
観
は
、
教
会
と
関
わ
る
霊
的
統
治
と
国
家
に
よ
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る
世
俗
的
統
治
と
い
う
二
王
国
の
役
割
を
明
確
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
中
世
で
流
布
し
て
い
た
聖
戦
論
や
十
字
軍
思
想
の
否
定

を
も
た
ら
し
、
戦
争
の
世
俗
化
が
進
展
す
る
た
め
の
理
論
上
の
重

要
な
契
機
を
生
み
出
し
た
。
ト
ル
コ
人
と
の
戦
闘
行
為
は
、
決
し

て
キ
リ
ス
ト
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
る
べ
き
聖
戦
で
は
な
く
、
世

俗
権
力
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
べ
き
、
国
土
や
領
民
を
守
る
た
め

の
緊
急
の
戦
争
と
さ
れ
た
。
戦
争
は
、
世
俗
の
王
国
の
秩
序
か
ら

導
き
出
さ
れ
、
そ
の
秩
序
に
対
す
る
従
属
に
お
い
て
実
行
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た）

129
（

。
つ
ま
り
、
ル
タ
ー
は
戦
争
か
ら
聖
書
的
な
直
接

的
根
拠
を
奪
い
、
教
皇
な
ど
の
聖
職
者
に
よ
る
戦
争
へ
の
関
与
を

否
定
し
、
こ
れ
ま
で
の
聖
戦
と
し
て
の
宗
教
戦
争
を
根
底
か
ら
否

定
し
、
軍
事
的
行
為
は
専
ら
世
俗
権
力
の
管
轄
の
も
の
と
し
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
、
対
ト
ル
コ
十
字
軍
を
口
実
に
し

て
、
教
会
が
悔
い
改
め
の
実
践
の
代
用
物
と
し
て
い
た
贖
宥
献
金

を
も
否
定
し
、
戦
争
を
利
用
し
た
経
済
的
搾
取
を
弾
劾
し
た
。
深

刻
な
罪
認
識
に
依
拠
し
た
、
ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
論
は
、
贖
宥
状

や
善
行
に
よ
る
救
済
と
結
び
つ
い
た
中
世
の
十
字
軍
思
想
と
は
根

本
的
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
十
字

軍
と
罪
の
赦
免
と
の
関
係
の
完
全
な
断
絶
を
も
た
ら
し
、
戦
争
観

に
お
い
て
理
論
上
の
聖
俗
の
分
離
を
革
命
的
に
推
し
進
め
、
軍
事

的
に
戦
う
こ
と
は
皇
帝
な
ど
の
世
俗
君
主
の
仕
事
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
伴
い
開
戦
の
理
由
は
、
国
土
と
人
民
の
防
衛
と
い
う

世
俗
的
な
論
拠
に
限
定
さ
れ
、
今
回
分
析
し
た
ル
タ
ー
の
著
作
か

ら
は
、
敵
を
攻
撃
す
る
際
に
用
い
た
、
現
代
人
か
ら
見
れ
ば
強
い

違
和
感
を
覚
え
る
ほ
ど
の
過
激
な
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
確

に
侵
略
戦
争
を
肯
定
す
る
よ
う
な
好
戦
的
な
思
想
を
導
き
出
す
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た）

130
（

。
こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
の
戦
争
観
は
、
聖
職

者
の
役
割
を
内
面
に
関
わ
る
霊
的
な
問
題
に
限
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
教
会
の
経
済
的
収
入
源
や
軍
事
的
影
響
力
を
大
幅
に
奪

う
た
め
の
思
想
的
根
拠
を
提
供
し
、
結
果
と
し
て
領
邦
国
家
の
権

限
の
増
大
に
寄
与
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
一
五
三

〇
年
に
作
成
さ
れ
た
ル
タ
ー
派
の
『
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告

白
』
の
第
一
六
条
で
も
、
正
戦
が
肯
定
さ
れ
、
平
和
主
義
的
な
再

洗
礼
派
と
の
差
異
が
明
記
さ
れ
て
い
る）

131
（

。

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
た

十
字
軍
思
想
が
、
中
世
の
人
々
の
戦
争
観
に
お
い
て
典
型
的
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
段
階
で
は
学
術

的
な
判
断
を
行
う
た
め
の
十
分
な
情
報
を
得
て
い
な
い
の
で
、
彼

の
戦
争
観
が
中
世
的
な
発
想
か
ら
の
完
全
な
断
絶
の
上
に
成
立
し

た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
中
世
に
お
い
て
、
精
神
的
な

戦
い
に
従
事
し
て
い
た
「
祈
る
人
」
と
し
て
の
修
道
士
の
文
化
と
、

世
俗
の
軍
務
に
携
わ
る
「
戦
う
人
」
で
あ
る
騎
士
の
文
化
と
の
間
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の
関
連
性
を
主
張
す
る
研
究
が
あ
る
よ
う
に）

132
（

、
中
世
の
戦
争
観
自

体
が
多
様
で
複
雑
な
要
素
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
私
が
調
べ
た
範
囲
で
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

戦
争
論
か
ら
十
字
軍
を
明
確
に
積
極
的
に
肯
定
す
る
よ
う
な
論
理

を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り）

133
（

、
特
に
世
俗
的
権
威
を
持
っ
た
公

権
力
中
心
に
開
戦
権
を
承
認
し
て
い
る
点
な
ど
に
お
い
て
、
ル

タ
ー
の
戦
争
観
と
の
間
に
類
似
し
て
い
る
部
分
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
ル
タ
ー
の
残
し
た
対
オ
ス
マ
ン
帝
国
関
係
文
書
の

中
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
名
前
が
複
数
確
認
で
き
る
上
に
、

こ
の
教
父
の
平
和
倫
理
や
戦
争
観
と
の
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

134
（

。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
事
例
と
比
較
す
れ
ば
、
戦
争
論
に
お
け
る

ル
タ
ー
と
ト
マ
ス
と
の
間
の
思
想
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
史
料
の

中
か
ら
あ
ま
り
明
白
に
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ル
タ
ー
は
具
体

的
な
状
況
の
中
で
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
戦
争
に
つ
い
て
言
及
し
た

の
で
あ
っ
て
、
ト
マ
ス
の
よ
う
に
戦
争
に
関
す
る
体
系
的
な
教
義

を
創
出
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
両
者
の
思
想
を
比
較
す
る

際
に
は
、
史
料
と
し
て
の
性
質
の
違
い
を
考
慮
し
た
上
で
の
慎
重

な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
対
し

て
全
般
的
に
拒
否
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
ル
タ
ー
の
社
会
教
説

が
、
ト
マ
ス
の
も
の
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
た
方
向
性
を
目
指
し

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い）

135
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

結
果
と
し
て
ル
タ
ー
の
戦
争
観
は
、
ト
マ
ス
の
提
示
し
た
正
戦
の

三
つ
の
条
件
（
①
君
主
の
権
威
、
②
正
当
な
原
因
・
理
由
、
③
正

し
い
意
図
）
と
重
な
る
部
分
が
多
い）

136
（

。
戦
争
論
に
関
す
る
限
り
お

い
て
、
ト
レ
ル
チ
の
類
型
に
基
づ
い
て
、
世
俗
権
力
と
結
び
つ
い

た
教
会
型
（K

irchentypus

）
の
社
会
教
説
に
は
、
ほ
ぼ
共
通

し
た
類
似
の
志
向
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
の

分
析
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い）

137
（

。

し
か
し
、
ル
タ
ー
が
戦
争
の
世
俗
化
の
た
め
の
明
確
な
理
論
を

提
供
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
〇
年
戦
争
が
終
わ
る
ま
で
、
以

後
約
百
年
以
上
も
の
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
宗
教
戦
争
が
多
発
す
る

事
態
と
な
っ
た
。
そ
の
要
因
は
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
ル
タ
ー
の
戦
争
観
の
中
に
も
部
分
的
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
ル
タ
ー
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
戦
争
の
背
後
に
神
の
意

志
を
見
て
い
る
こ
と
な
ど
に
お
い
て
、
完
全
に
戦
争
を
世
俗
化
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
色
彩
を
強
く
残
し
た
戦
争
論
を
展

開
し
た
。
彼
に
と
っ
て
地
上
に
お
け
る
す
べ
て
の
戦
争
の
元
凶
は
、

悪
魔
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）

138
（

。
特
に
彼
は
、
切
迫
し
た
終
末
論
的
な

世
界
観
に
依
拠
し
て
、
現
実
世
界
に
悪
徳
が
蔓
延
し
て
い
る
状
況

を
嘆
い
て
、「
ト
ル
コ
人
の
脅
威
」
を
、
不
正
を
罰
す
る
た
め
に

も
た
ら
さ
れ
た
神
の
笞
や
怒
り
の
杖
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
。

従
っ
て
ル
タ
ー
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
戦
い
に
勝
利
す
る
め
に
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は
、
軍
事
的
な
戦
略
や
戦
力
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
る
経
済
力

な
ど
の
世
俗
的
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
祈
禱
と
悔
い
改
め
に
よ
る

霊
的
な
内
面
的
戦
い
の
中
で
の
罪
の
克
服
と
い
う
信
仰
の
問
題
を

も
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
の
勝
者
と
な
る
た
め
に

彼
は
、
世
俗
の
軍
略
的
な
観
点
以
上
に
、
情
熱
を
も
っ
て
祈
り
に

専
心
し
、
心
か
ら
真
に
悔
い
改
め
、
神
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
の

方
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た）

139
（

。
ま
た
、
彼
に
と
っ
て
平
和
と

は
純
粋
な
世
俗
的
事
柄
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
神
の
行

動
領
域
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る）

140
（

。
こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
が
異
教

徒
と
の
戦
争
に
宗
教
的
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、

中
世
の
戦
争
観
と
の
連
続
性
が
部
分
的
に
垣
間
見
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
ル
タ
ー
が
ト
ル
コ
人
と
の
戦
争
を
、
近
代
的
な
意
味
で
世
俗

の
事
柄
に
属
す
る
防
衛
戦
争
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
十
字
軍
に
代
わ
る
終
末
的
な
最
終
戦
争
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
た
と
考
え
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う）

141
（

。
こ
の
よ
う
な
二
王

国
論
に
基
づ
い
た
ル
タ
ー
の
戦
争
論
は
、
実
際
に
当
時
の
多
く
の

人
々
に
と
っ
て
、
簡
単
に
は
理
解
で
き
な
い
複
雑
な
論
理
を
含
ん

で
い
た
た
め
に
、
過
去
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
戦
論
的
な
教
え
と
類

似
し
た
も
の
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
は
非
常
に
高

か
っ
た
と
思
わ
れ
る）

142
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
一
五
二
〇
年
代
後
半
に
現
れ
た
ル
タ
ー
の
戦

争
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
今
後
考
察
す
べ
き
課
題
と
し

て
は
、
ま
ず
他
の
戦
争
と
の
ル
タ
ー
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト

ン
、
フ
ッ
テ
ン
、
エ
ラ
ス
ム
ス
な
ど
の
他
の
宗
教
改
革
者
や
知
識

人
の
戦
争
観
、
と
り
わ
け
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
第
一
次
ウ
ィ
ー
ン
包

囲
に
関
わ
る
史
料
を
実
証
的
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る）

143
（

。
さ
ら
に

は
、
中
世
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
様
々
な
戦
争
観
を
考
察
し
、
宗

教
改
革
期
と
の
連
続
面
と
断
絶
面
を
よ
り
鮮
明
に
浮
き
彫
り
に
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
の
戦
争

観
が
、
世
俗
の
問
題
に
関
わ
る
教
皇
の
権
威
の
弱
体
化
と
主
権
国

家
の
形
成
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
最
終
的
に
は
そ
の
よ
う
な
知
識
人
の
思

想
だ
け
で
は
な
く
、
一
六
世
紀
の
民
衆
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
戦
争

観
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
彼
ら
は
、
宗
教
改
革
者
た
ち
の

戦
争
観
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
た
い
。
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Luthers Stellung zum
 Islam

, in: Zeitschrift für R
eligions- 

und G
eistesgeschichte 35

（1983

）; W
ilhelm

 Jannasch, Lu-
ther und die T

ürken, in: D
ie Christliche W

elt 30

（1916

）, 
S.154-157; Rudolf M

au, Luthers Stellung zu den T
ürken, 

in: H
elm

ar Junghans

（H
g.

）, Leben und W
erk M

artin Lu-
thers von 1526 bis 1546: Festgabe zu seinem

 500. G
e-

burtstag in A
uftrag des theologischen A

rbeitskreis für 
R

eform
ationsgeschichte Forschung Bd.1, Göttingen 1983, 

S.647-662; ebenda Bd.2, S.956-966; Jonathan N
aum

ann, 

“Luther, Lutherans, and Islam
,

” in: C
oncordia Journal 

28-1

（2002

）, S.54-63; J. Paul Rajashekar,  

“Luther and Is-
lam

: A
n A

sian Perspective,
” in: L

uther-Jahrbuch 57

（1990

）, S.174-191; Gordon Rupp, 
“Luther against the 

Pope, the T
urk, and the D

evil,
” in: Peter Brooks

（H
g.

）, 
Seven-H

eaded Luther: E
ssays in Com

m
em

oration of a 
Q

uincentenary, 1483-1983, O
xford 1983, S.256-273; G. Si-

m
on, 

“Luther

’s A
ttitude tow

ard Islam
,

” in: T
he M

uslim
 

W
orld 21

（1931

）, S.257-262; H
enry Sm

ith, 

“Luther and 
Islam

,

” in: A
m

erican Journal of Sem
itic Languages and 

L
iterature 39-3

（1923

）, S.218-220; Günther V
ogler, Lu-

thers Geschichtsauffassung im
 Spiegel seines T

ürkenbil-
des, in: Leo Stern / M

ax Steinm
etz

（H
gg.

）, 450 Jahre 
R

eform
ation, Berlin 1967, S.118-127; 

森
田
安
一
「
近
世
ド
イ

ツ
語
圏
に
見
ら
れ
る
ト
ル
コ
人
・
ユ
ダ
ヤ
人
観
」（
深
沢
克
己
編

『
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
宗
教
の
関
係
史
論
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、

二
六
一
〜
二
八
〇
頁
）。

（
5
）　O

. A
lbrecht, E

ine K
riegspredigt aus Luthers Schrif-

ten 

（V
olksschriften zum

 großen K
rieg 6

）, V
erlag des 

Evangelischen Bundes 1915.

（
6
）　H

erm
ann Steinlein, Luther und der K

rieg

（Buchhand-
lung des V

ereins für innere M
ission N

ürnberg

）, N
ürn-

berg 1916.

（
7
）　Lam

parter, Luthers Stellung zum
 T

ürkenkrieg, a.a.O
.; 

ders., K
rieg und Frieden im

 U
rteil Luthers, in: Für A

r-
beit und Besinnung, kirchliche theologische H

albm
onats-

schrift 6

（1952

）, Stuttgart, S.2-12, S.24-30, S.41-45.

（
8
）　Richard Lind, Luthers Stellung zum

 K
reuz- und T

ürken-
krieg, Gießen 1940.

（
9
）　Plösch, D

ie Lehre vom
 gerechten K

riege bei M
artin Lu-

ther, a.a.O
.

（
10
）　K

unst, M
artin Luther und der K

rieg, a.a.O
.

（
11
）　K

arl D
ietrich Erdm

ann, Luther über den gerechten und 
ungerechten K

rieg, a.a.O
.

（
12
）　A

ndreas Paw
las, Luther und der sogenannte „ge-

rechte

“ Krieg, in: Luther 65, Göttingen 1995.

（
13
）　M

artin Brecht, Luther und die T
ürken, in: Bodo Guth-

m
üller / W

ilhelm
 K

ühlm
an 

（H
gg.

）, E
uropa und die 

T
ürken in der R

enaissance, T
übingen 2000, S.9-27.

（
14
）　A

dam
 S. Francisco, M

artin Luther and Islam
. A

 Study 
in Sixteenth-Century Polem

ics and A
pologetics  

（H
istory 

of Christian-M
uslim

 R
elations V

ol.8

）, Leiden / Boston 
2007, S.70-75.



マ
ル
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五
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（
15
）　Gregory M

iller, 

“Fighting Like a Christian: T
he O

tto-
m

an A
dvance and the D

evelopm
ent of Luther

’s D
oc-

trine of Just W
ar,

” in: D
avid W

hitford

（H
g.

）, Caritas et 
R

eform
atio: E

ssays on Church and Society in H
onor of 

Carter Lindberg, St.Louis 2002, S.41-57; ders., 

“Luther on 
the T

urks and Islam
,

” in: Lutheran Q
uarterly 14

（2000

）, 
S.79-97.

（
16
）　V

olker Stüm
ke, D

as Friedensverständnis M
artin Lu-

thers. G
rundlagen und A

nw
endungsbereiche seiner poli-

tischen E
thik 

（T
heologie und Frieden Bd.34

）, Stuttgart 
2007.

（
17
）　

宮
庄
哲
夫
「
ル
タ
ー
と
イ
ス
ラ
ー
ム
」（『
文
化
学
年
報
（
同
志

社
大
学
文
化
学
会
）』
五
八
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
18
）　

旧
約
聖
書
の
戦
争
観
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
な
ど
を
参
照
。

V
gl. 

ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
著
／
山
吉
智
久
訳
『
古
代

イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
聖
戦
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。
ピ
ー

タ
ー
・
Ｃ
・
ク
レ
イ
ギ
著
／
村
田
充
八
訳
『
聖
書
と
戦
争
│
旧
約

聖
書
に
お
け
る
戦
争
の
問
題
│
』（
す
ぐ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）。

大
野
惠
正
「
聖
書
に
お
け
る
聖
戦
│
聖
書
神
学
的
考
察
│
」（『
活

水
論
文
集
・
人
間
関
係
学
科
編
』
第
四
六
集
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
19
）　

山
内
進
編
著
『「
正
し
い
戦
争
」
と
い
う
思
想
』（
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
六
年
、
一
〜
四
一
頁
）。

（
20
）　

Ｒ
・
Ｈ
・
ベ
イ
ン
ト
ン
著
／
中
村
妙
子
訳
『
戦
争
・
平
和
・
キ

リ
ス
ト
者
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
三
年
、
五
〜
七
頁
）。
次
の

文
献
も
ベ
イ
ン
ト
ン
の
分
類
を
踏
襲
し
て
い
る
。V

gl. Buchan-
an,  

“Luther and the T
urks, 1519-1529,

” a.a.O
., S.146-148; 

Richard H
ordern, Geschichte der T

heorie des gerechten 
K

riegs aus lutherischer Perspektive, in: Götz Planer-
Friedrich

（H
g.

）, Frieden und B
ekenntnis. D

ie L
ehre 

vom
 gerechten K

rieg im
 lutherischen Bekenntnis

（A
b-

teilung für T
heologie und Studien L

utherischer W
elt-

bund

）, Genf 1991, S.99-123.

（
21
）　Plösch, D

ie L
ehre vom

 gerechten K
riege bei M

artin 
Luther, a.a.O

., S.124, S.130, S.142.

（
22
）　

荒
井
献
「
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
非
戦
の
思
想
」（
同

『「
同
伴
者
」
イ
エ
ス
│
小
論
・
講
演
集
│
』
新
地
書
房
、
一
九
八

五
年
、
三
三
八
〜
三
四
一
頁
）。
秀
村
欣
二
「
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の

軍
隊
・
戦
争
観
（
上
）」（『
西
洋
史
学
』
二
一
、
一
九
五
四
年
）。

（
23
）　Cecil John Cadoux, T

he E
arly Christian A

ttitude to 
W

ar: A
 Contribution to the H

istory of Christian E
thics, 

London 1919, S.51-58, S.78-84, S.113-116, S.124-128, S.139, 
S.157-160, S.256; 

木
寺
廉
太
『
古
代
キ
リ
ス
ト
教
と
平
和
主
義
│

教
父
た
ち
の
戦
争
・
軍
隊
・
平
和
観
│
』（
立
教
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
四
年
）。
室
根
郁
男
「
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
『
ロ
ー
マ
帝
国

軍
隊
』
論
│
ロ
ー
マ
帝
国
史
と
の
接
点
│
」（『
基
督
教
学
』
二
四
、

一
九
八
二
年
、
五
六
〜
七
〇
頁
）。
久
山
道
彦
「
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
お

け
る
戦
争
倫
理
学
│
古
代
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
宗
教
的
生
の
一

断
面
│
」（『
基
督
教
学
研
究
』
二
五
、
二
〇
〇
五
年
）。
な
お
古
代

キ
リ
ス
ト
教
の
戦
争
観
に
つ
い
て
は
、
ミ
ラ
ノ
勅
令
を
目
安
に
し

て
二
つ
に
区
分
す
る
見
方
の
他
に
、
五
段
階
、
つ
ま
り
①
新
し
い

共
同
体
の
形
成
期
、
②
使
徒
教
父
か
ら
三
世
紀
前
半
の
オ
リ
ゲ
ネ

ス
ま
で
、
③
三
世
紀
半
ば
か
ら
四
世
紀
初
頭
の
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
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ア
ヌ
ス
の
迫
害
期
ま
で
、
④
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
と
エ
ウ
セ

ビ
ウ
ス
の
時
代
、
⑤
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

時
代
に
分
け
る
見
解
も
あ
る
。V

gl. 

ジ
ョ
ン
・
ヘ
ル
ジ
ラ
ン
ド
他

著
／
小
阪
康
治
訳
『
古
代
の
キ
リ
ス
ト
教
と
軍
隊
』（
教
文
館
、
一

九
八
八
年
、
一
九
三
〜
二
〇
四
頁
）。

（
24
）　Paw

las, Luther und der sogenannte „gerechte

“ Krieg, 
a.a.O

., S.110; 
木
寺
、
前
掲
『
古
代
キ
リ
ス
ト
教
と
平
和
主
義
』
一

四
〜
一
五
頁
。

（
25
）　Plösch, D

ie Lehre vom
 gerechten K

riege bei M
artin 

Luther, a.a.O
., S.79-81. 

な
お
、
キ
ケ
ロ
の
戦
争
論
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
次
の
文
献
な
ど
を
参
照
。A

ndrea K
eller, Cicero und 

der gerechte K
rieg. E

ine ethisch-staatsphilosophische U
n-

tersuchung,

（T
heologie und Frieden Bd.43

）, Stuttgart 
2012.

（
26
）　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
戦
争
観
に
関
す
る
原
典
史
料
と
し
て
は
、

次
の
箇
所
を
参
照
。D

e libero arbitrio

（Corpus Christiano-
rum

. Series Latina X
X

IX
, A

urelii A
ugustini O

pera pars 
II, 2

）, T
urnholti: Brepols 1970, I, 1-5, S.211-218; Contra 

Faustum

（Corpus scriptorum
 ecclesiasticorum

 latinorum
 

vol. X
X

V
, Sect. V

I, pars I

）, V
indobonae: F. T

em
psky 

1891, X
X

II, 74-79, S.671-682; E
p.138

（A
d M

arcellinum
）, 

in: C
orpus scriptorum

 ecclesiasticorum
 latinorum

 vol. 
X

X
X

X
IIII, S. A

ureli A
ugustini O

perum
, Sectio II, pars 

III, V
indobonae: F. T

em
psky, 1904, S.126-148; E

p.185

（A
d 

B
onifacium

）, E
p.189

（A
d B

onifacium

）, E
p.220

（A
d 

Bonifacium

）, E
p.229

（A
d D

arium

）, in: Corpus scripto-

rum
 ecclesiasticorum

 latinorum
 vol. LV

II, S. A
ureli A

u-
gustini O

perum
, Sectio II, pars IV

, V
indobonae: F

. 
T

em
psky, 1911

（Johnson R
eprint C

orporation: N
ew

 
Y

ork / London 1961

）, S.1-44, S.131-137, S.431-441, S.497-
498; Serm

o 302, in: Sancti A
urelii A

ugusini H
ipponensis 

episcopi opera om
nia, tom

us 5, pars 1

（Patrologiae cur-
sus com

pletus, series latina prior, tom
us 38

）, Parisiis: 
Garnier 1841, S.1385-1393; A

ugustinus E
piscopus H

ippon-
ensis D

e civitate D
ei, Corpus Christianorum

 series latina 
X

LV
II, A

urelii A
ugustini O

pera pars X
IV

, 1, curaver-
unt B

ernardus D
om

bart et A
lfonsus K

alb, T
urnhout: 

Brepols Publishers n.v. 2003, III, 9, IV
, 4-5, 14-15, X

V
II, 

13, X
IX

, 7, 12-14, 26-28, X
X

, 1-2, X
X

I, 15, X
X

II, 6, S.70-71, 
S.101-102, S.110-111, S.578, S.671-672, S.675-682, S.696-701, 
S.780-781, S.812-813; Sancti A

ureli A
ugustini Q

uaestion-
um

 in H
eptateuchum

 libri V
II

（Corpus scriptorum
 eccle-

siasticorum
 latinorum

 vol. X
X

V
III, pars II

）, V
indobo-

nae: F. T
em

psky, 1895, V
I, 10, S.428-429. V

gl. 

荻
野
弘
之

「
キ
リ
ス
ト
教
の
正
戦
論
│
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
聖
書
解
釈
と
自

然
法
│
」（
山
内
進
編
著
『「
正
し
い
戦
争
」
と
い
う
思
想
』
勁
草

書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ペ
レ
ス
「
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
戦
争
論
」（『
中
世
思
想
研
究
』
通
号
二
七
、
一
九
八

五
年
）。

（
27
）　

近
山
金
次
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
戦
争
論
」（『
世
紀
（
カ
ト

リ
ッ
ク
総
合
文
化
誌
）』
通
号
三
〇
、
一
九
五
一
年
、
一
二
頁
）。

（
28
）　T

im
o J. W

eissenberg, D
ie Freidenslehre des A

ugusti-
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nus. T
heologische G

rundlagen und ethische E
ntfaltung, 

Stuttgart 2005, S.44-45, S.146-154.
（
29
）　Plösch, D

ie Lehre vom
 gerechten K

riege bei M
artin 

Luther, a.a.O
., S.86, S.91; 

荻
野
、
前
掲
「
キ
リ
ス
ト
教
の
正
戦

論
」
一
四
〇
頁
。
ペ
レ
ス
、
前
掲
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
戦
争

論
」
三
六
〜
三
八
頁
。

（
30
）　

柴
田
平
三
郎
「
第
一
〇
章　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
平
和
論
」

（『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
思
想
』
未
来
社
、
一
九
八
五
年
、

三
六
七
〜
三
六
八
頁
）。

（
31
）　

グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
正
戦
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
な
ど
を

参
照
。
伊
藤
不
二
男
「
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
『
教
会
法
』
に
お
け
る

正
当
戦
争
論
の
特
色
│
国
際
法
学
説
史
研
究
│
」（『
法
政
研
究
』

二
六
・
二
、
一
九
五
九
年
）。
渕
倫
彦
「
い
わ
ゆ
る
グ
ラ
ー
テ
ィ
ア

ヌ
ス
の
正
戦
論
に
つ
い
て
│D

ecretum
 Gratiani, Pars 2

│
」

（『
比
較
法
史
研
究
』
一
一
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
32
）　Plösch, D

ie Lehre vom
 gerechten K

riege bei M
artin 

Luther, a.a.O
., S.83, S.89; 

柴
田
平
三
郎
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ

ス
の
正
戦
論
」（『
独
協
法
学
』
八
五
、
二
〇
一
一
年
、
四
二
頁
）。

確
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
に
よ
っ

て
、
教
会
内
部
の
純
化
の
た
め
の
異
端
者
に
対
す
る
戦
争
や
、
キ

リ
ス
ト
の
信
仰
を
国
外
に
伝
道
す
る
た
め
の
戦
争
と
い
う
聖
戦
思

想
の
二
つ
の
基
盤
が
創
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
を
後
の
十
字
軍
思

想
の
本
質
的
な
要
素
と
見
な
す
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ

れ
ぞ
れ
が
全
く
異
な
る
思
想
的
系
列
に
属
す
る
と
判
断
す
べ
き
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
聖
戦
思
想
を
導
き

出
す
こ
と
は
困
難
だ
と
い
う
見
解
も
あ
る
。V

gl. Carl Erd-

m
ann, D

ie E
ntstehung des K

reuzzugsgedenkens, D
arm

-
stadt 1974, S.8, S.27; H

einz-Günther Stobbe, R
eligion, 

G
ew

alt und K
rieg. E

ine E
inführung,

（T
heologie und 

Frieden Bd.40

）, Stuttgart 2010, S.215.

（
33
）　W

eissenberg, D
ie Freidenslehre des A

ugustinus, 
a.a.O

., S.161.

（
34
）　

山
内
進
『
十
字
軍
の
思
想
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
三
年
、

七
〇
〜
八
八
頁
）。

（
35
）　

同
上
、
八
四
頁
。

（
36
）　Lind, Luthers Stellung zum

 K
reuz- und T

ürkenkrieg, 
a.a.O

., S.11.

（
37
）　

ジ
ャ
ン
・
リ
シ
ャ
ー
ル
著
／
宮
松
浩
憲
訳
『
十
字
軍
の
精
神
』

（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
、
五
七
〜
六
二
頁
）。
八
塚
春

児
『
十
字
軍
と
い
う
聖
戦
│
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
解
放
の
た
め
の

戦
い
│
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
三
三
頁
）。

Ａ
・
ジ
ョ
テ
ィ
シ
ュ
キ
ー
著
／
森
田
安
一
訳
『
十
字
軍
の
歴
史
』

（
刀
水
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
一
五
〜
三
九
頁
）。

（
38
）　Carl Erdm

ann, D
ie E

ntstehung des K
reuzzugsgeden-

kens, a.a.O
., S.296-306.

（
39
）　Ebenda, S.307-317; Jonathan Riley-Sm

ith, T
he First Cru-

sade and the Idea of Crusading, N
ew

 Y
ork 1986, S.4-5, 

S.18-21, S.39.
（
40
）　S. T

hom
ae A

quinatis D
octoris A

ngelici Sum
m

a T
heo-

logiae. Cura et studio Sac.Petri Caram
ello. Cum

 textu ex 
recensione Leonina, pars secunda secundae, T

orino: M
ari-

etti 1962, II-II, q.40, a.1, a.2, a.3, a.4, S.206-211. V
gl.

ト
マ



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

四
五
六
（
四
五
六
）　

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
著
／
大
鹿
一
正
監
訳
・
大
森
正
樹
・
小
沢
孝
訳

『
神
学
大
全
一
七
』（
創
文
社
、
一
九
九
七
年
、
七
八
〜
九
二
頁
）。

（
41
）　

山
崎
達
也
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
正
戦
の
論
理
│

共
通
善
と
人
間
性
と
の
相
関
性
を
創
出
す
る
論
理
空
間
│
」（『
東

洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
一
八
、
二
〇
〇
二
年
、
一
八
四
〜
一
八
五

頁
）。

（
42
）　

ト
マ
ス
が
正
戦
論
を
執
筆
す
る
際
に
、
フ
ラ
ン
ス
や
シ
チ
リ
ア

で
ル
イ
九
世
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
努
力
に
よ
っ
て
武
力
紛
争

の
沈
静
化
が
進
展
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
央
権
力
の
脆
弱
な

ド
イ
ツ
で
は
フ
ェ
ー
デ
に
よ
る
混
乱
が
続
い
て
い
た
こ
と
を
考
慮

し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。V

gl. Gerhard Beesterm
öller, 

T
hom

as von A
quin und der gerechte K

rieg. Friedens-
ethik im

 theologischen K
ontext der Sum

m
a T

heologiae,

（T
heologie und Frieden Bd.4

）, K
öln 1990, S.96.

（
43
）　Ebenda, S.26, S.57-63, S.89, S.224-231.

（
44
）　

柴
田
、
前
掲
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
正
戦
論
」
三
六
頁
。

（
45
）　

ト
マ
ス
が
正
戦
論
を
唱
え
た
歴
史
的
背
景
に
は
、
ル
イ
九
世
に

よ
る
十
字
軍
遠
征
が
あ
る
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ト
マ
ス

は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
と
教
皇
と
の
間
の
争
い
に
対
し
て
は
、

皇
帝
側
に
不
正
が
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
、
彼
の
思
想
か
ら
十
字

軍
な
ど
の
宗
教
戦
争
を
完
全
に
否
定
す
る
立
場
を
見
出
す
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。V

gl. Beesterm
öller, T

hom
as von A

quin 
und der gerechte K

rieg, a.a.O
., S.79, S.98, S.145, S.173-175, 

S.183-184; H
arry Gm

ür, T
hom

as von A
quino und der 

K
rieg, in: Beiträge zur K

ulturgeschichte des M
ittelalters 

und der R
enaissance Bd.51, Leipzig / Berlin 1933, S.20-28, 

S.67; 

土
井
健
司
『
キ
リ
ス
ト
教
は
戦
争
好
き
か
』（
朝
日
新
聞
出

版
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
一
頁
）。

（
46
）　

柴
田
、
前
掲
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
正
戦
論
」
一
五
〜
一

九
頁
、
三
六
頁
。

（
47
）　

松
尾
佳
枝
「
ラ
ス
・
カ
サ
ス
の
戦
争
論
│
国
際
法
思
想
史
の
一

考
察
│
」（『
亜
細
亜
法
学
』
第
一
八
巻
第
二
号
、
一
九
八
三
年
）。

松
森
奈
津
子
『
野
蛮
か
ら
秩
序
へ
│
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
問
題
と
サ
ラ

マ
ン
カ
学
派
│
』（
名
古
屋
大
學
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）。
伊
藤

不
二
男
『
ス
ア
レ
ス
の
国
際
法
理
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
、

一
五
二
〜
二
五
一
頁
）。
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
「
ビ
ト
リ
ア
の
正
当

戦
争
の
理
論
」（『
中
世
思
想
研
究
』
第
四
八
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

沢
田
和
夫
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
正
戦
論
と
近
世
自
然
法
の

伝
統
」（『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
五
九
（
四
）、
一
九
六
〇
年
、
一
〇

二
〜
一
〇
八
頁
）。
そ
の
主
な
史
料
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
、
次
の
文
献

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。H

einz-Gerhard Justenhoven / 
Joachim

 Stüben

（H
gg.

）, K
ann K

rieg erlaubt sein? E
ine 

Q
uellensam

m
lung zur politischen E

thik der Spanischen 
Spätscholastik 

（T
heologie und Frieden Bd.27

）, Stuttgart 
2006.

（
48
）　

ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
著
／
渡
辺
信
夫
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要　

Ⅳ
／
四
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
五
年
、
二
四
五
〜
二
四
七
頁
）。

出
村
彰
他
訳
『
宗
教
改
革
著
作
集
第
八
巻
│
再
洗
礼
派
│
』（
教
文

館
、
一
九
九
二
年
、
九
三
〜
九
四
頁
、
二
一
五
〜
二
四
七
頁
、
二

七
三
〜
三
五
三
頁
）。
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
・
エ
ラ
ス
ム
ス
著
／
箕
輪
三

郎
訳
『
平
和
の
訴
え
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）。

（
49
）　

南
塚
信
吾
編
『
世
界
各
国
史
一
五
│
ド
ナ
ウ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史



マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
戦
争
観

四
五
七
（
四
五
七
）　

│
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
九
八
頁
）。
ア
ン
ド
レ
・
ク

ロ
ー
著
／
濱
田
正
美
訳
『
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
と
そ
の
時
代
』（
法
政

大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
三
五
〜
八
一
頁
）。

（
50
）　Stephen Fischer-Galati, 

“Ottom
an Im

perialism
 and 

the Lutheran Struggle for R
ecognition in G

erm
any, 

1520-1529,
” in: Church H

istory 23

（1954

）, S.48, S.55-58; 
ders., O

ttm
an Im

perialism
 and G

erm
an P

rotestantism
 

1521-1555, Cam
bridge : H

arvard U
niversity Press 1959, 

S.13-27.

（
51
）　

河
野
淳
『
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
│
歴
史
を
変
え
た

「
政
治
」
の
発
明
│
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
52
）　Peter H

. M
eurer / Günter Schilder, D

ie W
andkarte 

des T
ürkenzugs 1529 von Johann H

aselberg und Chri-
stoph Zell, in: W

iener G
eschichtsblätter 65

（2010

）, S.23; 

稲
野
強
「
一
六
世
紀
に
お
け
る
『
ト
ル
コ
人
像
』
の
形
成
に
つ
い

て
│
『
第
一
次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
』
を
描
い
た
木
版
画
を
手
掛
か
り

に
│
」（『
群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要
』
二
三
、
二
〇
〇
二
年
、
一

三
五
頁
）。
田
中
英
道
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ル
タ
ー
、
イ
ス
ラ
ム
世
界

│
そ
の
『
黙
示
録
』
版
画
研
究
│
」（『
美
術
史
学
（
東
北
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
美
学
美
術
史
研
究
室
）』
二
四
、
二
〇
〇
三
年
、

一
五
三
頁
）。

（
53
）　K
enneth Setton, 

“Lutheranism
 and the T

urkish Per-
il,

” in: B
alkan Studies 3

（1962

）, S.133-136; Lam
parter, 

Luthers Stellung zum
 T

ürkenkrieg, a.a.O
., S.7; Choi, M

ar-
tin Luther

’s R
esponse to the T

urkish T
hreat, a.a.O

., S.3; 
A

dolph K
appus, D

as Jahr 1529. D
ie T

ürken vor W
ien 

und Luther, in: D
ie W

artburg 28

（1929

）, S.395; Stephen 
Fischer-Galati,  

“The Protestant Reform
ation and Islam

,

” 
in: A

braham
 A

scher / T
ibor H

alasi-K
un / Béla K

iraly

（H
gg.

）, T
he M

utual E
ffects of the Islam

ic and Judeo-
C

hristian W
orlds: T

he E
ast E

uropean P
attern, N

ew
 

Y
ork 1979, S.58-60.

（
54
）　M

artin Brecht, M
artin Luther 2. Bd., 3. durchgese-

hene A
uflage, Stuttgart 1990, S.350. 

マ
ウ
の
研
究
の
よ
う
に
、

ト
ル
コ
人
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
対
応
を
、
①
対
ト
ル
コ
十
字
軍
に

代
わ
っ
て
悔
い
改
め
を
説
く
初
期
の
立
場
（
一
五
一
八
〜
一
五
二

六
年
）、
②
対
ト
ル
コ
戦
争
に
対
し
て
明
確
な
発
言
を
し
た
時
期

（
一
五
二
八
〜
一
五
二
九
年
）、
③
ト
ル
コ
人
を
終
末
論
的
な
敵
と

し
て
強
く
意
識
し
た
時
期
（
一
五
二
九
年
）、
④
福
音
と
イ
ス
ラ
ム

道
徳
の
違
い
か
ら
、
万
物
の
終
末
に
直
面
し
て
悔
い
改
め
を
勧
告

し
た
時
期
（
一
五
二
九
〜
一
五
四
一
年
）、
⑤
コ
ー
ラ
ン
の
理
解
に

努
め
、
そ
れ
に
対
す
る
反
駁
を
行
っ
た
時
期
（
一
五
四
二
〜
一
五

四
三
年
）
と
い
う
五
つ
の
時
期
に
分
け
る
見
方
が
あ
る
が
、
さ
ら

に
よ
り
詳
細
な
区
分
も
存
在
す
る
。V

gl. M
au, Luthers Stel-

lung zu den T
ürken, a.a.O

., Bd.1, S.647-662; Ehm
ann, Lu-

ther, T
ürken und Islam

, a.a.O
.

（
55
）　W

A
 19, S.662.

（
56
）　W

A
 26, S.228-229. V

gl. Francisco , M
artin Luther and 

Islam
, a.a.O

., S.74.
（
57
）　K

unst, M
artin Luther und der K

rieg, a.a.O
., S.27-28.

（
58
）　W

A
 11, S.245-280.

（
59
）　Brecht, M

artin Luther 2. Bd., a.a.O
., S.352-353; Choi, 



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

四
五
八
（
四
五
八
）　

M
artin Luther

’s R
esponse to the T

urkish T
hreat, a.a.O

., 
S.94; John T

. Baldw
in, 

“Luther

’s Eschatological A
pprais-

al of the T
urkish T

hreat in E
ine H

eerpredigt w
ider den 

T
ürken,

” in: A
ndrew

s U
niversity Sem

inary Studies 33
（1995
）, S.194-196; Rudolf Pfister, Reform

ation, T
ürken, 

und Islam
, in: Zw

ingliana 10-6

（1956

）, S.362; H
agem

ann, 
D

er Islam
 in V

erständnis und K
ritik bei M

artin Luther, 
a.a.O

., S.139.

（
60
）　Brecht, M

artin Luther 2. Bd., a.a.O
., S.353.

（
61
）　W

A
 30/2, S.149-159; Setton, 

“Lutheranism
 and the T

urk-
ish Peril,

” a.a.O
., S.152.

（
62
）　W

A
 1, S.535. V

gl.

『
ル
タ
ー
著
作
集
第
一
集
第
一
巻
』（
聖

文
舎
、
一
九
六
四
年
、
一
七
八
〜
一
七
九
頁
）。

（
63
）　Erw

in M
ühlhaupt, Luthers D

enken über Frieden 
und Gew

alt, in: Luther 41, Göttingen 1971, S.21; Brecht, 
Luther und die T

ürken, a.a.O
., S.10. 

対
ト
ル
コ
戦
争
に
対
す

る
類
似
の
見
方
は
、『
卓
上
語
録
』
に
も
見
ら
れ
る
。V

gl. W
A

 
T

R 2, N
r.1728, S.195.

（
64
）　Rajashekar, 

“Luther and Islam
: A

n A
sian Perspec-

tive,

” a.a.O
., S.181.

（
65
）　W

A
 19, S.662. 

エ
ラ
ス
ム
ス
も
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
し
た
一

人
で
あ
り
、
そ
れ
に
纏
わ
る
研
究
が
残
さ
れ
て
い
る
。V

gl. 
Christoph J. Steppich, 

“Erasm
us and the A

lleged 

’dogm
a 

Lutheri

’ Concerning W
ar against the T

urks,

” in: Luther-
jahrbuch 78

（2011

）, S.205-250.

（
66
）　W

A
 11, S.251-252. V

gl. Lind, Luthers Stellung zum
 

K
reuz- und T

ürkenkrieg, a.a.O
., S.30-31; 

倉
松
功
『
ル
タ
ー

神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の
基
礎
構
造
│
二
世
界
統
治
説
の
研
究

│
』（
創
文
社
、
一
九
七
七
年
）。
永
田
、
前
掲
「
ル
タ
ー
の
『
皇

帝
に
対
す
る
武
力
抵
抗
権
』」
一
〜
四
〇
頁
。
木
部
尚
志
『
ル
タ
ー

の
政
治
思
想
│
そ
の
生
成
と
構
造
│
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二

〇
〇
〇
年
）。
横
井
徹
「
ル
タ
ー
に
お
け
る
政
治
と
宗
教
」（『
名
古

屋
大
學
法
政
論
集
』
九
九
、
一
九
八
四
年
、
五
〇
〜
九
六
頁
）。
坂

本
仁
作
「
ル
ッ
タ
ー
政
治
思
想
研
究
序
説
（
一
）（
二
）」（『
法
と

政
治
』
一
一
・
二
、
一
九
六
〇
年
、
一
三
・
一
、
一
九
六
二
年
）。

成
瀬
治
「
ル
タ
ー
と
国
家
権
力
」（『
日
本
の
神
学
』
二
、
一
九
六

三
年
）。

（
67
）　W

A
 30/2, S.109.

（
68
）　W

A
 30/2, S.112.

（
69
）　Lam

parter, Luthers Stellung zum
 T

ürkenkrieg, a.a.O
., 

S.75, S.79-80.

（
70
）　W

A
 30/2, S.110.

（
71
）　Setton, 

“Lutheranism
 and the T

urkish Peril,

” a.a.O
., 

S.149.

（
72
）　W

A
 30/2, S.111.

（
73
）　Lam

parter, Luthers Stellung zum
 T

ürkenkrieg, a.a.O
., 

S.78; Choi, M
artin L

uther

’s R
esponse to the T

urkish 
T

hreat, a.a.O
., S.85-88.

（
74
）　K

arl H
oll, Luthers A

nschauungen über Evangelium
, 

K
rieg und A

ufgabe der K
irche im

 Lichte des W
eltkrieg-

es, in: ders., G
esam

m
elte A

ufsätze zur K
irchengeschichte 

III, T
übingen 1928, S.151.



マ
ル
テ
ィ
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ル
タ
ー
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争
観

四
五
九
（
四
五
九
）　

（
75
）　W

A
 30/2, S.111-112.

（
76
）　Paw

las, Luther und der sogenannte „gerechte

“ Krieg, 
a.a.O

., S.116.
（
77
）　W

A
 30/2, S.113.

（
78
）　Lam

parter, Luthers Stellung zum
 T

ürkenkrieg, a.a.O
., 

S.8, S.12.

（
79
）　W

A
 30/2, S.114.

（
80
）　W

A
 30/2, S.115.

（
81
）　W

A
 30/2, S.114-115.

（
82
）　K

arl D
ietrich Erdm

ann, Luther über den gerechten und 
ungerechten K

rieg, a.a.O
., S.21; 

宮
庄
、
前
掲
「
ル
タ
ー
と
イ
ス

ラ
ー
ム
」
五
〇
頁
。

（
83
）　Setton, 

“Lutheranism
 and the T

urkish Peril,

” a.a.O
., 

S.141.

（
84
）　

ル
タ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
ト
ル
コ
人
の
存
在
が
キ
リ
ス
ト

者
の
罪
に
対
す
る
神
か
ら
の
罰
と
い
う
見
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
一
七
世
紀
中
頃
ま
で
存
続
し
た
。V

gl. John T
onkin, 

“Luther

’s 
W

ritings on the T
urks,

” in: Lutherjahrbuch 71
（2004

）, 
S.268. 

ま
た
そ
れ
と
関
連
し
て
、
次
の
文
献
も
興
味
深
い
内
容
を

含
ん
で
い
る
。V

gl. 

羽
田
功
『
洗
礼
か
死
か
│
ル
タ
ー
・
十
字

軍
・
ユ
ダ
ヤ
人
│
』（
林
道
舎
、
一
九
九
三
年
）。
田
中
真
造

「
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
ト
ル
コ
人
像
」（『
京
都
教
育
大
学

紀
要
』
九
五
、
一
九
九
九
年
）。

（
85
）　George W

. Forell, 

“Luther and the W
ar against the 

T
urks,

” in: C
hurch H

istory 14-4

（1945

）, S.261; H
age-

m
ann, D

er Islam
 in V

erständnis und K
ritik bei M

artin 

Luther, a.a.O
., S.134-140. 

当
時
ル
タ
ー
は
イ
ス
ラ
ム
教
に
関
す

る
情
報
を
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
や
枢
機
卿
を
務
め
た
神
学
者
ニ
コ

ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
（
一
四
〇
一
〜
一
四
六
四
年
）
と
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
出
身
の
ド
ミ
ニ
コ
会
士
で
中
東
で
の
滞
在
経
験
の
あ
る
リ

コ
ル
ド
・
ダ
・
モ
ン
テ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
（
一
二
四
三
頃
〜
一
三
二

〇
年
）
の
著
作
か
ら
、
主
に
獲
得
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。V

gl. Choi, M
artin Luther

’s R
esponse to the T

urk-
ish T

hreat, a.a.O
.; Bobzins, „A

ber itzt ... hab ich den A
l-

coran gesehen Latinisch ...,

“ a.a.O
., S.268.

（
86
）　Ehm

ann, Luther, T
ürken und Islam

, a.a.O
., S.275, S.290.

（
87
）　W

A
 30/2, S.116.

（
88
）　Grislis, 

“Luther and the T
urks

”, a.a.O
., S.182.

（
89
）　

宮
庄
、
前
掲
「
ル
タ
ー
と
イ
ス
ラ
ー
ム
」
五
四
頁
。

（
90
）　M

iller, 

“Luther on the T
urks and Islam

,

” a.a.O
., S.79-

81.

（
91
）　W

A
 30/2, S.116.

（
92
）　Setton, 

“Lutheranism
 and the T

urkish Peril,

” a.a.O., S.161.

（
93
）　

リ
シ
ャ
ー
ル
、
前
掲
『
十
字
軍
の
精
神
』
三
〇
頁
、
三
四
頁
。

（
94
）　H

artm
ut Bobzins, M

artin Luthers Beitrag zur K
enntnis 

und K
ritik des Islam

, in: N
eue Zeitschrift für Syste-

m
atische T

heologie und R
eligionsphilosophie 27

（1985

）, 
S.276.

（
95
）　W

A
 30/2, S.117-127. V

gl. Brecht, M
artin L

uther 2. 
Bd., a.a.O

., S.351.

（
96
）　Lind, Luthers Stellung zum

 K
reuz- und T

ürkenkrieg, 
a.a.O

., S.45.



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

四
六
〇
（
四
六
〇
）　

（
97
）　W

A
 30/2, S.129-130.

（
98
）　Lind, Luthers Stellung zum

 K
reuz- und T

ürkenkrieg, 
a.a.O

., S.62; Setton, 

“Lutheranism
 and the T

urkish Peril,

” 
a.a.O

., S.151.

（
99
）　Bobzins, M

artin Luthers Beitrag zur K
enntnis und 

K
ritik des Islam

, a.a.O
., S.268.

（
100
）　Lam

parter, Luthers Stellung zum
 T

ürkenkrieg, a.a.O
., 

S.74, S.82; Sim
on, 

“Luther

’s A
ttitude tow

ard Islam
,

” 
a.a.O

., S.258 .

（
101
）　W

A
 30/2, S.193.

（
102
）　E

p.189, a.a.O
., S.134.

（
103
）　W

A
 19, S.626-627. V

gl.
『
ル
タ
ー
著
作
集
第
一
集
第
七
巻
』

（
聖
文
舎
、
一
九
六
六
年
、
五
五
六
頁
）。
こ
の
よ
う
な
医
学
的
な

比
喩
は
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
説

教
』
で
の
一
〇
章
三
四
節
に
関
す
る
解
釈
と
関
係
し
て
い
る
こ
と

が
推
定
さ
れ
て
い
る
。V
gl. W

alter K
öhler, Zu Luthers 

Schrift „O
b K

riegsleute auch in seligem
 Stande sein 

können,

“ in: T
heologische Blätter 15

（1936

）, S.263.

（
104
）　W

A
 19, S.624. 

な
お
『
卓
上
語
録
』
に
よ
る
と
ル
タ
ー
は
、

真
に
勇
敢
な
軍
人
は
論
争
を
好
ま
な
い
寡
黙
な
人
物
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
。V

gl. W
A

 T
R 3, N

r.3562, S.414.

（
105
）　W
A

 19, S.632-633. V
gl. K

unst, M
artin Luther und der 

K
rieg, a.a.O

., S.18-19.

（
106
）　Gerhard M

üller, „N
iem

and soll sein eigener Richter 
sein.

“ Luthers Gedanken zu A
ufruhr, K

rieg und Frie-
den, in: Lutherische M

onatshefte 1983, S.514.

（
107
）　Lam
parter, K

rieg und Frieden im
 U

rteil Luthers, a.a.O
., 

S.10.

（
108
）　W

A
 30/2, S.130.

（
109
）　K

unst, M
artin L

uther und der K
rieg, a.a.O

., S.30; 
M

ühlhaupt, Luthers D
enken über Frieden und Gew

alt, 
a.a.O

., S.31; K
arl D

ietrich Erdm
ann, Luther über den ge-

rechten und ungerechten K
rieg, a.a.O

., S.14; Choi, M
artin 

L
uther

’s R
esponse to the T

urkish T
hreat, a.a.O

., S.92; 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ハ
ー
ゲ
マ
ン
著
／
八
巻
和
彦
・
矢
内
義
顕
訳

『
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
│
対
話
へ
の
歩
み
│
』（
知
泉
書
館
、

二
〇
〇
三
年
、
一
三
九
頁
）。

（
110
）　W

A
 19, S.645, S.648, S.651; Lam

parter, Luthers Stellung 
zum

 T
ürkenkrieg, a.a.O

., S.90.

（
111
）　Plösch, D

ie Lehre vom
 gerechten K

riege bei M
artin 

Luther, a.a.O
., S.145.

（
112
）　W

A
 T

R 1, N
r.282, S.118; W

A
 T

R 2, N
r.1941, S.267-268; 

W
A

 T
R 4, N

r.4352, S.249-251.

（
113
）　W

A
 30/2, S.173-174.

（
114
）　Brecht, Luther und die T

ürken, a.a.O
., S.15.

（
115
）　W

A
 30/2, S.131.

（
116
）　W

A
 30/2, S.132.

（
117
）　W

A
 30/2, S.145.

（
118
）　W

A
 30/2, S.143.

（
119
）　W

A
 30/2, S.144.

（
120
）　W

A
 30/2, S.148.

（
121
）　Baldw

in, 

“Luther

’

s Eschatological A
ppraisal of the T

urk-



マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
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戦
争
観

四
六
一
（
四
六
一
）　

ish T
hreat in E

ine H
eerpredigt w

ider den T
ürken,

” a.a.O
., 

S.191.
（
122
）　Lam

parter, Luthers Stellung zum
 T

ürkenkrieg, a.a.O
., 

S.65-66.

（
123
）　W

A
 30/2, S.162.

（
124
）　K

arl-H
erm

ann K
andler, Luther und der K

oran, in: 
Luther 64-1

（1993

）, S.8.

（
125
）　

ハ
ー
ゲ
マ
ン
、
前
掲
『
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
』
一
五
九

頁
。

（
126
）　W

A
 30/2, S.175.

（
127
）　W

A
 30/2, S.180. V

gl. Choi, M
artin Luther

’s R
esponse 

to the T
urkish T

hreat, a.a.O
., S.99-100.

（
128
）　Brecht, M

artin Luther 2. Bd., a.a.O
., S.353.

（
129
）　Lind, Luthers Stellung zum

 K
reuz- und T

ürkenkrieg, 
a.a.O

., S.67. 

な
お
十
字
軍
思
想
が
い
つ
終
焉
を
迎
え
た
の
か
に
つ

い
て
は
、
研
究
者
の
間
で
見
解
が
分
か
れ
、
一
般
的
に
は
一
六
世

紀
後
半
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
何
人
か
の
学
者
は
、
マ
ル
タ
島

が
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
一
七
九
八
年
ま
で
そ
の
運

動
が
続
い
た
と
考
え
て
い
る
。V

gl. Riley-Sm
ith, T

he First 
Crusade and the Idea of Crusading, a.a.O

., S.8.

（
130
）　

た
だ
し
、
ル
タ
ー
の
正
戦
論
に
懲
罰
的
な
復
讐
戦
争
を
容
認
す

る
要
素
を
見
る
研
究
者
も
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
若
干
強

引
に
思
わ
れ
る
。V

gl. Plösch, D
ie Lehre vom

 gerechten 
K

riege bei M
artin Luther, a.a.O

., S.161-163.

（
131
）　

信
条
集
専
門
委
員
会
訳
『
一
致
信
条
書
』（
聖
文
舎
、
一
九
八

二
年
、
四
五
頁
）。
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。

V
gl. Planer-Friedrich

（H
g.

）, Frieden und B
ekenntnis. 

D
ie Lehre vom

 gerechten K
rieg im

 lutherischen Bekennt-
nis, a.a.O

.

（
132
）　

キ
ャ
サ
リ
ン
・
ア
レ
ン
・
ス
ミ
ス
著
／
井
本
晌
二
・
山
下
陽
子

訳
『
中
世
の
戦
争
と
修
道
院
文
化
の
形
成
』（
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
一
四
年
）。
そ
の
他
に
中
世
の
戦
争
観
に
関
す
る
邦
語
の
研
究

文
献
と
し
て
は
、
次
の
も
の
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山
内
進
『
掠

奪
の
法
観
念
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）。
櫻
井
康

人
「
帝
国
と
し
て
の
『
キ
リ
ス
ト
教
国
』
│
普
遍
教
会
会
議
決
議

録
に
お
け
る
平
和
と
十
字
軍
の
言
説
│
」（『
歴
史
と
文
化
』
第
四

六
号
、
二
〇
一
〇
年
）。
都
甲
裕
文
「
改
革
教
皇
座
と
ビ
ザ
ン
ツ
│

十
字
軍
思
想
の
一
断
面
│
」（『
バ
ル
カ
ン
・
小
ア
ジ
ア
研
究
（
東

海
大
学
文
明
研
究
所
）』
一
九
、
一
九
九
五
年
）。
渡
邉
浩
「
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
『
神
の
平
和
』」（
藤
女
子
大
学
キ
リ
ス
ト

教
文
化
研
究
所
編
『
平
和
の
思
想
│
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
再
考
察

│
』LIT

H
O

N

、
二
〇
〇
八
年
、
七
七
〜
九
七
頁
）。
若
曽
根
健
治

『
ウ
ァ
フ
ェ
ー
デ
の
研
究
│
ド
イ
ツ
刑
事
法
史
考
│
』（
多
賀
出
版
、

二
〇
〇
九
年
）。
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
テ
ッ
プ
ァ
ー
著
／
渡
部
治
雄
訳

『
民
衆
と
教
会
│
フ
ラ
ン
ス
の
初
期
「
神
の
平
和
」
運
動
時
代
に
お

け
る
│
』（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）。
土
浪
博
「
ド
イ
ツ
に
お
け

る
初
期
『
中
世
平
和
運
動
』
│
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
期
│
」（『
一

橋
論
叢
』
九
二
・
六
、
一
九
八
四
年
）。

（
133
）　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
戦
争
観
と
十
字
軍
思
想
と
の
間
の
不
一

致
に
つ
い
て
は
、
次
の
箇
所
を
参
照
。V

gl. Stobbe, R
eligion, 

G
ew

alt und K
rieg. E

ine E
inführung, a.a.O

., S.212. 

な
お
、

戦
場
で
無
実
な
人
を
直
接
意
図
的
に
殺
害
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
ア
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ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
・
ト
マ
ス
的
な
伝
統
と
、
非
戦
闘
員
に
対
す
る

不
可
侵
の
原
則
を
堅
持
す
る
騎
士
の
エ
ー
ト
ス
と
を
分
け
て
考
え
、

ヴ
ィ
ト
リ
ア
に
お
い
て
両
者
の
思
想
が
合
流
し
た
と
見
な
す
見
解

が
あ
る
。
な
お
上
述
の
よ
う
に
、
ト
マ
ス
と
十
字
軍
と
の
関
係
は

否
定
で
き
な
い
。V

gl. Beesterm
öller, T

hom
as von A

quin 
und der gerechte K

rieg. Friedensethik im
 theologischen 

K
ontext der Sum

m
a T

heologiae, a.a.O
., S.152-155, S.173-

175.

（
134
）　W

A
 30/2, S.110, S.123, S.124; Plösch, D

ie Lehre vom
 

gerechten K
riege bei M

artin L
uther, a.a.O

., S.138-139; 
M

iller, 

“Fighting Like a Christian,

” a.a.O
., S.44.

（
135
）　Ernst T

roeltsch, D
ie Soziallehren der christlichen K

ir-
chen und G

ruppen

（G
esam

m
elte Schriften von E

rnst T
ro-

eltsch, 1.Bd.

）, A
alen 1961, S.13.

（
136
）　Stüm

ke, D
as Friedensverständnis M

artin Luthers, a.a.O
., 

S.13; Plösch, D
ie Lehre vom

 gerechten K
riege bei M

artin 
Luther, a.a.O

., S.106, S.111, S.131, S.163. 

国
家
と
そ
の
国
民
と
の
関

係
に
つ
い
て
も
、
ル
タ
ー
と
ト
マ
ス
の
相
似
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

V
gl. ebenda, S.37.

（
137
）　

エ
ル
ト
マ
ン
は
、
ル
タ
ー
と
ト
マ
ス
の
戦
争
観
の
類
似
点
を
指

摘
し
つ
つ
も
、
後
者
に
は
、
自
然
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
防
衛
戦

争
を
根
拠
づ
け
る
視
点
が
乏
し
く
、
懲
罰
戦
争
と
し
て
の
攻
撃
戦

争
へ
と
発
展
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
点
で
、
両
者
の
戦
争
観

の
微
妙
な
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。V

gl. K
arl D

ietrich Erd-
m

ann, Luther über den gerechten und ungerechten K
rieg, 

a.a.O
., S.24-25. 

ま
た
両
者
の
間
の
差
異
は
、
異
教
徒
に
対
す
る
軍

事
行
動
に
つ
い
て
の
見
方
に
も
認
め
ら
れ
る
。V

gl. M
iller, 

“Fighting Like a Christian,

” a.a.O
., S.48. 

な
お
ト
レ
ル
チ
の

三
つ
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
箇
所
を
参
照
。T

roeltsch, 
D

ie Soziallehren der christlichen K
irchen und G

ruppen, 
a.a.O

., S.967.

（
138
）　Lam

parter, K
rieg und Frieden im

 U
rteil Luthers, a.a.O

., 
S.5-6.

（
139
）　

C
hoi, M

artin L
uther

’s R
esponse to the T

urkish 
T

hreat, a.a.O
., S.159.

（
140
）　

な
お
、
ル
タ
ー
の
戦
争
観
は
、
直
接
的
な
神
の
命
令
を
根
拠
に

し
て
戦
闘
の
正
当
化
を
導
き
出
し
て
い
な
い
点
に
お
い
て
、
中
世

の
神
学
あ
る
い
は
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
思
想
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。Paw

las, Luther und der sogenannte „gerechte

“ Krieg, 
a.a.O

., S.115.

（
141
）　Johannes W

allm
ann, Luthers Stellung zu Judentum

 
und Islam

, in: Luther 57-2

（1986

）, S.56.

（
142
）　Gregory M

iller, H
oly W

ar and H
oly T

error: V
iew

s of 
Islam

 in G
erm

an Pam
phlet Literature, 1520-1545, PhD

. 
D

issertation Boston U
niversity 1994, S.299-300. 

な
お
、

シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
戦
争
期
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
に
よ

る
宣
伝
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
言
説
を
分
析
し
、
宗
教
戦
争
が
勃

発
し
た
要
因
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
た
邦
語
の
研
究
が
公
刊
さ
れ

て
い
る
。V

gl. 

蝶
野
、
前
掲
『
一
六
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教

紛
争
と
言
論
統
制
』
一
六
〇
〜
一
八
二
頁
。

（
143
）　

例
え
ば
次
の
文
献
な
ど
は
参
考
に
な
る
。V

gl. Pfister, Re-
form

ation, T
ürken, und Islam

, a.a.O
., S.345-375; Em

idio 



マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
戦
争
観

四
六
三
（
四
六
三
）　

Cam
pi, 

“Early Reform
ed A

ttitudes tow
ards Islam

,

” in: 
T

heological R
eview

 of N
ear E

ast School of T
heology 31

（2010

）, S.131-151.


