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容

二
九
五
（
二
九
五
）　

一　

問
題
の
所
在

「
誰
も
が
熱
狂
し
て
い
た
。
我
々
は
皆
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
主

義
者
で
あ
っ
た
。）

1
（

」
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
『
ル
ー
ト

ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
』
の
な
か
で

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
唯
物
論
の
先
駆
け

と
し
て
描
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ

れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
は
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
の
観
念
論
的
矛
盾
を
片
付
け
て
「
唯
物
論
を
単
刀
直
入

に
再
び
玉
座
に
就
け
た
」
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
の
事
情
は

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
回
想
と
は
随
分
と
異
な
っ
て
い
る）

2
（

。『
キ
リ
ス
ト

教
の
本
質
』
は
一
八
四
一
年
六
月
半
ば
に
出
版
さ
れ
、
八
月
に
は

既
に
品
切
れ
か
そ
れ
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う）

3
（

。
だ
が
『
キ

リ
ス
ト
教
の
本
質
』
は
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
の
間
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教
哲
学
を
補
強
し
そ
れ
に
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
与

え
る
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
は
無
神
論
と
い
う
帰
結
を
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
引
き
出
し

た
の
で
あ
り
、
彼
が
ヘ
ー
ゲ
ル
向
け
た
反
対
は
、「
唯
物
論
を
玉

座
に
就
け
る
」
ど
こ
ろ
か
見
逃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
熱
狂
」
に
接
し
て
、
逆
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
方
が
ヘ
ー
ゲ

ル
的
思
弁
と
の
思
想
的
差
異
を
自
覚
し
「
思
弁
と
の
決
別
」
を
決

意
す
る
。
彼
は
人
間
を
そ
の
自
然
性
と
感
覚
性
に
お
い
て
捉
え
る

唯
物
論
的
哲
学
を
構
想
し
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
の
「
観
念
論
的
矛

盾
」
を
克
服
し
た
と
自
負
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
行

き
違
い
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
対
す
る
「
熱
狂
」
が
示

す
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
が
三
月
前

期
に
お
け
る
急
進
主
義
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と

ア
ル
ノ
ル
ト
・
ル
ー
ゲ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
受
容

　
　

─
三
月
前
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
会
論
争
の
視
点
か
ら

─富　

村　
　
　

圭
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は
明
ら
か
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序

説
」
の
な
か
で
「
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
宗
教
の
批
判
は
そ
の
本
質
的

な
点
で
既
に
仕
上
げ
ら
れ
た
。
宗
教
批
判
は
あ
ら
ゆ
る
批
判
の
前

提
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

4
（

。
こ
の
よ
う
に
宗
教
批
判
を
政
治
的

批
判
の
端
緒
と
位
置
づ
け
る
枠
組
み
は
三
月
前
期
の
急
進
主
義
に

共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
『
キ
リ
ス
ト
教

の
本
質
』
の
な
か
で
宗
教
の
本
質
を
秘
め
ら
れ
た
人
間
学
と
し
て

暴
き
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
宗
教
批
判
は
現
実
的
な
人
間
世

界
に
対
す
る
政
治
的
批
判
の
開
始
点
と
し
て
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の

急
進
主
義
に
理
論
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
歴
史
的
に

み
て
も
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
急
進
主
義
が
、
そ
れ
が
政
治
的
な
抑

圧
の
も
と
で
の
「
迂
回
路
」
で
あ
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
措

く
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
論
争
を
介
し
て
ま
ず
宗
教
批
判
と
し
て

形
作
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
若
き
ヘ
ー
ゲ

ル
派
の
急
進
主
義
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と

の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
宗
教

批
判
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
生
ま
れ
た
の
か

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
急
進
主
義
で
あ
れ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

宗
教
批
判
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
同
時
代
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
ア
ル
ノ
ル
ト
・
ル
ー
ゲ
と
『
ハ

レ
年
誌
』
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ル
ー

ゲ
は
『
ハ
レ
年
誌
』
を
創
刊
し
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
に
思
想
を
世

に
問
う
場
を
提
供
し
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
彼
ら
の
思
想
を
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
な
社
会
の
動
向
の
な
か
で
編
集
し
て
い
く
こ
と
を
通
し

て
彼
ら
と
同
時
代
の
問
題
を
媒
介
し
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
思
想

形
成
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
も
ま
た
ル
ー
ゲ
か
ら
様
々
な
刺
激
を
受
け
、
書
簡
を
遣

り
取
り
す
る
な
か
で
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た）

5
（

。
ま
た
ル
ー
ゲ
の

方
で
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
論
文
か
ら
影
響
を
受
け
、『
ハ
レ

年
誌
』
の
方
向
を
定
め
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
ル
ー
ゲ
は
友
人
で
あ

る
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
カ
ッ
プ
、
出
版
者
で
あ
る
オ
ッ
ト
ー
・

ヴ
ィ
ー
ガ
ン
ト
と
並
ん
で
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
成
立
に
最

も
近
く
接
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ゲ
は
『
キ
リ
ス
ト
教

の
本
質
』
の
校
正
を
引
受
け
、
巧
み
に
検
閲
を
す
り
抜
け
さ
せ
る

な
ど
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
成
立
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る）

6
（

。

ま
た
後
に
自
ら
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
書
評
を
著
し
て
い
る
。

だ
が
こ
の
ル
ー
ゲ
も
ま
た
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
若
き
ヘ
ー

ゲ
ル
派
の
宗
教
批
判
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
ル
ー
ゲ

に
と
っ
て
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る

「
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
批
判
」
を
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
か

ら
の
素
直
な
帰
結
」
と
し
て
引
き
出
し
た
の
で
あ
り
、
ダ
ー
ヴ
ィ
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二
九
七
）　

ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
や
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー

と
同
様
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
正
し
い
解
釈
者
」
で
あ
っ
た）

7
（

。
ル
ー
ゲ

の
思
想
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
は
ど
の
よ
う
に
関
係

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
ル
ー
ゲ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
の
思
想
的
意
味
を
ど
こ
に
み
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
三
月
前
期
の
急
進
主
義
の
形
成
と
キ
リ
ス
ト
教
批

判
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
急
進
主
義

の
主
要
な
担
い
手
の
一
人
で
あ
っ
た
ア
ル
ノ
ル
ト
・
ル
ー
ゲ
を
取

り
上
げ
、
ル
ー
ゲ
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
関
係
を
同
時
代
の
宗

教
論
争
の
文
脈
か
ら
問
い
直
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
特
に
ル
ー

ゲ
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
双
方
が
関
わ
っ
た
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論

争
と
、
ル
ー
ゲ
に
よ
る
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
書
評
、「
ド

イ
ツ
哲
学
の
新
た
な
方
向
転
換
」
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た

い
。

二　

プ
ロ
イ
セ
ン
と
ケ
ル
ン
教
会
論
争

「
大
司
教
係
争
は
、
つ
ま
り
こ
の
国
法
と
教
会
法
と
の
争
い
は
、

新
た
な
違
い
を
生
み
出
し
た
。
い
や
む
し
ろ
た
だ
長
ら
く
醸
成
さ

れ
て
き
た
も
の
に
刺
激
を
与
え
て
噴
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。」
一

八
三
九
年
一
月
、『
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
一
般
新
聞
』
に
は
、「
レ
オ

-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
」
と
題
さ
れ
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た）

8
（

。
こ
の
記

事
は
、
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
を
当
時
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
で

あ
っ
た
ケ
ル
ン
教
会
係
争
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
の
論
争
の
口

火
を
切
っ
た
の
は
、『
ハ
レ
年
誌
』
の
編
集
者
で
あ
っ
た
ア
ル
ノ

ル
ト
・
ル
ー
ゲ
と
ハ
レ
大
学
の
歴
史
学
教
授
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
レ
オ

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
プ
ロ
イ
セ
ン
と
そ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
を
め
ぐ
り
、
互
い
の
見
解
を
厳
し
く
批
判
し
合
っ
た
。
一
見
抽

象
的
に
見
え
る
彼
ら
の
議
論
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
国
家
プ
ロ
イ
セ
ン
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
問
題
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
問
い
は
、
当
時
な
お
収
束
の
見
通
し
す
ら

立
た
な
か
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
対
立
と
い
う

歴
史
的
事
件
の
な
か
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
こ

で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
が
取
り
う
る
方
針
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
に
つ
い
て
論
じ
る

前
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
三
月
前
期
プ
ロ
イ
セ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
政

策
と
そ
れ
が
直
面
し
た
問
題
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。

プ
ロ
イ
セ
ン
は
一
七
四
二
年
の
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
編
入
と
と
も

に
、
他
の
ド
イ
ツ
領
邦
と
同
様
に
宗
派
の
混
在
す
る
国
家
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
一
八
〇
三
年
か
ら
段
階
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
を
編

入
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
一
八
一
五
年
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の

割
合
は
お
よ
そ
五
分
の
二
に
も
及
ん
で
い
た
。
そ
の
う
ち
ほ
ぼ
半

数
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
住
民
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
残
り
の
大
部
分
は
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ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
と
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
そ
し
て
シ
ュ
レ
ー
ジ

エ
ン
に
居
住
し
て
い
た）

9
（

。
こ
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
派
意
識

は
民
族
的
対
立
や
地
域
的
歴
史
的
特
殊
性
の
意
識
に
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
た
か
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
が
統
一
的
な
国
家
体
制
を
構
築

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
の
処
遇
は
避
け
て
通
れ
な

い
問
題
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
が
行
政
機
構
や
軍
事
施
設
、
そ

し
て
教
育
機
関
を
拡
充
し
近
代
化
を
進
め
て
い
く
に
つ
れ
て
、
領

邦
内
の
人
口
移
動
も
活
発
に
な
っ
て
い
っ
た
。
異
な
る
宗
派
と
地

域
に
属
し
て
い
た
住
民
が
以
前
に
も
増
し
て
社
会
的
に
関
係
す
る

こ
と
で
、
当
然
な
が
ら
異
宗
派
婚
の
数
も
増
加
し
て
い
く）

10
（

。
三
月

前
期
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
施
行
さ
れ
て
い

た
地
域
を
除
け
ば
、
依
然
と
し
て
教
会
で
の
結
婚
手
続
き
が
支
配

的
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
も
同
様
で
、
婚
姻
は
「
聖

職
者
に
よ
る
結
婚
式
を
通
し
て
結
ば
れ
る
」
と
一
般
ラ
ン
ト
法
に

あ
る
よ
う
に
、
結
婚
に
お
い
て
聖
職
者
は
民
法
上
も
職
務
を
遂
行

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
ト
リ
エ
ン

ト
公
会
議
か
ら
ほ
ぼ
一
貫
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
唯
一
成
聖
性

か
ら
異
宗
派
婚
を
禁
じ
て
お
り
、
そ
の
当
事
者
が
子
供
す
べ
て
を

カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
教
育
す
る
こ
と
を
改
め
て
誓
っ
て
は
じ
め

て
特
赦
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
異
宗
派
婚
の
差
別
的
な
取
り
扱

い
は
、
国
家
か
ら
す
れ
ば
宗
教
的
な
力
を
悪
用
し
て
改
宗
を
強
い

る
も
の
で
あ
り
、
宗
派
間
の
同
権
と
寛
容
を
図
り
、
宗
教
の
自
由

を
保
証
し
た
国
法
に
対
す
る
干
渉
で
あ
っ
た）

11
（

。
し
か
し
他
方
で
、

プ
ロ
イ
セ
ン
は
宗
派
の
混
在
す
る
領
邦
内
に
す
み
や
か
に
統
一
的

体
制
を
実
現
す
る
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
異
宗

派
婚
を
そ
の
有
効
な
手
段
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
も
見
逃
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
の
飛
躍
的
な

増
加
と
い
う
問
題
に
直
面
し
な
が
ら
、
な
お
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
を
国
家
の
宗
教
的
基
盤
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
た
め
プ
ロ

イ
セ
ン
政
府
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
統
一
を
は
か
り
、
ル

タ
ー
派
と
改
革
派
を
福
音
派
合
同
教
会
に
教
会
行
政
的
に
ま
と
め

上
げ
て
い
っ
た）

12
（

。
可
能
な
か
ぎ
り
内
面
的
統
一
を
進
め
る
こ
と
で
、

国
家
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
カ
ト

リ
ッ
ク
政
策
も
基
本
的
に
宗
派
同
権
の
原
則
に
則
っ
て
進
め
ら
れ

た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
国
家
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
性
格
を
損
な

わ
な
い
限
り
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
、
一
方

で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
協
調
に
努
め
な
が
ら
、
他
方
で
は
新
た

に
獲
得
し
た
地
域
に
対
す
る
そ
の
影
響
力
を
様
々
な
形
で
削
ぐ
こ

と
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
国
家
の
も
と
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る）

13
（

。
異
宗
派
婚
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
プ
ロ
イ
セ
ン

政
府
の
狙
い
は
、
差
別
的
取
り
扱
い
を
取
り
除
く
だ
け
で
な
く
、

子
供
の
宗
派
的
帰
属
を
父
親
の
宗
派
に
一
元
化
す
る
こ
と
に
あ
っ

（
二
九
八
）　
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た
。
と
い
う
の
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
多
数
を
占
め
る
プ
ロ
イ
セ

ン
の
場
合
、
異
宗
派
婚
の
大
半
は
多
数
の
プ
ロ
イ
セ
ン
官
吏
や
兵

士
が
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
に
転
属
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、
夫
は
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

14
（

。
特
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
、

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
お
い
て
は
、
東
部
か
ら
転
属
し
て
く
る

資
産
の
な
い
将
校
や
官
吏
が
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
貴
族
や
ラ

イ
ン
ラ
ン
ト
の
市
民
階
級
の
裕
福
な
子
女
と
結
婚
す
る
ケ
ー
ス
が

多
か
っ
た
。
異
宗
派
婚
を
通
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
富

裕
層
に
ま
す
ま
す
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る）

15
（

。
こ
の
よ
う
に
プ

ロ
イ
セ
ン
は
異
宗
派
婚
を
通
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
家
と
い
う

前
提
を
崩
さ
ぬ
ま
ま
統
一
的
国
家
体
制
を
打
ち
た
て
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
異
宗
派

婚
政
策
は
、
宗
派
同
権
の
原
則
を
掲
げ
な
が
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域

を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し

て
異
宗
派
婚
の
取
り
扱
い
は
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
双
方
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る）
16
（

。

元
々
プ
ロ
イ
セ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
は
主
と
し
て
シ
ュ
レ
ー

ジ
エ
ン
の
よ
う
な
東
部
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
啓
蒙
主
義
の

影
響
の
も
と
で
異
宗
派
婚
の
寛
大
な
実
施
が
な
さ
れ
て
お
り
、
聖

職
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
の
約
束
を
得
ら
れ
な
い
場
合
で
も
自
ら

の
裁
量
で
異
宗
派
婚
を
祝
福
し
て
い
た）

17
（

。
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
の
基

本
方
針
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
制
限
を
受
け
な
い
異
宗
派
婚
の

寛
大
な
実
施
を
、
新
た
に
獲
得
し
た
西
部
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
に
も

導
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
一
八
〇
三
年
の
帝
国

代
表
者
会
議
と
世
俗
化
に
よ
っ
て
旧
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
諸
侯
の
領

地
を
編
入
し
た
の
を
期
に
、
一
一
月
二
一
日
に
布
告
を
出
し
す
べ

て
の
嫡
出
子
の
宗
派
的
帰
属
を
父
親
の
宗
派
に
一
元
化
し
た
。
当

事
者
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
規
定
か
ら
の
逸
脱
は
認
め
ら

れ
た
が
、
そ
の
合
意
に
つ
い
て
い
か
な
る
異
議
申
立
て
も
許
さ
れ

な
い
と
さ
れ
た）

18
（

。
つ
ま
り
聖
職
者
な
ど
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
が

排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
お
い
て
、
プ
ロ
イ
セ

ン
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
と
い
う
歴
史
的
に

重
要
な
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
す
ぐ
さ
ま
こ
の

地
域
に
一
八
〇
三
年
の
布
告
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ラ
イ

ン
左
岸
で
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
典
が
維
持
さ
れ
、
ラ
イ
ン-

エ
ル

ベ
間
の
地
域
で
は
一
般
ラ
ン
ト
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り

異
宗
派
婚
に
関
し
三
つ
の
異
な
っ
た
規
定
が
併
存
す
る
こ
と
に
な

る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
、
一
八
二
一
年
に
領
邦
内
の
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
組
織
の
再
構
築
を
終
え
る
と
、
よ
う
や
く
一
八
二
五
年
八

月
一
七
日
に
政
令
を
出
し
、
一
八
〇
三
年
の
布
告
を
全
領
域
に
導

入
す
る）

19
（

。
し
か
し
国
家
の
体
制
的
統
一
を
打
ち
た
て
よ
う
と
す
る

こ
の
試
み
は
、
西
部
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
の
聖
職
者
か
ら
の
反
対
を

（
二
九
九
）　
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引
き
起
こ
し
た
。
少
な
く
な
い
聖
職
者
が
異
宗
派
婚
に
対
す
る
信

仰
上
の
懸
念
か
ら
、
少
な
く
と
も
妻
の
側
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育

の
約
束
を
得
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
婚
姻
に
立
ち
会
う
こ
と
を
拒
否

し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
異
宗
派
婚
の
当
事
者
は
子
供
を
カ
ト

リ
ッ
ク
で
教
育
す
る
か
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
の
結
婚
式
を
諦
め
る
か

の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
な
く
と
も

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
結
婚
式
や
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
あ
る
ラ
イ

ン
左
岸
に
限
れ
ば
市
民
婚
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
住

民
は
依
然
と
し
て
教
会
婚
に
重
き
を
お
い
て
い
た
し
、
政
府
と
し

て
も
住
民
に
宗
教
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
プ
ロ

イ
セ
ン
政
府
は
教
会
で
の
結
婚
を
放
棄
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

か
っ
た
が
、
司
祭
た
ち
に
祝
福
を
強
制
す
る
わ
け
に
も
い
か
な

か
っ
た
。
こ
の
困
難
を
解
決
す
る
唯
一
の
道
は
、
当
地
の
聖
職
者

た
ち
を
飛
び
越
え
て
直
接
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
条
約
を
結
び
、
異
宗

派
婚
に
対
す
る
信
仰
上
の
懸
念
を
聖
職
者
か
ら
取
り
除
く
こ
と
で

あ
っ
た
。
数
年
の
交
渉
の
後
、
両
者
は
合
意
に
達
し
、
一
八
三
〇

年
三
月
二
五
日
、
ケ
ル
ン
大
司
教
と
そ
の
属
司
教
に
宛
て
「
教
皇

小
勅
書
」
が
出
さ
れ
た）

20
（

。
こ
の
小
勅
書
も
ま
た
異
宗
派
婚
の
原
則

的
否
認
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
た
。
し
か
し
ま

た
、
司
祭
の
諫
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
宗
派
婚
を
避
け
ら
れ
な
い

場
合
に
は
、
そ
の
寛
大
な
実
施
を
指
示
し
て
も
い
た
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
聖
職
者
は
結
婚
当
事
者
に
対
し
子
供
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育

の
「
誓
約
」
を
迫
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
適
切
な
保
証
」
を
求

め
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
保
証
を
得
ら
れ
な
い
場
合
で

も
、
聖
職
者
は
祈
り
や
祝
福
を
授
け
る
こ
と
な
し
に
婚
姻
を
結
ぶ

も
の
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
聖
職
者
の
「
消
極
的
立
会
い
」
と
い
う

限
定
は
あ
っ
て
も
、
一
応
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
の
異
宗
派
婚
が
認

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
立
ち
会
わ
な

い
結
婚
、
福
音
主
義
に
よ
る
結
婚
や
市
民
婚
に
つ
い
て
も
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
的
に
有
効
と
さ
れ
、
子
供
の
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
で
の

教
育
に
対
す
る
聖
職
者
の
監
督
も
廃
止
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ

の
教
皇
小
勅
書
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

異
宗
派
婚
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る）

21
（

。
し
か
し
プ
ロ
イ
セ
ン
は

す
べ
て
の
異
宗
派
婚
が
祝
福
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、
教
皇
庁
と
新

た
な
交
渉
を
開
始
す
る
。
こ
の
交
渉
が
不
首
尾
に
終
わ
る
と
、
プ

ロ
イ
セ
ン
政
府
は
教
皇
庁
を
介
さ
ず
、
直
接
ケ
ル
ン
大
司
教
シ
ュ

ピ
ー
ゲ
ル
伯
爵
と
交
渉
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
が
大

司
教
に
求
め
た
の
は
、「
消
極
的
立
会
い
」
に
関
す
る
小
勅
書
の

指
示
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
八
三
四
年
六
月
一
九
日
、

両
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
合
意
に
達
す
る
。
こ
の
ベ
ル
リ
ン
秘
密

合
意
は
、「
消
極
的
立
会
い
」
に
よ
る
結
婚
を
「
可
能
な
か
ぎ
り

限
定
し
」、
カ
ト
リ
ッ
ク
新
婦
が
子
供
の
宗
教
的
教
育
に
つ
い
て

（
三
〇
〇
）　
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明
ら
か
に
「
思
慮
を
欠
い
て
い
る
」
場
合
に
限
っ
た）
22
（

。
つ
ま
り

「
消
極
的
に
立
会
う
」
か
否
か
は
、「
宗
教
的
心
情
」
を
慮
る
司
祭

の
手
に
委
ね
ら
れ
、
規
定
の
上
で
は
す
べ
て
の
場
合
で
祝
福
を

伴
っ
た
異
宗
派
婚
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
の
秋
、

こ
の
よ
う
な
教
皇
小
勅
書
を
都
合
良
く
解
釈
し
た
司
教
教
書
が
通

達
さ
れ
る）

23
（

。

し
か
し
一
八
三
五
年
九
月
に
大
司
教
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
が
亡
く

な
っ
た
こ
と
で
状
況
は
一
変
す
る
。
翌
年
五
月
二
九
日
に
ケ
ル
ン

大
司
教
に
叙
階
さ
れ
た
ク
レ
メ
ン
ス
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ド
ロ
ス
テ

=

フ
ィ
シ
ェ
リ
ン
ク
男
爵
は
、
二
〇
年
代
よ
り
ド
イ
ツ
西
部
で
活

発
化
し
て
い
た
教
皇
至
上
主
義
的
な
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
後
押
し
さ

れ
て
、
ベ
ル
リ
ン
秘
密
合
意
を
無
視
し
て
教
皇
小
勅
書
を
厳
格
に

実
施
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）

24
（

。
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
大
司
教
が

叙
任
前
に
ベ
ル
リ
ン
秘
密
合
意
に
従
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
た
こ

と
を
盾
に
、
再
度
合
意
に
従
う
こ
と
を
求
め
た
が
、
大
司
教
は
小

勅
書
と
秘
密
合
意
の
相
違
を
指
摘
し
合
意
に
従
わ
な
い
意
思
を
改

め
て
示
し
た
。
大
司
教
と
の
交
渉
の
失
敗
を
受
け
て
、
プ
ロ
イ
セ

ン
政
府
は
、
一
八
三
七
年
の
一
一
月
一
四
日
の
閣
議
で
大
司
教
を

そ
の
職
務
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
そ
し
て
二
〇
日
午

後
六
時
、
夕
闇
と
と
も
に
訪
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
州
長
官
ら
は
大

司
教
に
司
教
区
か
ら
の
立
ち
退
き
を
迫
っ
た
。
こ
の
奇
襲
じ
み
た

訪
問
に
は
ま
っ
た
く
不
必
要
な
動
員
ま
で
伴
っ
て
い
た
。
歩
兵
二

個
大
隊
に
よ
っ
て
館
前
の
道
は
塞
が
れ
、
庭
も
包
囲
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
兵
営
に
は
弾
薬
が
運
び
込
ま
れ
大
砲
に
は
散
弾
入
り
砲
弾

ま
で
込
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
結
局
、
大
司
教
は
立
退
き
要
求

に
対
し
て
し
ば
し
の
抵
抗
を
示
し
た
後
、
下
士
官
二
五
騎
に
護
衛

さ
れ
、
居
所
と
定
め
ら
れ
た
ミ
ン
デ
ン
要
塞
に
向
け
て
出
発
し
た
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
ケ
ル
ン
の
事
件
」
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
政

府
は
大
司
教
拘
引
を
正
当
化
す
る
た
め
、
二
一
日
の
朝
に
は
「
大

臣
告
知
」
を
ケ
ル
ン
の
街
角
に
掲
示
し
、
ま
た
新
聞
を
通
し
て
ラ

イ
ン
ラ
ン
ト
全
体
に
配
布
し
た）

25
（

。
そ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に

対
す
る
政
府
の
支
援
が
賞
賛
さ
れ
る
一
方
、
大
司
教
は
「
国
王
の

配
慮
を
見
誤
り
、
秩
序
を
撹
乱
し
た
」
と
非
難
さ
れ
て
い
た）
26
（

。
さ

ら
に
ケ
ル
ン
司
教
区
参
事
会
へ
の
告
示
で
は
大
司
教
と
ベ
ル
ギ
ー

の
カ
ト
リ
ッ
ク
党
派
に
よ
る
共
謀
ま
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

27
（

。
こ
の

よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
の
騒
ぎ
へ
の
警
戒
に
反
し
て
、
聖
職
者

も
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
も
差
し
当
た
っ
て
沈
黙
を
守
っ
て
い
た
と
い

う）
28
（

。
こ
の
事
件
に
画
期
的
性
格
を
与
え
、「
ケ
ル
ン
の
紛
争
」
と

呼
ば
れ
る
教
会
係
争
へ
と
発
展
さ
せ
た
の
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ゲ
レ

ス
の
『
ア
タ
ナ
ー
ジ
ウ
ス
』
で
あ
っ
た
。
一
八
三
八
年
一
月
に
出

版
さ
れ
た
『
ア
タ
ナ
ー
ジ
ウ
ス
』
は
二
ヶ
月
の
間
に
一
万
部
以
上

が
は
け
た
と
言
わ
れ）

29
（

、
既
に
五
月
に
は
第
四
版
が
販
売
さ
れ
る
に

（
三
〇
一
）　
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至
っ
て
い
る
。
監
督
官
庁
の
目
を
避
け
て
手
渡
し
で
回
覧
さ
れ
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
実
際
の
読
者
数
は
更
に
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ゲ
レ
ス
は
『
ア
タ
ナ
ー
ジ
ウ
ス
』
の
な
か
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府

に
よ
る
大
司
教
へ
の
非
難
を
論
駁
し
、
大
司
教
の
行
為
を
「
潔
白

で
非
の
打
ち
所
の
な
い
も
の
」
と
し
た）

30
（

。
政
府
に
よ
る
権
利
侵
害

と
暴
力
行
為
を
糾
弾
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
た
ち
の
法
権
利
意
識

に
訴
え
か
け
た
。
こ
う
し
て
ゲ
レ
ス
は
巧
み
に
大
司
教
の
問
題
を

す
べ
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
ゲ
レ
ス

は
事
件
の
原
因
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
求
め
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
や
が
て
政
治
的
革
命
へ
行
き
着
く
「
永
続
的

分
解
過
程
」
で
あ
る
と
い
う
。
合
理
主
義
と
敬
虔
主
義
は
こ
の
分

解
過
程
の
両
側
面
で
あ
り
、
国
家
を
「
市
民
的
兵
営
」
に
、
教
会

を
「
国
家
の
附
属
礼
拝
堂
」
に
変
え
た
の
で
あ
る）

31
（

。
ゲ
レ
ス
に
よ

れ
ば
、
ケ
ル
ン
の
事
件
と
は
こ
の
「
抽
象
的
国
家
と
抽
象
的
教

会
」
が
結
託
し
て
仕
掛
け
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
攻
撃
で

あ
っ
た）

32
（

。
事
件
直
後
の
十
二
月
一
〇
日
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一

六
世
は
枢
機
卿
た
ち
を
前
に
し
た
「
教
皇
式
辞
」
の
な
か
で
、
大

司
教
拘
引
の
不
正
を
批
判
し
、
そ
の
復
職
を
強
く
求
め
た
。
さ
ら

に
教
皇
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
教
会
政
策
の
手
法
を
暴
き
、
秘
密
合
意

に
よ
り
始
め
ら
れ
た
異
宗
派
婚
の
取
り
扱
い
が
、
一
八
三
〇
年
の

「
教
皇
小
勅
書
」
の
真
意
に
反
し
て
い
る
と
非
難
し
た）

33
（

。
ゲ
レ
ス

は
こ
の
「
教
皇
式
辞
」
を
取
り
上
げ
、
教
皇
が
「
教
会
を
単
な
る

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
見
做
す
」
近
代
の
錯
誤
を
打
ち
破
り
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
国
家
プ
ロ
イ
セ
ン
に
宣
戦
を
布
告
し
た
の
だ
と
煽
る）

34
（

。

ゲ
レ
ス
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
分
解
過
程
に
続
く
新
し

い
時
代
と
精
神
の
到
来
が
告
げ
ら
れ
た
と
し
、
呼
び
覚
ま
さ
れ
た

「
偉
大
な
精
神
の
運
動
」
が
、
教
会
を
国
家
の
支
配
か
ら
解
放
し
、

「
国
家
と
の
よ
り
深
く
永
続
的
な
統
一
」
へ
と
導
く
と
い
う）

35
（

。
こ

の
よ
う
に
ゲ
レ
ス
は
、
お
よ
そ
事
情
通
や
専
門
家
に
し
か
見
通
す

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
難
解
で
見
解
の
分
か
れ
る
問
題
を
極
度
に

一
般
化
し
て
叙
述
し
、
普
通
の
人
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
大
胆
な
単
純
化
は
共
感
と
反
感
を
掻
き
立
て
、

宗
派
の
混
在
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
な
か
に
既
に
存
在
し
て
い
た
緊

張
関
係
を
刺
激
し
、
激
し
い
教
会
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ

る
。こ

う
し
て
ケ
ル
ン
の
事
件
は
冊
子
や
雑
誌
で
熱
狂
的
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
れ
ら
の
出
版
物

の
目
録
を
作
成
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
も
の
だ
け

で
そ
の
数
二
八
二
に
及
ん
で
い
る）

36
（

。
怒
涛
の
よ
う
な
出
版
物
の
氾

濫
を
前
に
検
閲
は
ほ
ぼ
無
力
で
あ
っ
た
。
三
月
前
期
ド
イ
ツ
の
分

裂
し
た
領
邦
国
家
体
制
の
も
と
で
は
、
即
座
に
各
領
邦
政
府
が
協

調
し
て
検
閲
を
実
施
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

（
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ス
イ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
国
外
か
ら
禁
書
が
密
輸
入

さ
れ
れ
ば
、
打
つ
手
は
な
か
っ
た）

37
（

。
人
伝
い
に
回
覧
さ
れ
る
出
版

物
に
対
処
す
る
こ
と
は
監
督
官
庁
に
と
っ
て
困
難
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
て
流
通
し
た
大
量
の
出
版
物
を
通
し
て
、
ケ
ル
ン
大
司
教
を

支
持
す
る
党
派
、
反
教
皇
至
上
主
義
の
カ
ト
リ
ッ
ク
、
寛
大
な
異

宗
派
婚
の
実
施
を
支
持
す
る
者
な
ど
、
様
々
な
立
場
が
そ
の
声
を

広
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
半
は
「
ケ
ル
ン
の
事
件
」
に

つ
い
て
一
般
に
得
ら
れ
る
情
報
し
か
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
、
む
し
ろ
事
件
を
手
掛
か
り
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
や
信

条
が
展
開
さ
れ
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
良
い
だ
ろ
う）

38
（

。
こ
の
教
会
論

争
の
な
か
で
、
人
々
は
プ
ロ
・
コ
ン
ト
ラ
を
突
き
つ
け
ら
れ
、
部

外
者
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た）

39
（

。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
論
争
は
プ
ロ
イ

セ
ン
政
府
の
意
に
反
し
て
、
多
方
面
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
も
は
や
様
々
な
対
立
を
国
家
の
利
害
に
則
し
て
制
御
す
る
こ

と
な
ど
不
可
能
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
も
ま
た
公
式
、
非
公

式
に
自
ら
の
立
場
を
主
張
す
る
他
な
く
、
こ
の
論
争
の
一
方
の
陣

営
の
担
い
手
に
成
り
下
が
っ
て
い
た
。
実
際
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
政
策
は
窮
地
に
陥
っ
て
い
た
。
既
に
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
と
パ
ー
ダ
ー
ボ
ル
ン
の
司
教
お
よ
び
ト
リ
ア
ー
の
司
教
代
理

が
、
教
皇
式
辞
を
受
け
て
秘
密
合
意
か
ら
身
を
引
い
て
い
た
。
し

か
も
「
ケ
ル
ン
の
事
件
」
以
降
、
西
部
地
域
で
行
な
わ
れ
て
い
た

厳
格
な
異
宗
派
婚
の
取
り
扱
い
が
東
部
地
域
に
ま
で
拡
大
し
つ
つ

あ
っ
た
。
一
八
三
八
年
二
月
、
ポ
ー
ゼ
ン
・
グ
ネ
ー
ゼ
ン
大
司
教

は
こ
れ
ま
で
の
寛
大
な
実
施
を
誤
り
と
し
、
結
婚
の
祝
福
を
当
事

者
が
子
供
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
を
確
約
し
た
場
合
に
限
定
し
た
。

こ
れ
に
エ
ル
ム
ラ
ン
ト
と
ク
ル
ム
の
司
教
も
続
い
た
。
残
る
ブ
レ

ス
ラ
ウ
の
司
教
は
な
お
異
宗
派
婚
の
寛
大
な
実
施
を
支
持
し
て
い

た
が
、
教
皇
庁
か
ら
の
圧
力
の
み
な
ら
ず
司
教
区
参
事
会
や
聖
職

者
た
ち
の
、
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
世
論
の
厳
し
い
反
対
に
晒
さ
れ

て
い
た
。
教
皇
庁
と
の
交
渉
が
不
可
能
な
な
か
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に

残
さ
れ
て
い
た
の
は
ポ
ー
ゼ
ン
・
グ
ネ
ー
ゼ
ン
大
司
教
を
勾
留
す

る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。

三　

ル
ー
ゲ
と
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争

プ
ロ
イ
セ
ン
の
監
督
官
庁
お
よ
び
内
務
大
臣
ロ
ホ
ウ
は
ケ
ル
ン

教
会
論
争
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
敵
は
ケ
ル

ン
の
事
件
を
な
ん
と
際
限
な
く
広
げ
た
こ
と
か
。
彼
ら
は
教
会
と

国
家
に
つ
い
て
の
生
活
の
根
本
的
な
問
題
の
す
べ
て
を
ひ
と
ま
と

め
に
し
た
。
そ
し
て
大
司
教
の
運
命
と
は
全
く
関
係
な
い
は
ず
の

見
解
や
意
見
の
ご
た
ま
ぜ
を
我
々
に
浴
び
せ
か
け
た
の
だ
。）

40
（

」
プ

ロ
イ
セ
ン
政
府
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
反
対
に
直
面
し
て
袋
小
路

に
陥
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
ル
ー
ゲ
と
レ
オ
は
プ
ロ
テ
ス

（
三
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三
）　



三
〇
四

史　
　
　

学　

第
八
五
巻　

第
一-

三
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

タ
ン
ト
国
家
プ
ロ
イ
セ
ン
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
に
な

る
。一

八
三
八
年
の
四
月
、
ハ
レ
大
学
の
保
守
的
な
歴
史
学
教
授
レ

オ
は
、
こ
の
ロ
ホ
ウ
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
『
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ゲ
レ

ス
へ
の
公
開
書
状
』
を
出
版
し
た）

41
（

。
レ
オ
に
よ
れ
ば
、
ケ
ル
ン
の

事
件
の
責
任
は
大
司
教
の
「
ヴ
ェ
ル
フ
派
的
行
為
」
に
あ
っ
た）

42
（

。

か
つ
て
ヴ
ェ
ル
フ
派
（
教
皇
派
）
は
、
教
会
を
世
俗
の
権
力
を
備

え
た
「
帝
国
内
の
帝
国
」
に
高
め
よ
う
と
し
、
帝
国
の
統
一
と
い

う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
利
害
を
代
表
し
て
い
た
皇
帝
派
と
の
争
い
を
招

い
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
大
司
教
は
「
現
に
存
在
し
承
認
さ
れ
た

法
権
利
と
国
家
の
諸
制
度
」
を
無
視
し
、
か
つ
て
の
聖
職
諸
侯
の

よ
う
に
世
俗
の
富
と
権
力
を
握
り
自
ら
国
家
主
権
を
行
使
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る）

43
（

。
こ
の
よ
う
に
レ
オ
が
国
家
と
教
会
の
世
俗
的

権
力
争
い
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
背
景
に
は
、
ケ
ル
ン
教
会
論
争
に

お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
保
守
派
の
困
惑
が
あ
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
保
守
派
は
、
大
司
教
に
対
す
る
処
置
に
つ
い
て
は
プ
ロ
イ

セ
ン
政
府
を
擁
護
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
政

府
の
あ
ま
り
に
合
理
主
義
的
な
教
会
政
策
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ゲ

レ
ス
の
批
判
を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
初
頭
よ
り

カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
双
方
で
高
ま
っ
た
信
仰
覚
醒
に

よ
り
、
宗
派
の
違
い
を
超
え
て
合
理
的
即
物
的
な
時
代
傾
向
に
対

す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
・
保
守
的
戦
線
」
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た）

44
（

。

こ
の
戦
線
は
「
ケ
ル
ン
の
事
件
」
に
直
面
し
て
崩
壊
し
た
が
、
し

か
し
プ
ロ
イ
セ
ン
の
合
理
主
義
的
教
会
政
策
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
保
守
派
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
、
そ
の
カ
ト
リ
ッ
ク

政
策
と
並
行
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
内
の
宗
派
対
立
を
緩
和
す

る
こ
と
を
狙
い
、
ル
タ
ー
派
と
改
革
派
を
福
音
派
合
同
へ
と
教
会

行
政
的
に
ま
と
め
上
げ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
レ
オ
の
よ
う
な
敬
虔

主
義
的
ル
タ
ー
派
か
ら
す
れ
ば
、
合
理
主
義
的
官
僚
政
治
に
よ
る

信
仰
の
自
由
の
抑
圧
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
ゲ
レ
ス
が
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
全
体
を
ケ
ル
ン
の
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
と

し
て
批
判
し
た
こ
と
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
保
守
派
は
自
ら
の
正

統
信
仰
を
合
理
主
義
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
必
要
に
迫
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
レ
オ
は
、
ゲ
レ
ス
に
対
し
て
プ
ロ
イ

セ
ン
政
府
の
処
置
を
擁
護
し
な
が
ら
も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
現

状
に
関
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
の
合
理
主
義
に
批
判
を
向
け
る
。
レ
オ

は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
つ
い
て
、
そ
の
中
心
は
福
音
主
義
的

な
意
味
で
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
り
、
そ
れ
は
共
に
秘
跡
に
預
か
り
、

互
い
を
倫
理
的
に
監
視
し
、
ま
た
相
互
に
援
助
し
合
う
た
め
の
宗

教
的
同
盟
で
あ
る
と
す
る
。
レ
オ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
心
を
包
む

周
縁
を
成
し
て
い
る
の
が
教
会
官
吏
で
あ
っ
た
。
レ
オ
は
こ
の
周

（
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縁
が
国
家
の
監
督
の
も
と
で
「
教
区
監
督
の
業
務
、
教
会
の
記
録

簿
や
資
産
管
理
、
果
て
は
正
確
な
時
鐘
に
至
る
ま
で
」
見
事
に
機

能
し
て
い
る
と
す
る
一
方
、
こ
の
外
枠
の
中
身
、
信
仰
共
同
体
と

し
て
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判
す
る
。
現

在
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
の
外
枠
を
成
す
監
督
的
な
機
能
だ
け
が

残
っ
た
た
め
、「
人
々
が
集
い
、
市
区
に
居
を
定
め
、
出
生
と
死

亡
が
教
会
記
録
簿
に
記
入
さ
れ
る
」
監
督
的
共
同
体
と
見
做
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
レ
オ
は
周
縁
化
し
た
ゲ
マ
イ
ン
デ

の
現
状
を
嘆
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
破
門
と
改
悛
に
よ
る
「
躾

と
厳
格
な
秩
序
」
に
共
感
を
寄
せ
る
の
で
あ
る）

45
（

。
プ
ロ
イ
セ
ン
政

府
は
結
婚
当
事
者
に
対
す
る
聖
職
者
の
諫
言
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に

よ
る
異
宗
派
婚
の
差
別
的
取
り
扱
い
と
見
做
し
て
い
た
が
、
レ
オ

か
ら
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
「
躾
」
は
、
そ
の
内
容
が
カ
ト
リ
ッ
ク

の
教
理
で
あ
る
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
、
教
会
本
来
の
使
命
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
レ
オ
は
ゲ
レ
ス
と
同
じ
く
、「
抽
象
的
教
会
」

と
化
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
批
判
す
る
一
方
で
、
ゲ
レ
ス

の
批
判
か
ら
敬
虔
主
義
を
擁
護
す
る
。
レ
オ
に
よ
れ
ば
、
敬
虔
主

義
者
は
ゲ
レ
ス
が
批
判
す
る
よ
う
な
内
面
性
に
し
が
み
つ
く
だ
け

で
公
的
生
活
を
合
理
主
義
の
手
に
委
ね
る
よ
う
な
「
静
的
絶
対
的

党
派
」
で
は
な
く
、
合
理
主
義
に
よ
っ
て
「
抽
象
的
教
会
」
と
化

し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
、
再
び
信
徒
共
同
体
を
復
活
さ
せ

る
「
動
的
な
党
派
」
で
あ
っ
た）

46
（

。
レ
オ
は
敬
虔
主
義
者
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
ケ
ル
ン
の
事
件
で
カ

ト
リ
ッ
ク
の
「
機
械
的
な
統
一
」
と
敵
対
し
た
こ
と
で
、「
さ
ら

に
高
貴
で
強
固
な
統
一
の
き
ず
な
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し

て
レ
オ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
革
命
と
結
び
つ
け
る
ゲ
レ

ス
の
批
判
を
退
け
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
革
命
の
源
泉
を
専
ら

「
革
命
的
自
由
主
義
的
党
派
」
に
帰
す
る
。
レ
オ
は
こ
の
党
派
に

つ
い
て
、
そ
れ
は
大
都
市
以
外
で
は
現
実
の
党
派
に
な
っ
て
い
な

い
と
し
な
が
ら
、
明
ら
か
に
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
を
意
識
し
て
以
下

の
よ
う
に
述
べ
る
。「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
革
命
的
自
由
主
義
的
な
輩

に
潜
ん
で
い
る
も
の
は
遠
か
ら
ず
哲
学
の
学
派
と
い
う
形
で
姿
を

現
す
だ
ろ
う
。）

47
（

」

ル
ー
ゲ
と
レ
オ
は
ハ
レ
大
学
の
同
僚
で
あ
り
、
カ
ー
ル
・
ロ
ー

ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
が
一
八
三
三
年
に
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
に
移
る
ま

で
は
、
彼
の
主
催
す
る
集
い
で
交
友
し
て
も
い
た）

48
（

。「
ケ
ル
ン
の

事
件
」
の
一
月
後
、
ル
ー
ゲ
は
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
「
レ
オ
は

ケ
ル
ン
の
大
司
教
の
肩
を
持
ち
、
彼
を
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
が
罷
免

し
た
と
ひ
ど
く
怒
っ
て
い
ま
す
」
と
伝
え
て
い
る）

49
（

。
ル
ー
ゲ
に

と
っ
て
、
レ
オ
が
「
ケ
ル
ン
の
事
件
」
を
引
き
起
こ
し
た
プ
ロ
イ

セ
ン
の
教
会
政
策
を
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
仕
業
と
捉
え
て
い
た
の
は

周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
彼
が
ゲ
レ
ス
批
判
を
著
す
と
聞
い

（
三
〇
五
）　
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て
、
ル
ー
ゲ
は
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
レ
オ
が
ど
う
や
っ
て
窮
地
を
脱
す
る
の
か
、
興
味
を
引
か

れ
ま
す
。﹇
…
﹈
レ
オ
は
お
そ
ら
く
慎
重
な
態
度
を
と
る
の
で

し
ょ
う
。
で
す
が
ど
う
や
っ
て
？
何
し
ろ
彼
は
こ
れ
ま
で
の
著
作

で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
に
よ
る
近
代

の
発
展
を
情
け
容
赦
な
く
否
定
し
て
き
た
の
で
す
。」
ル
ー
ゲ
は

「
レ
オ
を
哲
学
の
立
場
か
ら
徹
底
的
に
批
判
し
、
そ
の
突
飛
な
思

い
つ
き
を
完
全
に
打
ち
倒
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
、

近
々
出
さ
れ
る
記
事
の
な
か
で
レ
オ
を
批
評
し
た
こ
と
を
伝
え
る）

50
（

。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
批
評
と
は
、
四
月
七
日
か
ら
一
一
日
に
か
け

て
掲
載
さ
れ
た
ハ
レ
大
学
に
関
す
る
報
告
で
あ
る）

51
（

。
ル
ー
ゲ
は
こ

の
報
告
の
な
か
で
レ
オ
を
評
価
し
て
、
出
来
事
の
背
後
に
埋
も
れ

た
自
己
意
識
の
運
動
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の

客
観
的
過
程
を
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
。
し
か
し
ル
ー

ゲ
に
よ
れ
ば
、
レ
オ
は
歴
史
の
客
観
的
過
程
を
た
だ
心
情
的
に
共

感
と
反
感
で
受
け
止
め
る
た
め
、
歴
史
を
良
き
歴
史
と
悪
し
き
歴

史
に
分
け
て
し
ま
う
。
レ
オ
は
「
分
別
を
行
う
主
体
の
勝
手
気
ま

ま
な
思
い
つ
き
」
に
立
ち
返
っ
て
し
ま
う
か
ら
、「
世
界
史
の
弁

証
法
」
を
捉
え
損
な
い
、
革
命
に
「
心
情
的
な
最
後
の
審
判
」
を

下
し
、
自
然
発
生
的
な
も
の
を
中
断
す
る
悪
し
き
歴
史
と
し
て
切

り
捨
て
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
世
界

史
の
全
体
と
は
こ
う
し
た
中
断
の
連
続
で
あ
り
、
否
定
的
な
モ
メ

ン
ト
も
ま
た
歴
史
の
実
体
的
な
動
き
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ル
ー

ゲ
は
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
革
命
的
傾
向
を
批
判
し
た
レ
オ
を
念
頭

に
置
い
て
、
革
命
は
世
界
史
の
弁
証
法
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
の

で
あ
り
、「
革
命
に
つ
い
て
大
声
で
喚
く
必
要
は
な
い
」
と
指
摘

す
る）

52
（

。
六
月
の
末
、
ル
ー
ゲ
は
レ
オ
の
『
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ゲ
レ
ス
へ

の
公
開
書
状
』
を
『
ハ
レ
年
誌
』
で
書
評
す
る
。
こ
の
書
評
は
、

レ
オ
が
「
心
情
的
な
最
後
の
審
判
の
立
場
」
か
ら
批
判
的
に
叙
述

し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
現
状
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
「
世
界
史
の
弁

証
法
」
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ゲ
に
と
っ

て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
間
の
ケ
ル
ン
教
会

係
争
は
歴
史
的
に
決
定
済
み
の
問
題
で
あ
っ
た）

53
（

。
ル
ー
ゲ
に
よ
れ

ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
と
は
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て

外
的
権
威
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
意
志
の
発
展
の
原
理
で
あ
る
。

こ
の
「
良
心
と
思
惟
が
も
つ
権
利
と
力
」
が
「
国
家
と
宗
教
の
な

か
で
ド
イ
ツ
精
神
を
自
由
に
形
成
し
て
き
た
」
の
で
あ
る）

54
（

。
ル
ー

ゲ
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
由
な
精
神
に
つ
い
て
、
今
や
そ
れ
は

「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
驚
嘆
す
べ
き
現
実
に
繁
栄
し
て
い
る
」

と
述
べ
る）

55
（

。
だ
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
抵
抗
に
は
「
歴
史
の
審
判
」
が
既
に
下
っ
て
お
り
、
ゲ
レ
ス

は
『
ア
タ
ナ
ー
ジ
ウ
ス
』
に
よ
っ
て
「
敗
け
戦
の
宣
戦
布
告
」
を

（
三
〇
六
）　
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し
た
の
で
あ
る）
56
（

。
だ
が
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
に
よ
る
解

放
が
宗
派
的
偏
見
を
内
面
的
に
も
法
的
に
も
取
り
除
い
て
い
く
に

つ
れ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
は
確
か
に
カ
ト
リ
ッ

ク
の
間
に
浸
透
し
て
い
っ
た
が
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
原
理
も
、
そ

の
世
界
史
的
な
敗
北
に
も
か
か
わ
ら
ず
精
神
の
な
か
に
残
存
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
ル
ー
ゲ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
に
も

カ
ト
リ
ッ
ク
的
精
神
が
浸
透
し
て
い
る
と
し
、
レ
オ
の
ゲ
レ
ス
批

判
に
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
」
が
現
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
党
派
的
に
占
有
し
得
る
と
思
い
上
が
っ
た

「
敬
虔
主
義
者
の
排
他
性
」
で
あ
る
。
レ
オ
や
『
ベ
ル
リ
ン
政
治

週
報
』、
ヘ
ン
グ
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
は
、
そ
の
党
派
的
キ
リ
ス
ト
教

観
か
ら
、「
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
キ
リ
ス
ト
教
性
を
裁
こ
う
と
す
る
」）

57
（

。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
破
門
や
改
悛
の
よ
う
な
「
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る

純
粋
に
監
督
的
な
も
の
」
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
導
入
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る）

58
（

。
し
か
し
「
ケ
ル
ン
の
事
件
」
が
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
対
立
を
顕
在
化
さ
せ
、
カ
ト
リ
シ
ズ

ム
に
つ
い
て
の
寛
容
の
意
識
を
取
り
払
っ
た
。
ル
ー
ゲ
は
ケ
ル
ン

教
会
論
争
で
高
ま
っ
た
反
カ
ト
リ
ッ
ク
意
識
を
念
頭
に
置
い
て
、

「
ケ
ル
ン
の
事
件
」
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
に
埋
も
れ
て
い
た

カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
を
顕
在
化
さ
せ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
が
獲
得
し
た
「
自
由
な
精
神
」
を
自
覚
す
る
絶
好
の
契
機
で
あ

る
と
述
べ
る）

59
（

。
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
自
由
な
精
神
」
と
は
、

近
代
の
発
展
の
原
動
力
と
し
て
の
「
思
惟
と
良
心
に
お
け
る
精
神

の
自
由
」
で
あ
り
、
こ
の
発
展
の
最
高
の
成
果
と
し
て
の
プ
ロ
イ

セ
ン
の
「
法
制
度
と
行
政
組
織
」
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
自
由

意
志
の
原
理
を
現
実
に
展
開
す
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
「
理
性
の
現

実
化
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」）

60
（

。
ル
ー
ゲ
か
ら
す

れ
ば
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
宗
教
的
政
治
的
生
活
」
を
教
会
の
荒
廃

と
見
做
し
、
そ
の
歴
史
的
必
然
性
を
認
め
な
い
レ
オ
の
方
こ
そ
、

プ
ロ
イ
セ
ン
を
そ
の
歴
史
的
使
命
か
ら
逸
脱
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ル
ー
ゲ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
政
策
と
哲

学
と
の
方
向
性
の
一
致
を
確
信
し
、
哲
学
に
革
命
の
嫌
疑
を
掛
け

る
レ
オ
に
対
し
「
い
っ
た
い
誰
に
」
訴
え
よ
う
と
い
う
の
か
と
問

い
か
け
て
い
る）

61
（

。

ル
ー
ゲ
は
こ
の
書
評
の
抜
き
刷
り
を
レ
オ
に
送
っ
た
そ
う
で
あ

る
が
、
こ
の
書
評
は
激
し
い
批
難
の
応
酬
の
口
火
と
な
っ
た
。
七

月
に
な
る
と
レ
オ
が
『
ゲ
レ
ス
へ
の
公
開
書
状
』
の
第
二
版
を
出

版
し
、
そ
の
序
文
で
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
耕
し
た
土

壌
に
生
え
た
雑
草
に
喩
え
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
進
歩
を
唱
え
つ
つ

「
社
会
革
命
」
を
企
ん
で
い
る
と
批
判
し
た）

62
（

。『
ベ
ル
リ
ン
政
治
週

報
』
の
記
事
は
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
を
革
命
の
党
派
と
決
め
つ
け

た）
63
（

。
他
方
ル
ー
ゲ
は
こ
れ
ら
二
つ
を
取
り
上
げ
て
根
拠
の
無
い

（
三
〇
七
）　
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「
告
発
」
で
あ
る
と
批
難
し
た）
64
（

。
そ
し
て
八
月
に
は
レ
オ
が

『
ヘ
ー
ゲ
リ
ン
ゲ
ン
（
ヘ
ー
ゲ
ル
小
僧
た
ち
）』
を
出
版
し
、
若
き

ヘ
ー
ゲ
ル
派
に
対
す
る
「
訴
因
」
を
列
挙
し
た）

65
（

。
レ
オ
に
よ
れ
ば
、

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
は
人
格
的
神
、
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神

の
受
肉
、
人
格
的
不
死
性
と
い
っ
た
現
存
す
る
あ
ら
ゆ
る
教
会
に

と
っ
て
根
本
的
な
信
仰
箇
条
を
明
ら
か
に
否
定
し
て
い
る
。
何
よ

り
レ
オ
に
と
っ
て
我
慢
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
こ
う
し
た
キ
リ

ス
ト
教
の
否
定
を
虫
唾
の
奔
る
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
で
覆
い
隠
し
、
あ
た

か
も
キ
リ
ス
ト
教
的
党
派
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら
は
そ
の
無
神
論
を
厚
か
ま
し
く
も

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
と
称
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
こ
の

原
理
で
方
向
づ
け
、
国
家
に
奉
仕
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ル
ー
ゲ
と
レ
オ
の
争
い
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
家
プ
ロ
イ
セ
ン

の
方
向
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
レ
オ
の
若
き
ヘ
ー

ゲ
ル
派
に
対
す
る
非
キ
リ
ス
ト
教
性
の
批
判
が
、
彼
の
カ
ト
リ
ッ

ク
批
判
以
上
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

こ
の
ル
ー
ゲ
と
レ
オ
の
争
い
は
、
や
が
て
彼
ら
の
周
囲
の
あ
ら

ゆ
る
領
域
に
影
を
落
と
し
た
。
ハ
レ
の
「
交
友
関
係
、
私
生
活
、

大
学
で
の
社
交
、
す
べ
て
が
ゆ
っ
く
り
と
巻
き
添
え
を
食
ら
っ

た
」）

66
（

。
一
一
月
一
九
日
の
『
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
新
聞
』
に
は
ハ
レ
大

学
の
同
僚
た
ち
に
よ
る
声
明
が
出
さ
れ
、
ル
ー
ゲ
が
平
和
の
攪
乱

者
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
た）

67
（

。
こ
う
し
て
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争

が
激
し
さ
を
ま
し
て
い
く
な
か
、
ル
ー
ゲ
は
ベ
ル
リ
ン
に
赴
き
、

文
化
大
臣
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
会
談
す
る
機
会
を
得
た
。
そ

の
際
、
ル
ー
ゲ
は
レ
オ
を
は
じ
め
と
し
た
ハ
レ
大
学
の
同
僚
と
の

争
い
を
止
め
る
よ
う
に
、
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
釘
を
差
さ

れ
て
い
る
。
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
敬
虔
主
義
的
正
統
派
か
ら

『
ハ
レ
年
誌
』
へ
の
処
置
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
影
響
力
を

簡
単
に
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は

後
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
と
な
る
皇
太
子
を
通

し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
宮
廷
や
政
府
に
強
い
影
響
力
を
保
持
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る）

68
（

。
ま
た
プ
ロ
イ
セ
ン
が
カ
ト
リ
ッ
ク
側
か
ら
の
厳

し
い
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
ハ
レ
大
学
と
い
う
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
牙
城
で
の
争
い
は
、
確
か
に
政
府
に
と
っ
て
も
好
ま

し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
テ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
時
、「
私
の
目
の
黒
い
う
ち
は
、
誰
で
あ

れ
至
上
の
営
み
で
あ
る
思
想
に
介
入
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い
」
と

述
べ
、『
ハ
レ
年
誌
』
の
活
動
に
理
解
を
示
し
、
学
問
的
議
論
の

自
由
を
保
障
し
た
と
い
う
。
し
か
も
レ
オ
と
の
争
い
を
う
ま
く
片

付
け
ら
れ
た
な
ら
ば
、
ル
ー
ゲ
に
大
学
で
の
ポ
ス
ト
を
与
え
る
と

約
束
さ
え
し
た
の
で
あ
る）

69
（

。
ル
ー
ゲ
は
妻
に
宛
て
、
こ
の
ベ
ル
リ

ン
訪
問
の
「
望
外
の
」
手
応
え
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
世
界

（
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史
の
歯
車
が
、
ロ
バ
に
騎
乗
し
た
陰
険
な
敵
の
部
隊
を
粉
砕
す
る

だ
ろ
う
」
と
述
べ
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
騎
兵
大
将
」
と
名
乗
っ

て
い
る）

70
（

。
ベ
ル
リ
ン
訪
問
の
直
前
、
ル
ー
ゲ
は
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル

論
争
に
関
わ
る
自
分
の
論
文
を
、『
プ
ロ
イ
セ
ン
と
反
動
』
と
し

て
出
版
し
、
新
た
に
付
け
加
え
た
序
論
の
な
か
で
解
放
戦
争
以
後

の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
歴
史
を
描
い
た
。
そ
れ
は
「
宗
教
的
政
治
的
ロ

マ
ン
主
義
」
の
「
反
動
」
を
乗
り
越
え
、
自
由
を
現
実
化
し
て
い

く
必
然
的
な
過
程
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ゲ
は
、
解
放
戦
争
の
熱
狂
の

な
か
で
「
自
由
の
感
情
」
は
万
人
に
と
っ
て
「
獲
得
財
産
」
と

な
っ
た
と
し
た
う
え
で）

71
（

、
こ
の
自
由
な
感
情
の
主
体
性
が
自
覚
的

な
国
家
の
生
命
と
し
て
客
観
的
な
制
度
の
な
か
で
現
実
的
な
発
展

を
遂
げ
て
い
く
過
程
を
描
い
て
い
る）

72
（

。
こ
れ
に
対
し
、
自
ら
も
参

加
し
た
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
運
動
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
自
由

の
感
情
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
客

観
事
態
と
な
っ
た
自
由
を
捉
え
損
な
っ
た
と
批
判
す
る）

73
（

。
ル
ー
ゲ

に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
現
実
と
無
媒
介
の
直
接
的
事
態
を
理
想
と
し

て
掲
げ
た
が
、
こ
の
反
対
は
プ
ロ
イ
セ
ン
で
「
現
在
し
て
い
る
精

神
」
か
ら
の
対
抗
を
受
け
、
敢
え
無
く
敗
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。

ル
ー
ゲ
に
と
っ
て
、
こ
の
無
力
な
「
宗
教
的
政
治
的
ロ
マ
ン
主

義
」
が
纏
う
現
在
の
姿
こ
そ
、
ゲ
レ
ス
の
教
皇
至
上
主
義
的
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
で
あ
り
、
レ
オ
の
敬
虔
主
義
的
正
統
派
的
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
プ
ロ
イ
セ
ン
が
担

う
「
世
界
史
の
歯
車
」
を
押
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る
無
謀
な
「
反

動
」
な
の
で
あ
る）

74
（

。

プ
ロ
イ
セ
ン
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ゲ
の
確
信
は
や
が
て

不
信
へ
と
転
化
し
て
い
く
。
翌
一
八
三
九
年
一
月
一
九
日
の
手
紙

の
な
か
で
、
ル
ー
ゲ
は
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
す
る
不
満
を

述
べ
て
、
彼
が
ベ
ル
リ
ン
を
訪
問
し
た
際
に
ル
ー
ゲ
の
活
動
を
私

的
に
は
是
認
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
未
だ
公
的
に
は
静
観
し

て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る）

75
（

。
ル
ー
ゲ
は
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

と
の
約
束
通
り
レ
オ
と
の
争
い
を
収
束
さ
せ
た
つ
も
り
で
あ
っ
た

が
、
新
学
期
を
控
え
た
三
月
に
な
っ
て
も
約
束
さ
れ
た
教
授
職
を

得
ら
れ
な
か
っ
た）

76
（

。
ル
ー
ゲ
か
ら
す
る
と
、
政
府
が
彼
の
期
待
と

は
逆
の
意
思
を
世
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
頃
『
ハ
レ
年
誌
』
も
ま
た
検
閲
の
ト
ラ
ブ
ル
を
初
め
て
味
わ
っ

て
い
る
。
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
を
扱
っ
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
論
文
が
連
載
途
中
で
掲
載
停
止
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
ゲ

が
世
界
史
の
必
然
的
な
動
き
と
し
て
捉
え
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
教
会

政
策
も
、
ケ
ル
ン
教
会
論
争
の
な
か
で
袋
小
路
に
陥
っ
て
い
た
。

ル
ー
ゲ
は
、
ケ
ル
ン
、
ポ
ー
ゼ
ン
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
で
泥
沼
化

し
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
問
題
を
挙
げ
、「
こ
れ
ら
の
事
件
す
べ
て

ひ
っ
く
る
め
て
も
ま
だ
国
家
が
反
啓
蒙
の
危
険
を
そ
の
根
本
か
ら
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確
信
で
き
な
い
と
は
驚
き
だ
」
と
述
べ
る）
77
（

。
そ
し
て
七
月
、
ル
ー

ゲ
は
前
学
期
よ
り
ハ
レ
大
学
で
出
回
っ
て
い
た
教
授
た
ち
を
中
傷

す
る
匿
名
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
を
め
ぐ
っ
て
、
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

か
ら
「
叱
責
」
を
受
け
た）

78
（

。
彼
は
ハ
レ
の
同
僚
を
批
判
す
る
こ
と

を
禁
じ
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
期
待
し
て
い
た
教
授
職
へ
の
道
も
完

全
に
断
た
れ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る）

79
（

。
ル
ー
ゲ
は
『
ハ

レ
年
誌
』
に
専
念
す
る
こ
と
を
決
め
、
一
一
月
三
日
付
で
大
学
に

届
け
出
を
出
し
て
私
講
師
の
職
を
辞
し
た）

80
（

。
一
一
月
一
七
日
、

ル
ー
ゲ
は
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
宛
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
現
状
を

以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
ロ
マ
ン
主
義

と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
た
め
に
、
自
由
で
勇
敢
な
学
問
の
利
害
を
犠

牲
に
し
ま
し
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
自
ら
の
原
理
に
背
を
向
け
た
現

存
在
に
堕
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。）

81
（

」

「
こ
の
一
年
で
プ
ロ
イ
セ
ン
は
我
々
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
は

ル
ー
ゲ
の
不
平
に
満
ち
た
手
紙
を
受
け
て
、
彼
に
問
い
か
け
て
い

る）
82
（

。
確
か
に
プ
ロ
イ
セ
ン
が
八
月
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
オ
ー
ス

ト
リ
ア
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
憲
法
停
止
を
支
持

し
た
こ
と
は
大
き
な
失
望
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
そ
れ
で

も
プ
ロ
イ
セ
ン
の
あ
り
方
が
急
激
に
変
化
を
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
変
化
し
た
の
は
ル
ー
ゲ
の
認
識
で
あ
る
。
レ
オ

た
ち
敬
虔
主
義
者
に
敵
対
す
る
あ
ま
り
、
ル
ー
ゲ
が
描
い
た
プ
ロ

イ
セ
ン
像
は
あ
ま
り
に
理
想
的
で
あ
り
、
抽
象
的
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
歴
史
の
担
い
手
と
し
て
描
く
な
か
で
、
彼

が
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
「
改
革
」
ば
か
り
で
な
く
、

ウ
ィ
ー
ン
会
議
後
の
「
復
古
」
ま
で
も
は
っ
き
り
と
正
当
化
し
て

い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る）

83
（

。
そ
れ
で
も
ル
ー
ゲ
は
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
に
従
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
が
主
体
的
な

自
由
を
客
観
的
制
度
の
な
か
で
段
階
的
に
媒
介
し
実
現
し
て
い
く

こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。
し
か
し
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
を
通
し

て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
現
状
の
プ
ロ
イ
セ
ン
で

は
、
こ
の
原
理
を
敬
虔
主
義
者
の
唱
え
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も

の
」
に
対
し
て
貫
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
描
く

理
想
の
プ
ロ
イ
セ
ン
と
現
実
と
の
乖
離
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

ル
ー
ゲ
は
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
哲
学
者
の
真
の
あ
り
方
に
つ
い

て
問
い
か
け
、
そ
れ
は
「
国
家
の
現
存
在
と
そ
の
理
念
と
を
分
別

す
る
こ
と
」、
つ
ま
り
批
判
で
あ
る
と
述
べ
る）

84
（

。
ル
ー
ゲ
は
一
八

三
九
年
一
一
月
の
「
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ト
レ
ッ
ク
フ
ー
ス
と
プ
ロ
イ

セ
ン
主
義
」
の
な
か
で
、
初
め
て
プ
ロ
イ
セ
ン
に
批
判
を
向
け
る
。

ル
ー
ゲ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
を
監
督
国
家
と
し
て
批
判
す
る
。
ル
ー
ゲ

に
よ
れ
ば
、
確
か
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
官
僚
組
織
は
行
政
を
思
慮
深

く
合
理
的
に
運
営
し
て
は
い
る）

85
（

。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
役
人
に

（
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よ
っ
て
快
適
な
生
活
を
保
証
さ
れ
る
の
と
引
き
換
え
に
、
市
民
は

国
家
と
い
う
精
神
の
営
み
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
国
家
の
自
己

意
識
は
国
王
と
政
府
だ
け
に
帰
属
し
、
常
に
市
民
の
意
識
が
見
通

す
こ
と
の
で
き
な
い
彼
岸
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ル
ー
ゲ
は
、
こ
う

し
た
国
家
が
打
ち
立
て
る
一
般
的
な
事
態
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に

合
理
的
に
監
督
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、「
せ
い
ぜ
い
外
面
的
な
繋

が
り
で
あ
り
、
全
体
の
自
己
意
識
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る）

86
（

。

ル
ー
ゲ
は
こ
の
よ
う
な
外
面
的
な
体
制
を
「
国
家
に
お
け
る
カ
ト

リ
ッ
ク
的
な
も
の
」
と
呼
び
、
プ
ロ
イ
セ
ン
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
突

き
つ
け
て
い
る
反
対
を
鎮
め
ら
れ
な
い
の
も
当
然
だ
と
批
判
す
る
。

ル
ー
ゲ
に
と
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
「
絶
対
的
な
も

の
を
所
有
す
る
精
神
」
の
こ
と
で
あ
り
、
市
民
は
国
家
が
独
り
占

め
に
し
て
い
る
絶
対
的
な
も
の
に
、「
理
論
的
に
は
完
全
な
自
己

意
識
を
も
っ
て
、
実
践
的
に
は
自
由
な
自
治
に
よ
っ
て
関
与
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る）

87
（

。
こ
う
し
て
ル
ー
ゲ
は
監
督
国
家

と
し
て
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
あ
り
方
に
批
判
を
向
け
、
そ
れ
に
対
し

て
憲
法
と
代
表
制
の
要
求
を
突
き
つ
け
る
。
し
か
し
ル
ー
ゲ
に

と
っ
て
こ
の
要
求
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
現
実
と
無
媒
介
の
無
力
な
当

為
で
は
な
い
。
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

ル
ー
ゲ
に
と
っ
て
哲
学
者
は
、
歴
史
の
弁
証
法
が
紡
が
れ
る
「
機

織
り
機
に
腰
掛
け
」、
歴
史
の
最
終
的
な
成
果
を
見
通
し
、
真
に

実
定
的
な
現
実
を
捉
え
る
「
現
在
の
意
識
」
で
あ
っ
た
。
哲
学
が

突
き
つ
け
る
当
為
と
は
、
法
権
利
と
自
由
の
現
実
化
と
い
う
現
実

の
歴
史
的
運
動
か
ら
生
じ
た
当
為
で
あ
り
、「
真
の
現
実
」
な
の

で
あ
る）

88
（

。

レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
宗
教
政
策
が
問
題

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
論
争
は
、
ル
ー
ゲ
と
レ
オ
の
間

の
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
と
敬
虔
主
義
者
た
ち
と
の
間
の
政
治
的
対

立
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
レ
オ
を
は
じ
め
と
し
た

宗
教
的
立
場
は
、
ル
ー
ゲ
と
『
ハ
レ
年
誌
』
が
示
す
思
想
傾
向
の

危
険
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
、
そ
こ
に
寄
稿
し
て
い
た
若
き
ヘ
ー

ゲ
ル
派
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
も

ま
た
こ
う
し
た
敵
対
に
直
面
し
て
そ
の
思
想
的
政
治
的
な
方
向
性

を
定
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る）

89
（

。
ル
ー
ゲ
自
身
も
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル

論
争
を
通
し
て
、
自
ら
の
思
想
に
反
省
を
向
け
、
そ
の
抽
象
性
を

自
覚
す
る
こ
と
で
、
現
状
批
判
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
ハ
ン
ス
・

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争

で
は
ル
ー
ゲ
と
レ
オ
と
い
う
「
二
人
の
暴
れ
ん
坊
」
が
互
い
の
精

神
的
党
派
的
な
生
活
を
賭
け
て
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
の
で
あ
り
、

「
三
月
前
期
ド
イ
ツ
党
派
史
の
特
徴
を
最
も
よ
く
示
し
た
記
憶
に

値
す
る
争
い
の
ひ
と
つ
」
で
あ
っ
た）

90
（

。

（
三
一
一
）　



三
一
二

史　
　
　

学　

第
八
五
巻　

第
一-

三
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

四　

  

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争

一
八
三
九
年
一
月
に
『
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
一
般
新
聞
』
に
掲
載

さ
れ
た
記
事
、「
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
」
は
、
レ
オ
が
若
き

ヘ
ー
ゲ
ル
派
に
向
け
た
非
キ
リ
ス
ト
教
性
と
い
う
「
訴
因
」
に
つ

い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
著
作
に
即
し
て
事
実
認

定
し
、
国
家
が
こ
の
件
に
ど
の
程
度
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

91
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は

こ
の
記
事
を
読
み
、
一
月
終
わ
り
か
ら
二
月
の
初
め
に
か
け
て

「『
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
』
を
判
断
す
る
真
の
観
点
」
を
著
し
て

い
る）

92
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
哲

学
が
キ
リ
ス
ト
教
に
合
致
し
て
い
る
か
な
ど
と
い
う
問
い
は
、

「
悪
意
に
満
ち
て
い
る
だ
け
で
な
く
全
く
間
が
抜
け
て
い
て
意
味

の
な
い
問
い
」
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
そ
も
そ
も

宗
教
と
哲
学
と
は
互
い
に
対
立
し
合
う
精
神
の
営
み
で
あ
る
と
い

う
。
哲
学
が
理
性
と
現
実
の
呵
責
な
き
法
則
に
従
う
思
惟
の
活
動

で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
教
と
は
心
情
と
空
想
の
活
動
で
あ
り
、
思

惟
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
自
然
の
法
則
も
己
に
対
す
る
制
限
と
し
て
切
り

捨
て
る
か
ら
で
あ
る）

93
（

。
だ
か
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
か
ぎ
ら
ず
、
哲
学
そ
の
も
の
が
非
キ
リ
ス
ト
教

的
、
非
宗
教
的
な
の
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
当
然
で
あ
っ
た
。

哲
学
に
向
け
ら
れ
た
非
キ
リ
ス
ト
教
性
の
非
難
は
、
哲
学
に
教
会

の
教
義
や
聖
書
の
要
求
と
の
一
致
を
強
い
る
こ
と
で
、
外
的
な
規

範
を
押
し
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
こ

の
よ
う
な
「
宗
教
と
哲
学
、
信
仰
と
理
性
を
媒
介
す
る
あ
ら
ゆ
る

試
み
を
、
宗
教
の
名
に
お
い
て
も
、
哲
学
の
名
に
お
い
て
も
抗
議

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
不
和
の
調
和
」
で
あ
る
と
批
判
す
る）

94
（

。
既
に

一
八
三
五
年
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ユ
リ
ウ
ス
・
シ
ュ
タ
ー
ル
の
法

哲
学
を
批
判
し
た
際
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
う
し
た
キ
リ

ス
ト
教
化
の
要
求
が
抱
え
る
矛
盾
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
国
家
」
論
を
唱
え

た
シ
ュ
タ
ー
ル
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
か
ら
法
的
な
原
則

を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
た
愛
と
い
う
キ

リ
ス
ト
教
の
原
理
は
人
間
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か

ら
シ
ュ
タ
ー
ル
が
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
所
有
や
財
産
、
契
約
や

訴
訟
な
ど
、
人
間
の
区
別
を
前
提
と
す
る
法
的
諸
関
係
を
基
礎
づ

け
た
こ
と
は
、
矛
盾
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た）

95
（

。
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
の
な
か
で
哲
学
に
向
け
ら
れ
た
非
キ
リ
ス
ト
教
性

の
非
難
も
ま
た
、「
宗
教
と
哲
学
の
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
相

違
」
を
無
視
し
た
現
代
の
矛
盾
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
を

（
三
一
二
）　



ア
ル
ノ
ル
ト
・
ル
ー
ゲ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
受
容

三
一
三

「
宗
教
的
思
弁
の
恣
意
」、「
不
信
心
な
信
仰
」
で
あ
る
と
し
、
そ

こ
に
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
が
陥
っ
た
本
来
の
信
仰
か
ら
の
歴
史
的

堕
落
を
見
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
の
時
代
に
世
俗
の
権
力
と
結
び
つ
い
て
以
来
、
キ

リ
ス
ト
教
は
人
間
の
全
生
活
を
決
定
す
る
威
力
で
あ
る
こ
と
を
や

め
た
。
か
つ
て
人
々
は
天
上
の
生
活
へ
の
憧
れ
か
ら
現
世
の
生
活

を
放
棄
し
た
が
、
絶
え
ざ
る
世
俗
化
の
な
か
で
現
世
の
生
活
と
の

妥
協
を
続
け
た）

96
（

。
だ
か
ら
今
で
は
信
仰
は
「
わ
ず
か
に
主
観
的
な

慰
め
の
手
立
て
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
だ
け
で
、
道
徳
的
威
厳
な

ど
も
た
ず
、
実
践
的
に
も
客
観
的
に
も
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
い
て
い

る
」
の
で
あ
る）

97
（

。
例
え
ば
ゲ
レ
ス
は
教
皇
至
上
主
義
を
掲
げ
近
代

世
界
を
批
判
し
、
聖
ア
タ
ナ
ー
ジ
ウ
ス
の
正
統
信
仰
に
轟
く
よ
う

な
バ
ン
ザ
イ
を
叫
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
の
ゲ
レ
ス
で
さ
え
、
聖

ア
タ
ナ
ー
ジ
ウ
ス
に
よ
っ
て
模
範
と
さ
れ
た
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の

生
き
方
に
つ
い
て
は
黙
り
を
決
め
込
み
、
彼
に
倣
っ
て
己
の
信
仰

を
隠
遁
の
貧
困
生
活
の
な
か
で
証
立
て
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
「
蒸
気
機
関
車
で
天

上
の
イ
ェ
ル
ー
ザ
レ
ム
に
向
か
う
」
か
の
よ
う
に
実
践
的
な
不
信

仰
の
道
を
悠
然
と
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る）

98
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
、
シ
ュ
タ
ー
ル
の
「
キ
リ
ス
ト
教
国
家
」
で
あ
れ
レ
オ
の
若
き

ヘ
ー
ゲ
ル
派
批
判
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
が
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
の

道
徳
と
近
代
世
界
の
享
楽
主
義
と
の
美
し
き
中
道
」
を
理
論
的
に

取
り
繕
う
神
学
的
試
み
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
現
代
の
根
本

悪
」
と
呼
ぶ）

99
（

。
哲
学
は
生
活
の
な
か
で
実
践
的
に
既
に
否
定
さ
れ
、

消
え
失
せ
た
も
の
を
理
論
的
に
否
定
し
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
批
判

を
抑
圧
す
る
神
学
の
試
み
の
方
が
、
実
践
的
に
は
時
代
の
要
求
に

従
い
な
が
ら
理
論
的
に
は
全
力
で
目
を
背
け
る
自
己
偽
善
で
し
か

な
い
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
そ

の
も
の
の
誤
っ
た
前
提
を
批
判
す
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

ル
ー
ゲ
が
的
確
に
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争

を
「
ま
っ
た
く
新
し
い
基
礎
に
置
き
、
抗
争
し
て
い
る
精
神
的
勢

力
に
つ
い
て
本
質
的
に
自
由
な
見
通
し
を
開
」
い
た
の
で
あ
る）

100
（

。

宗
教
の
対
象
が
実
は
人
間
の
心
情
や
空
想
に
源
を
も
つ
の
で
あ
れ

ば
、
神
の
人
格
性
や
個
人
の
不
死
性
、
神
人
の
現
実
態
な
ど
、
こ

れ
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
キ
リ
ス
ト
教
性
を
め
ぐ
っ
て
立
て
ら
れ

た
問
い
は
そ
も
そ
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
非
キ
リ
ス
ト
教
性
に
つ

い
て
の
訴
え
で
あ
れ
弁
護
で
あ
れ
、
そ
し
て
判
事
気
取
り
で
一
般

ラ
ン
ト
法
ま
で
持
ち
出
す
『
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
一
般
新
聞
』
の
記

事
で
あ
れ
、
む
し
ろ
こ
の
問
題
を
大
ま
じ
め
に
取
り
上
げ
論
じ
る

こ
と
そ
の
も
の
に
こ
そ
批
判
は
向
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
だ
か

ら
フ
ォ
イ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
す
れ
ば
、
哲
学
と
宗
教
の
内
容
の
同
一

（
三
一
三
）　
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性
を
主
張
す
る
か
ぎ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
そ
し
て
彼
に
依
拠
し
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
を
語
る
ル
ー
ゲ
た
ち
若
き
ヘ
ー
ゲ

ル
派
も
ま
た
、「
宗
教
的
思
弁
に
対
し
て
真
に
批
判
的
に
関
係
し

た
」
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る）

101
（

。
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
関
す
る
批
判
的
懸
念
」
は
や
が
て
ヘ
ー

ゲ
ル
批
判
に
繋
が
っ
て
い
く
。

彼
の
最
初
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
批
判
の
た

め
に
」
も
ま
た
間
接
的
に
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
の
な
か
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
は
本
来
カ
ー
ル
・
テ
オ
ド
ー

ア
・
バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
の
『
哲
学
の
理
念
と
歴
史
』
の
書
評
と

な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
は
熱
烈
な
ヘ
ー
ゲ
ル

主
義
者
と
し
て
『
ハ
レ
年
誌
』
に
積
極
的
に
論
文
を
寄
せ
て
お
り
、

や
は
り
レ
オ
か
ら
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
一
人
で

あ
っ
た）

102
（

。
一
八
三
八
年
七
月
後
半
、
ル
ー
ゲ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
に
、
バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
の
著
作
、『
哲
学
と
理
念
の
歴
史
』

を
書
評
す
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る）

103
（

。
バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
の
こ
の

本
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
基
盤
と
し
た
理
念
の
現
実
化
を
構
想
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
な

哲
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
そ
の
最
初
の
現
実
態
を
得
て
い
る
と

い
う
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
新
し
い
形
姿
を
纏
っ
て
顕
現
し
た
理
念

は
、
未
だ
一
般
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
生
活

と
学
問
に
お
い
て
現
に
存
在
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
理
念
の
形
姿
か

ら
の
反
対
に
直
面
す
る）

104
（

。
理
念
は
こ
う
し
た
否
定
と
向
き
合
う
こ

と
を
通
し
て
、「
自
分
自
身
を
限
定
し
、
概
念
と
そ
の
現
実
態
の

個
々
の
モ
メ
ン
ト
に
至
る
ま
で
具
体
化
し
て
い
く
」
の
で
あ
る
。

バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
「
理
念
の
現
実
化
」
に
お

け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
使
命
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
既
に
与

え
ら
れ
て
い
る
絶
対
理
念
の
基
盤
を
、
自
然
や
精
神
の
あ
ら
ゆ
る

現
実
態
に
お
い
て
具
体
的
に
形
成
し
仕
上
げ
る
こ
と
」
に
あ
る）

105
（

。

ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
は
理
念
の
更
な
る
限
定
を
担
う
そ
の
「
構
成
要

素
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
個
別
性
に
制
限
さ
れ
た
理
念
の
生
き
た

現
存
在
」
で
あ
っ
た
。
バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル

「
学
派
」
は
「
理
念
の
共
同
体
」
な
の
で
あ
る）

106
（

。
こ
の
よ
う
に
バ

イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
哲
学
の
発
展
を
、
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
在
的
に
限
定

し
て
い
く
こ
と
に
見
る）

107
（

。
ル
ー
ゲ
が
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
こ
の

「
理
念
の
共
同
体
」
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
ど
の
よ
う
に
評
価

す
る
の
か
で
あ
っ
た）

108
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
書
評
を
依
頼
し
た

と
き
、
ル
ー
ゲ
は
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
の
渦
中
に
あ
っ
た
。
折

し
も
七
月
一
四
日
の
『
ベ
ル
リ
ン
政
治
週
報
』
に
は
、
ル
ー
ゲ
ら

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
を
革
命
的
党
派
と
し
て
批
判
す
る
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
権
威
を
認
め
な
い
若
き
ヘ
ー

（
三
一
四
）　
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ゲ
ル
派
の
破
壊
的
傾
向
の
証
拠
と
し
て
、「
無
限
な
の
は
理
念
だ

け
で
あ
り
、
い
か
な
る
体
系
も
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
以

上
有
限
で
あ
る
」
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
論
文
の
一
節
が

挙
げ
ら
れ
て
い
た）

109
（

。
し
た
が
っ
て
書
評
を
依
頼
し
た
ル
ー
ゲ
の
思

惑
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
固
執
す
る
こ
と
」
に
批
判
的
な

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
眼
を
通
し
て
、
バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
の

「
理
念
の
共
同
体
」
を
検
証
し
、
今
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
あ
り

方
を
測
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る）

110
（

。

し
か
し
翌
一
八
三
九
年
二
月
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ル
ー
ゲ

に
宛
て
て
、
バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
書
評
が
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
に
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
バ
イ
ル

ホ
ッ
フ
ァ
ー
の
「
や
り
過
ぎ
を
可
能
な
か
ぎ
り
穏
や
か
な
調
子
に

し
よ
う
と
す
る
う
ち
に
」、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
必
然
的
に
そ

の
師
匠
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
批
判
を
向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ

と
い
う）

111
（

。
こ
こ
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
う
「
や
り
過
ぎ
」
と

は
、
バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
「
哲
学
の
理
念
の

絶
対
的
な
現
実
態
」
と
し
て
捉
え
た
こ
と
で
あ
る
。
バ
イ
ル
ホ
ッ

フ
ァ
ー
は
「
宗
教
か
ら
あ
ら
ゆ
る
迷
信
を
哲
学
に
運
び
込
み
」、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
「
哲
学
の
聖
書
」
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
既
に
一
八
三
八
年
一
二
月
、「
積
極
的
哲

学
の
批
判
」
の
な
か
で
こ
う
し
た
「
迷
信
」
に
批
判
を
向
け
て
い

た）
112
（

。
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
や
ア
ン
ト
ン
・
ギ
ュ
ン

タ
ー
ら
の
唱
え
る
い
わ
ゆ
る
「
積
極
哲
学
」
は
、
神
を
人
間
の
精

神
と
取
り
違
え
る
近
代
哲
学
を
汎
神
論
と
し
て
批
判
し
、
神
の
人

格
性
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
だ
が
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
人
格
性
を
絶
対
的
原
理
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
の
哲
学
は
ま
さ
に
学
問
の
外
側
に
立
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
人
格
は
「
理
性
の
対
象
」
で
は

な
く
、「
信
仰
の
対
象
」
で
あ
り
、
人
格
的
存
在
に
相
応
し
い
適

切
な
関
係
は
、「
信
仰
、
信
頼
、
敬
意
、
畏
敬
、
そ
し
て
愛
」
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
対
象
と
の
人
格
的
関
係
か
ら
離
れ
て
、
つ

ま
り
対
象
が
人
格
的
価
値
を
失
っ
て
は
じ
め
て
、
対
象
が
何
で
あ

る
の
か
、
何
を
考
え
意
思
す
る
の
か
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
だ
が
「
積
極
哲
学
」
の
思
弁
は
、
人
格
的
存
在
と
の
宗

教
的
関
係
で
は
満
足
で
き
ず
、
人
格
性
と
い
う
宗
教
的
観
念
を
哲

学
の
基
礎
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
あ
ら
ゆ
る
思
惟
法
則
を
飛

び
越
え
、
矛
盾
す
る
事
柄
を
苦
も
な
く
結
び
つ
け
る
」
の
で
あ
る）

113
（

。

こ
の
よ
う
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
積
極
哲
学
を
「
絶
対
的
恣
意

の
哲
学
」
で
あ
る
と
批
判
し
、
こ
の
宗
教
的
思
弁
か
ら
哲
学
の
営

み
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
を
主
張
し
た）

114
（

。
翌
年
一
月
半
ば
か
ら

二
月
に
執
筆
さ
れ
た
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
を
扱
っ
た
論
文
で
は
、

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
哲
学
と
宗
教
の
内
容
を

（
三
一
五
）　
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同
一
視
し
た
こ
と
に
批
判
の
眼
を
向
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
反
省
的
に
吟
味
す
る
こ
と
を

促
し
、
そ
し
て
こ
の
反
省
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
バ
イ
ル
ホ
ッ

フ
ァ
ー
書
評
も
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
は
、
レ
オ

-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
と
批
判
的
に
関
わ
る
な
か
で
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
を
な
お
捉
え

て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
絶
対
性
を
問
題
に
す
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
が
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
な
か
で
ま
ず
指
摘
す
る
の
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
も
ま
た
他
の
哲
学
と
同
じ
よ
う
に
特
定
の
特
殊
な

現
実
態
で
し
か
な
く
、「
絶
対
的
な
哲
学
、
あ
る
い
は
哲
学
そ
の

も
の
」、「
哲
学
の
理
念
の
絶
対
的
な
現
実
態
」
な
ど
で
は
あ
り
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

115
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
そ
も
そ
も

哲
学
の
叙
述
と
は
何
か
と
問
い
、
そ
れ
は
「
私
の
思
想
か
ら
私
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
形
式
を
取
り
去
り
、
そ
れ
が
他
者
に
と
っ
て

も
自
ら
の
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
る
た
め
の
手
段
」
に
過
ぎ
な

い
と
す
る）

116
（

。
叙
述
と
は
「
言
語
を
介
し
て
私
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ

り
で
の
思
惟
の
営
み
と
他
者
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
思
惟
の

営
み
と
を
媒
介
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
私
と
あ
な
た
と
の
媒

介
」
つ
ま
り
伝
達
な
の
で
あ
る）

117
（

。
こ
の
よ
う
な
他
者
の
た
め
の

「
思
想
の
伝
達
」
に
お
い
て
は
、
私
と
あ
な
た
と
い
う
「
直
接
無

媒
介
の
根
源
的
物
質
的
な
思
惟
」
は
既
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
叙
述
を
通
し
て
証
明
さ
れ
る
の
は
理
性
の
同
一
性
で
あ

り
、
つ
ま
り
媒
介
さ
れ
る
直
接
無
媒
介
の
思
惟
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、

理
性
が
「
共
同
の
原
理
、
共
通
の
尺
度
」
と
し
て
働
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る）

118
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
叙
述
さ
れ
た
体
系

は
決
し
て
理
性
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
「
理
性
を
表
現
し

た
似
姿
」
で
あ
る
と
す
る
。
む
し
ろ
理
性
は
こ
の
「
似
姿
」
を
自

分
に
対
置
し
批
判
す
る
こ
と
で
、
絶
え
ず
新
た
な
思
惟
す
る
存
在

の
う
ち
で
自
ら
を
再
生
産
し
続
け
る
活
き
活
き
と
し
た
力
と
し
て

の
実
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
理

性
を
思
惟
主
体
を
貫
く
個
別
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
思
惟
活
動
の
一

般
態
と
し
て
主
観
主
義
的
に
捉
え
、
絶
対
的
哲
学
と
し
て
の
ヘ
ー

ゲ
ル
の
体
系
を
「
理
性
の
絶
対
的
な
自
己
放
棄
で
あ
る
」
と
批
判

す
る）

119
（

。
確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
比
類
無
き
学
問
的
な
芸
術
セ
ン

ス
」
を
も
っ
て
自
ら
の
哲
学
を
体
系
的
に
叙
述
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

彼
の
叙
述
は
精
神
を
陶
冶
形
成
し
矯
正
す
る
真
の
手
段
で
あ
る
と

言
え
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
体
系
を
理
性
そ
の
も
の
と
見
紛
う

ほ
ど
見
事
に
描
く
た
め
に
、
何
も
の
も
前
提
せ
ず
自
分
以
外
に
は

何
も
の
も
残
そ
う
と
し
な
い
。
し
か
し
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
が
何
も
前
提
と
せ
ず
絶
対
的
に
始
ま
る
の
は
、

そ
の
叙
述
が
進
行
す
る
過
程
の
な
か
だ
け
の
話
で
あ
る
と
い
う
。

（
三
一
六
）　
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論
理
学
の
叙
述
を
た
ど
る
な
ら
ば
「
無
限
定
の
純
粋
な
存
在
」
が

絶
対
的
理
念
へ
と
見
事
に
進
ん
で
い
く
。
だ
が
こ
の
叙
述
の
外
で

は
常
に
「
感
覚
的
な
直
観
と
そ
の
代
弁
者
た
る
悟
性
的
知
性
」
が

待
っ
て
い
て
「
無
限
定
で
純
粋
な
存
在
な
ど
と
い
う
も
の
は
抽
象

の
産
物
で
あ
り
、
い
か
な
る
実
在
の
存
在
と
も
対
応
し
て
い
な

い
」
と
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
絶
対
理
念
の
媒
介
は

叙
述
の
な
か
で
こ
そ
「
形
式
的
な
見
か
け
上
の
反
対
」
を
克
服
し

て
い
く
が
、
決
し
て
こ
の
「
感
覚
的
現
実
、
現
実
の
悟
性
的
知
性

に
対
す
る
矛
盾
」
を
解
消
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

経
験
と
対
話
す
る
こ
と
の
な
い
「
思
弁
の
モ
ノ
ロ
ー
ク
」
に
す
ぎ

な
い
の
だ）

120
（

。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
見
事
な
理
性
の
似
姿
を
描
い
た
「
完
璧

な
哲
学
的
芸
術
家
」
で
あ
る
と
同
時
に
最
高
の
手
品
師
で
あ
り
、

思
想
を
伝
達
す
る
媒
介
の
過
程
を
絶
対
者
の
客
観
的
な
媒
介
過
程

と
、
理
性
そ
の
も
の
と
す
り
替
え
て
見
せ
た
の
で
あ
る）

121
（

。
こ
の
よ

う
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
理
性
を
思
惟
活
動
の
一
般
性
と
し
て

理
解
し
、
そ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
絶
対
性
を
批
判
し
た
。
し

か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
媒

介
過
程
を
「
思
想
の
伝
達
」
と
し
て
主
観
主
義
的
に
捉
え
、
ヘ
ー

ゲ
ル
が
媒
介
概
念
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
た
社
会
や
歴
史
の
実
体

的
性
格
を
見
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

122
（

。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
は
、
哲

学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
を
一
気
に
具
体
化
す
る

契
機
と
な
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
一
八
三
八
年
末
か
ら
翌

年
五
月
の
時
期
に
著
し
た
積
極
哲
学
の
批
判
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
批
判
は
、
哲
学
と
宗
教
を
混
交
す
る
「
宗
教
的
思
弁
」
に
対

し
ど
れ
ほ
ど
批
判
的
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
問
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
批
判
が
こ
の
時
期
の
ル
ー

ゲ
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か

し
一
八
三
九
年
末
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
は
ル
ー
ゲ
に
宛
て
、

「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
道
徳
的
啓
蒙
の
調
子
に
陥
っ
て
い
る
」

と
批
判
し
、「
主
観
的
な
批
判
の
鋭
さ
」
の
罠
に
注
意
を
促
し
て

い
る）

123
（

。
レ
オ-

ヘ
ー
ゲ
ル
論
争
の
結
果
、
ル
ー
ゲ
が
プ
ロ
イ
セ
ン

批
判
に
転
じ
て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ

ン
ツ
は
ル
ー
ゲ
の
急
進
化
の
背
後
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
を

感
じ
た
の
で
あ
る）

124
（

。

五　

  

ル
ー
ゲ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
受
容

一
八
四
〇
年
六
月
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
の

戴
冠
と
と
も
に
、
彼
の
周
り
に
集
っ
た
敬
虔
主
義
者
の
グ
ル
ー
プ

が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
政
治
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
て
い
た
。

新
国
王
の
招
き
に
応
じ
て
、
画
家
の
ペ
ー
タ
ー
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
、

（
三
一
七
）　
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作
家
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
テ
ィ
ー
ク
、
グ
リ
ム
兄
弟
な
ど
多
数
の

知
識
人
が
ベ
ル
リ
ン
に
活
動
の
場
を
移
し
た
。
文
化
省
の
人
事
も

一
新
さ
れ
た
。
一
八
四
〇
年
五
月
に
亡
く
な
っ
た
ア
ル
テ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
後
任
に
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
が
抜
擢
さ

れ
た
。
こ
の
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
が
ま
ず
行
っ
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主

義
者
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ガ
ン
ス
の
後
任
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
法
哲
学

教
授
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
で
知
ら
れ
る
シ
ュ
タ
ー
ル
を
任
命
す
る

こ
と
で
あ
っ
た）

125
（

。
さ
ら
に
翌
年
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の

死
に
よ
っ
て
空
席
と
な
っ
て
い
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
哲
学
教
授
に
招

聘
さ
れ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
哲
学
に
背
を
向
け
た
の
で
あ
り
、
こ

の
国
家
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
あ
っ
た）

126
（

。
新

し
い
国
王
は
、
敬
虔
主
義
者
を
国
家
と
教
会
の
主
要
な
ポ
ス
ト
に

動
員
し
、「
キ
リ
ス
ト
教
国
家
」
を
作
り
上
げ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の

近
代
化
を
尚
も
キ
リ
ス
ト
教
的
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
た）

127
（

。
彼
の

戴
冠
を
機
に
高
ま
っ
た
憲
法
制
定
へ
の
期
待
が
儚
く
潰
え
た
の
と

は
対
照
的
に
、
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
た
教
会
政
策
は
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
修
復
に
向
け
着
実
に
進
ん
で
い
た
。
こ
の

ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
交
渉
は
一
八
四
一
年
九
月
末
に
終
結
す
る
こ

と
に
な
る）

128
（

。
翌
年
の
九
月
二
日
に
は
ケ
ル
ン
大
聖
堂
建
設
の
た
め

の
盛
大
な
式
典
が
催
さ
れ
、
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
や
カ
ト
リ
ッ
ク
関
係

者
お
よ
び
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
民
衆
を
前
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
が
そ
の
礎
石
を
据
え
る
の
で
あ
る）

129
（

。
プ
ロ
イ

セ
ン
で
は
「
ロ
マ
ン
主
義
的
原
理
が
決
定
的
で
あ
っ
た
」）

130
（

。

『
ハ
レ
年
誌
』
は
一
八
四
一
年
の
初
頭
以
降
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政

府
の
検
閲
政
策
に
よ
る
圧
力
を
受
け
て
い
た
。
ル
ー
ゲ
は
半
ば
追

い
払
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
『
ハ
レ
年
誌
』
の
拠
点
を
ド
レ
ス
デ
ン

に
移
し
、
七
月
一
日
号
か
ら
『
ド
イ
ツ
年
誌
』
に
改
称
す
る）

131
（

。
同

じ
時
期
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の

出
版
に
向
け
準
備
を
進
め
て
い
る）

132
（

。『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
は
、

ル
ー
ゲ
に
よ
る
校
正
を
経
て
六
月
前
半
に
出
版
さ
れ
る
と
、
八
月

に
は
既
に
品
切
れ
か
そ
れ
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う）

133
（

。
既
に

六
月
一
六
日
に
は
出
版
者
の
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
ト
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
に
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
「
大
当
た
り
」
を
報
告
し
、
第

二
版
の
見
通
し
ま
で
語
っ
て
い
る）

134
（

。
ま
た
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
多

数
の
書
評
の
申
し
出
が
『
ハ
レ
年
誌
』
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
い

う
。
だ
が
ル
ー
ゲ
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
「
不
的
確
」
と
し
て
断
り
、

自
ら
書
評
す
る
こ
と
を
決
め
る）

135
（

。
お
そ
ら
く
ル
ー
ゲ
ほ
ど
こ
の
本

の
書
評
に
適
っ
た
者
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
ル
ー

ゲ
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
校
正
者
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、「
最
初
の
レ

ビ
ュ
ア
ー
」
で
あ
っ
た）

136
（

。
し
か
し
個
人
的
な
関
わ
り
と
は
別
に
、

ル
ー
ゲ
に
は
自
ら
書
評
を
引
き
受
け
る
積
極
的
な
理
由
が
あ
っ
た

（
三
一
八
）　



ア
ル
ノ
ル
ト
・
ル
ー
ゲ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
受
容

三
一
九

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
八
月
一
四
日
の
『
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
一
般
新

聞
』
の
記
事
は
、
ル
ー
ゲ
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
へ
と
決
定
的
に
路
線
転
換
し
た
」
と
指
摘
し
、「
ど
う
し

て
ル
ー
ゲ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
擁
護
者
だ
な
ど
と
気
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
」
と
『
ド
イ
ツ
年
誌
』
の
方
向
性
に
疑
問
を
向
け
た）

137
（

。

確
か
に
ル
ー
ゲ
は
『
ド
イ
ツ
年
誌
』
最
初
の
序
文
の
な
か
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
批
判
し
「
新
し
い
観
念
論
」
を
提
唱
し
た
。
そ

し
て
ド
イ
ツ
の
現
状
を
、
こ
の
新
し
い
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
争

い
と
し
て
描
き
、
こ
の
争
い
の
な
か
に
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
位
置
づ
け
た）

138
（

。
ル
ー
ゲ
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
世
界
史
か
ら
当
為
を
排
除
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
彼
の
概
念

の
弁
証
法
に
従
う
な
ら
、
哲
学
と
は
本
来
未
来
を
形
成
す
る
力
で

あ
る
は
ず
だ
と
い
う
。
哲
学
は
そ
の
都
度
の
歴
史
的
段
階
へ
と
反

省
を
向
け
、
そ
れ
を
体
系
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ

ら
に
世
界
史
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る）

139
（

。
ル
ー
ゲ
は
ド
イ
ツ
の
現

状
に
お
い
て
、
こ
の
世
界
史
の
弁
証
法
を
理
解
し
た
新
し
い
哲
学

が
、
不
自
由
な
キ
リ
ス
ト
教
的
心
情
と
対
峙
し
て
い
る
と
指
摘
す

る
。
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
『
キ
リ
ス
ト
教

の
本
質
』
は
キ
リ
ス
ト
教
を
理
論
的
に
総
括
し
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教

的
幻
想
を
取
り
払
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
異
端
を
裁
こ
う
と
す

る
者
た
ち
が
激
昂
し
て
こ
の
罪
深
い
無
神
論
と
戦
お
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る）

140
（

。
ル
ー
ゲ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
心
情
の
こ
の
よ
う
な
敵

対
を
、
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
が
辿
る
当
然
の
帰
結
と
し
て
理
解
し

て
い
る
。
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
も
は
や
い
ず
れ
の
宗
派
体
制
も
形

骸
化
し
て
い
た
か
ら
、
昔
な
が
ら
の
宗
教
的
立
場
に
拘
り
、
形
骸

化
し
た
教
会
生
活
に
至
福
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
も
カ
ト
リ
ッ
ク
も
「
キ
リ
ス
ト
教
性
へ
の
思
い
」
に
飛
び
つ

く
他
な
か
っ
た
。
ル
ー
ゲ
は
、
こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
宗
派
が
キ
リ

ス
ト
教
性
の
合
言
葉
で
集
っ
た
こ
と
で
、
あ
た
か
も
す
べ
て
の
宗

派
に
対
す
る
寛
容
が
実
現
し
た
か
の
よ
う
な
見
か
け
が
生
じ
て
い

る
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
性
を
誇
示
し
異
端
者
を
否
定
す
る
心
根
が

社
会
生
活
の
条
件
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
国
家

の
法
秩
序
と
並
ん
で
市
民
生
活
に
干
渉
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
キ
リ
ス
ト
教
国
家
」
が
実
現
し
つ
つ
合
っ
た
。
ル
ー
ゲ
に
よ
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的
心
情
が
敵
対
す
る
対
象
は
キ
リ
ス
ト
教
性
を

批
判
す
る
哲
学
だ
け
で
あ
り
、
こ
う
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
的
心
情

の
不
自
由
と
学
問
を
も
っ
た
哲
学
と
が
向
き
合
う
」
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
と
い
う）

141
（

。
ル
ー
ゲ
に
と
っ
て
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』

の
書
評
は
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
現
状
の
構
図
を
よ
り
は
っ
き

り
と
示
し
、
そ
の
な
か
で
哲
学
を
方
向
づ
け
る
機
会
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
書
評
、「
ド
イ
ツ
哲
学
の
方

向
転
換
」
に
、
ル
ー
ゲ
は
一
〇
月
か
ら
取
り
掛
か
っ
て
い
る
。
書

（
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）

評
の
大
枠
は
一
二
月
末
に
は
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
の
書
評
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
の
は
翌
年
の
一
月
末
で

あ
っ
た）

142
（

。
ル
ー
ゲ
が
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
書
評
に
取
り
組

ん
で
い
た
の
と
同
じ
時
期
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
ま
た
『
キ

リ
ス
ト
教
の
本
質
』
第
二
版
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
は
一
一
月
の
半
ば
か
ら
本
格
的
に
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本

質
』
第
二
版
の
準
備
に
取
り
組
み
始
め
、
翌
年
の
三
月
末
ま
で
続

け
て
い
る）

143
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
自
ら

の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
立
場
を
よ
り
明
確
に
打
ち
出
そ
う
と
し
た
。

一
二
月
、
ハ
レ
大
学
神
学
部
員
外
教
授
ユ
リ
ウ
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
が

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
書
評
を
発
表
す
る
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
は
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
こ
の
書
評
を
「
神
学
の
無
理
解
」
と

断
じ
、
改
め
て
宗
教
を
心
の
欲
求
か
ら
説
明
す
る）

144
（

。
カ
ル
ロ
・
ア

ス
ケ
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
二
版
を
準
備
す
る
過
程
で
、
次
第
に

「
宗
教
の
実
践
的
感
情
的
側
面
が
強
調
」
さ
れ
、
形
而
上
学
の
神

を
無
限
な
理
性
に
還
元
す
る
よ
う
な
「『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』

の
百
科
全
書
的
傾
向
」
は
背
景
に
退
い
て
い
っ
た
と
さ
れ
る）

145
（

。
こ

う
し
て
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
思
想
内
容
が
よ
り
詳
細
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
の
違
い
も
ま
た
自
覚
さ
れ

て
い
っ
た
。
折
し
も
一
二
月
一
一
日
の
『
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
一
般

新
聞
』
の
通
信
記
事
は
、
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
が
匿
名
で
出
版

し
た
『
無
神
論
者
ヘ
ー
ゲ
ル
を
裁
く
最
後
の
審
判
ラ
ッ
パ
』
を
取

り
上
げ
、
そ
の
著
者
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
結
び
つ
け
た
。

「『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
数
ペ
ー
ジ
読
ん
で
み
れ
ば
、
ラ
ッ
パ

を
吹
い
て
い
る
の
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
本
人
で
は
な
い
に
せ
よ

彼
と
全
く
同
じ
思
想
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
確
信
で
き
る
」
と
い

う
の
で
あ
る）

146
（

。
こ
の
よ
う
な
評
価
に
対
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
ル
ー
ゲ
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、『
審
判
ラ
ッ
パ
』
の
無
神

論
の
大
胆
さ
を
高
く
評
価
す
る
一
方
で
、
バ
ウ
ア
ー
が
そ
の
無
神

論
の
す
べ
て
を
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
の
は
「
や

り
過
ぎ
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、

神
学
も
同
様
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
こ
の
両
生
類
的
な
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
性
質
へ
の
激
し
い
反

対
か
ら
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
は
書
か
れ
た
の
だ
と
い
う）

147
（

。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
に
基
づ
い
た
無
神
論
か
ら
区
別
す
る
た
め
、「『
キ
リ
ス
ト
教
の

本
質
』
の
評
価
の
た
め
に
」
を
著
し
、
翌
年
一
月
の
初
め
に
ル
ー

ゲ
に
送
る）

148
（

。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
哲
学
に
つ

い
て
、
そ
れ
は
宗
教
の
内
容
を
そ
の
形
式
か
ら
区
別
す
る
こ
と
で
、

宗
教
の
対
象
を
「
単
に
思
惟
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
捉
え
て
」
考
察
し
て

し
ま
う
と
批
判
す
る
。
こ
の
心
情
と
い
う
形
式
に
こ
そ
宗
教
の
本

質
が
現
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
心
情
の
欲
求
を
理
解
せ

（
三
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三
二
一

ず
、
こ
の
「
生
き
た
人
間
の
精
神
」
を
「『
世
界
精
神
』
と
い
う

抽
象
的
多
様
性
」
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る）

149
（

。
こ
れ
に
対
し

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
は
、
宗
教
を
欲
求
や
情
熱
か
ら
、
つ
ま

り
「
人
間
に
内
在
す
る
単
純
素
朴
な
要
素
」
か
ら
捉
え
る
の
で
あ

り
、
い
わ
ば
「
ヘ
ー
ゲ
ル
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
の
逆
立
ち
し
た
宗

教
的
思
弁
を
そ
の
本
来
の
基
礎
の
上
に
立
て
直
す
」
も
の
だ
と
い

う）
150
（

。
こ
の
よ
う
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
神
学

と
同
一
視
す
る
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
決
定
的
な
批

判
へ
と
向
か
っ
た
。
こ
の
批
判
は
「
哲
学
改
革
の
た
め
の
暫
定
的

テ
ー
ゼ
」
と
し
て
纏
め
ら
れ
、
一
月
末
に
ル
ー
ゲ
に
送
ら
れ
た）

151
（

。

そ
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
二
月
一
三
日
付
の
ル
ー
ゲ
宛
の
手

紙
の
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
「
根
本
的
な
決
別
」
の
必
然
性
を

説
く
の
で
あ
る）

152
（

。
こ
の
よ
う
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
『
キ
リ
ス

ト
教
の
本
質
』
第
二
版
を
準
備
す
る
な
か
で
、
自
ら
の
立
場
を

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
区
別
し
て
い
っ
た
。
ル
ー
ゲ
は
こ
の
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
的
発
展
に
直
に
接
し
な
が
ら
『
キ
リ
ス
ト
教

の
本
質
』
の
書
評
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
一
月
二
三
日
付
の

手
紙
で
、
ル
ー
ゲ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

「
あ
な
た
自
身
が
ミ
ュ
ラ
ー
や
愚
か
で
軽
は
ず
み
な
屑
ど
も
に
反

対
し
た
こ
と
は
何
よ
り
役
に
立
ち
ま
し
た
。
こ
の
連
中
と
き
た
ら

木
ば
か
り
見
て
森
を
見
ず
、
あ
な
た
の
本
を
読
ん
で
も
主
要
な
ポ

イ
ン
ト
に
気
づ
か
な
い
の
で
す
。」
そ
し
て
自
分
の
書
評
に
つ
い

て
「
カ
ロ
ヴ
ェ
や
他
の
不
適
格
者
た
ち
の
書
評
の
申
し
出
を
撥
ね

つ
け
た
こ
と
が
正
し
か
っ
た
と
確
認
で
き
る
で
し
ょ
う
」
と
述
べ

て
い
る）

153
（

。

で
は
ル
ー
ゲ
は
「
ド
イ
ツ
哲
学
の
新
た
な
方
向
転
換
」
の
な
か

で
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
。

ル
ー
ゲ
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
こ
れ

ま
で
の
哲
学
的
批
判
と
比
較
し
て
本
質
的
に
新
し
い
形
式
の
キ
リ

ス
ト
教
批
判
」
で
あ
る
と
い
う）

154
（

。
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
観
念
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
た
の
か

を
突
き
止
め
、
そ
れ
を
形
而
上
学
的
に
で
は
な
く
心
理
的
人
間
学

的
に
考
察
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
「
安

寧
幸
福
を
意
思
し
願
望
す
る
宗
教
的
手
管
」
を
正
し
く
捉
え
る
こ

と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
の
哲
学
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
や
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
に
至
る
ま

で
、
宗
教
の
も
つ
こ
の
「
実
践
的
な
関
心
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
実
践
的
な
欲
求
で
あ
る
宗
教
的
な
も
の
に

「
理
論
的
形
而
上
学
的
関
心
」
を
擦
り
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ル
ー
ゲ
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
第
二
版
の
準
備

過
程
で
強
調
し
た
宗
教
の
実
践
的
側
面
か
ら
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本

質
』
を
捉
え
、
従
来
の
哲
学
と
の
違
い
を
指
摘
す
る
。
ル
ー
ゲ
に

（
三
二
一
）　
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よ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
宗
教
を
心
理
学
的
人
間
学
的
に

考
察
し
得
た
の
は
、
彼
が
理
論
的
関
心
と
実
践
的
関
心
の
違
い
を

明
確
に
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ゲ
は
こ
の
理
論
と

実
践
の
違
い
を
更
に
展
開
し
、
自
ら
の
批
判
理
論
を
構
成
し
て
い

る
。
彼
は
「
時
代
の
学
問
的
形
式
」
と
し
て
の
哲
学
と
「
時
代
の

政
治
的
形
式
」
と
し
て
の
「
世
間
の
教
養
」
を
区
別
す
る
。
ル
ー

ゲ
は
両
者
を
同
一
の
精
神
を
構
成
す
る
モ
メ
ン
ト
と
し
て
捉
え
、

理
論
と
実
践
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
学
問
は
理
論
的
関
心
と
し
て
あ
る
か
ぎ
り
で
は

共
有
財
産
と
は
な
り
得
な
い
が
、
現
実
を
理
論
的
に
批
判
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
時
代
精
神
」
と
呼
ば
れ
る
「
実
践
」
に
転
化
す
る

の
だ
と
い
う
。
理
論
が
実
践
に
対
し
主
導
権
を
握
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
以
前
は
認
識
の
関
心
で
あ
っ
た
も
の
が
、
意
思
や
心
情
の

対
象
に
、
つ
ま
り
生
活
形
態
や
行
為
の
関
心
に
な
る
」
の
で
あ
る）

155
（

。

ル
ー
ゲ
は
こ
の
よ
う
な
理
論
か
ら
実
践
に
移
行
す
る
批
判
の
過
程

を
構
想
し
た
う
え
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判

を
啓
蒙
の
延
長
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
啓
蒙
も
キ
リ
ス
ト
教
を
既
に
歴
史
に
属
す

る
現
象
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
と
対
峙
し
た
。
両
者
に
と
っ
て
「
キ

リ
ス
ト
教
的
意
識
が
歴
史
的
に
継
続
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
近

代
世
界
は
既
に
キ
リ
ス
ト
教
と
決
別
し
て
い
る
」
の
で
あ
る）

156
（

。
啓

蒙
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
身
の
毛
も
よ
だ
つ
非
人
間
性
に
打
ち
勝
ち
、

そ
れ
に
代
わ
っ
て
人
間
性
を
、「
人
間
精
神
の
自
律
」
を
原
理
と

し
た
。
こ
の
啓
蒙
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
否
定
の
結
果
、
今
で
は

「
最
も
粗
暴
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
さ
え
人
間
性
に
感
染
し
て
い

る
」
の
で
あ
る）

157
（

。
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教

を
実
践
的
に
否
定
し
「
歴
史
を
作
る
」
こ
と
こ
そ
、
啓
蒙
の
使
命

で
あ
っ
た
。
だ
が
啓
蒙
は
キ
リ
ス
ト
教
と
実
践
的
に
関
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
理
論
的
関
心
を
捨
て
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
故
キ
リ
ス

ト
教
の
秘
密
を
暴
露
す
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
。
一
方
、
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
既
に
「
啓
蒙
と
歴
史

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
。
彼
が
向
き
合
っ
た
キ

リ
ス
ト
教
は
、
否
定
す
べ
き
現
実
の
実
践
で
は
な
く
、
既
に
過
ぎ

去
っ
た
実
践
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
啓
蒙

の
よ
う
に
自
ら
キ
リ
ス
ト
教
と
実
践
的
に
敵
対
す
る
こ
と
な
く
、

つ
ま
り
理
論
的
関
心
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
実
践

的
関
心
を
「
純
粋
な
哲
学
的
対
象
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る）

158
（

。
ル
ー
ゲ
は
啓
蒙
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
違
い
を

こ
の
よ
う
に
捉
え
た
う
え
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト

教
批
判
を
歴
史
の
過
程
に
組
み
入
れ
る
。
ル
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
秘
密
を
学
問
的
に
余
す
と

こ
ろ
な
く
暴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
的
な
対
立
を
惹
起
す
る
の

（
三
二
二
）　



ア
ル
ノ
ル
ト
・
ル
ー
ゲ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
受
容

三
二
三

で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
と
う
の
昔
に
歴

史
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
示
し
、
人
間
性
を
そ
の
真

の
内
容
と
し
て
示
し
た
が
、
こ
の
批
判
は
、
そ
の
理
論
的
成
果
に

無
理
解
な
大
衆
か
ら
す
れ
ば
生
活
上
の
実
践
的
関
心
に
関
わ
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
批
判
は
、
そ
れ
自
体

理
論
的
で
学
問
の
高
み
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
キ

リ
ス
ト
教
的
心
情
と
い
う
「
支
配
的
な
実
践
的
傾
向
」
を
事
実
上

否
定
し
た
の
で
あ
り
、「
キ
リ
ス
ト
教
性
」
と
「
歴
史
的
法
権

利
」
を
旗
印
と
す
る
実
践
的
な
党
派
か
ら
の
反
動
を
呼
び
覚
ま
す
。

こ
の
「
反
動
的
党
派
」
か
ら
の
「
宣
戦
布
告
」
に
よ
っ
て
、
哲
学

は
必
然
的
に
「
実
践
的
闘
争
に
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
歴
史
に
巻
き

込
ま
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
哲
学
は
歴
史
の
過
程
を
理
論

的
に
捉
え
た
ま
ま
、「
実
践
的
な
党
派
」
と
な
り
「
歴
史
を
作
る
」）

159
（

。

こ
の
よ
う
に
ル
ー
ゲ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判

を
、「
利
害
関
心
を
欠
い
た
理
論
」
か
ら
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
歴

史
と
い
う
肉
と
魂
で
利
害
関
係
づ
け
ら
れ
た
実
践
」
へ
と
移
行
す

る
必
然
的
な
歴
史
の
過
程
に
位
置
づ
け
る）

160
（

。
ル
ー
ゲ
に
と
っ
て
、

批
判
が
生
み
出
す
こ
の
必
然
的
な
過
程
こ
そ
歴
史
を
貫
く
理
性
の

発
展
過
程
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
も
重
要
な
見
解
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
世
界
を
体
系
的
に
閉
じ
た
が
、
こ
の
体
系
を

世
界
史
か
ら
取
り
外
し
た
た
め
に
、
そ
の
概
念
を
貫
徹
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
哲
学
と
法
哲
学
は
、

法
権
利
と
自
由
を
証
明
す
る
代
わ
り
に
、
教
義
学
と
中
世
の
国
家

の
正
し
さ
を
説
明
し
よ
う
と
苦
心
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
宗
教
哲

学
と
法
哲
学
は
実
践
を
解
放
せ
ず
、
む
し
ろ
正
統
派
の
教
義
や
職

業
団
体
や
都
市
条
例
に
つ
い
て
屁
理
屈
づ
け
る
こ
と
で
混
乱
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
『
キ
リ
ス

ト
教
の
本
質
』
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教
哲
学
を
「
そ
の
帰
結

に
、
真
実
の
あ
り
方
に
進
化
さ
せ
た
」
の
で
あ
る）

161
（

。

確
か
に
ル
ー
ゲ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の

意
味
を
、
宗
教
の
実
践
的
感
情
的
な
側
面
を
捉
え
た
点
に
見
て
い

る
。
し
か
し
他
方
で
ル
ー
ゲ
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト

教
批
判
を
、
合
理
的
で
客
観
的
な
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
位

置
づ
け
る
。
ル
ー
ゲ
に
と
っ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
は
そ

う
し
た
も
の
と
し
て
「
正
し
く
理
解
さ
れ
た
」
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ

た
。
し
か
し
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
神
学
と
同

一
視
し
歴
史
の
実
体
的
な
性
格
を
も
表
現
し
て
い
た
概
念
を
神
学

の
亡
霊
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
ル
ー
ゲ
が
『
キ
リ

ス
ト
教
の
本
質
』
を
評
価
す
る
う
え
で
基
礎
と
し
た
歴
史
的
な
媒

介
の
運
動
も
ま
た
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た）

162
（

。
し
か
し

ル
ー
ゲ
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
こ
の
相
違
が
顕
在
化
す
る
こ
と

は
、
差
し
当
た
っ
て
宗
教
批
判
が
三
月
前
期
の
現
実
を
支
配
し
て

（
三
二
三
）　
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い
る
ロ
マ
ン
主
義
的
・
反
動
的
な
「
キ
リ
ス
ト
教
国
家
」
に
対
す

る
批
判
の
武
器
で
あ
っ
た
た
め
に
、
少
な
く
と
も
当
分
の
間
は
な

か
っ
た
。
こ
の
行
き
違
い
は
、
ル
ー
ゲ
が
『
ド
イ
ツ
年
誌
』
の
発

禁
を
受
け
て
本
格
的
に
政
治
的
な
党
派
形
成
へ
と
向
か
っ
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
や
が
て
は
顕
在
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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1848, Stuttgart 1960 [

以
下H

uber 2], S.186f.
（
12
）　V

gl. H
uber 1, S.458ff. V

gl. auch F
ranz Schnabel, 

D
eutsche G

eschichte im
 19. Jahrhundert, Bd.4, Freiburg 

i. Br. 1937 [

以
下Schnabel 4], S.324f. （

三
二
四
）　



ア
ル
ノ
ル
ト
・
ル
ー
ゲ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
受
容

三
二
五

（
13
）　

歴
史
的
に
こ
の
地
域
の
教
会
組
織
お
よ
び
経
済
の
中
心
で
あ
っ

た
ケ
ル
ン
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
る
支
配
と
と
も
に
そ
の
役
割
の

大
半
を
奪
わ
れ
た
。
ラ
イ
ン
州
に
お
け
る
行
政
の
中
心
は
コ
ブ
レ

ン
ツ
に
、
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
移
さ
れ
、

そ
し
て
大
学
も
ボ
ン
に
設
立
さ
れ
た
。V

gl. Schnabel 4, S.112f.

（
14
）　V

gl. H
uber 2, S.187f.

（
15
）　V

gl. Schnabel 4, S.125.

（
16
）　V

gl. H
uber 2, S.121.

（
17
）　V

gl. ebd., S.190f.

（
18
）　V

gl. D
eklaration K

önig Friedrich W
ilhelm

s III. vom
 

21. N
ovem

ber 1803, in E. R. H
uber u. W

. H
uber, Staat 

und K
irche im

 19. u. 20. Jahrhundert. D
okum

ent e zur 
G
eschichte des deutschen Staatskirchenrechts, Bd.I: Staat 

und K
irche vom

 A
usgang des alten Reichs bis zum

 
V
orabend der bürgerlichen Revolution, Berlin 1973 [

以

下D
okum

ente], S.310f.

（
19
）　V

gl. K
abinettsodre K

önig Friedrich W
ilhelm

s III. 
vom

 17. A
ugust 1825, D

okum
ente, S.312. 

プ
ロ
イ
セ
ン
に
お

け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
再
編
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
せ
よ
。

V
gl. auch H

uber 1, S.442ff.

（
20
）　V

gl. Breve Papst Pius V
III. an den Erzbischof von 

K
öln und die Bischöfe von T

rier, Paderborn und M
ün-

ster vom
 25. M

ärz 1830, ebd., S.318f.

（
21
）　V

gl. H
uber 2, S.196f.

（
22
）　Ü

bereinkunft zw
ischen dem

 Erzbischof von K
öln 

Graf Spiegel und dem
 Gesandten Frhr. v. Bunsen über 

die A
usführung des päpstlichen M

ischehen-Breve vom
 

19.Juni 1834, D
okum

ente, S.326. 

プ
ロ
イ
セ
ン
が
大
司
教
か
ら

合
意
を
引
き
出
せ
た
の
は
、
政
府
の
方
で
も
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
お

け
る
宗
教
裁
判
の
導
入
と
市
民
婚
の
廃
止
を
約
束
し
た
か
ら
で

あ
っ
た
。V

gl. ebd., S.327f.

（
23
）　V

gl. H
uber 2, S.201.

（
24
）　

プ
ロ
イ
セ
ン
教
会
政
策
の
致
命
的
誤
り
と
さ
れ
る
ド
ロ
ス
テ=

フ
ィ
シ
ェ
リ
ン
ク
の
選
出
に
当
た
っ
て
は
皇
太
子
の
影
響
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。V

gl. Ernst Ludw
ig von Gerlach, A

ufzeich-
nungen aus seinem

 L
eben 1795-1877, hrsg. von J. v. 

Gerlach, Erster Band: 1795-1848, Schw
elin i. M

eckl. 1903, 
S.242. V

gl. auch Schrörs, S.217f.

（
25
）　V

gl. ebd., S.519f.

（
26
）　Publikandum

 der M
inister des K

ultus, der Justiz 
und des Innern vom

 15. N
ovem

ber 1837, D
okum

ente, 
S.381.

（
27
）　V

gl. Schreiben des K
ultusm

inisters v. A
ltenstein an 

das D
om

kapitel zu K
öln vom

 15. N
ovem

ber 1837, ebd., 
S.384.

（
28
）　V

gl. Friedrich K
einem

ann, D
as K

ölner E
reignis. Sein 

W
iderhall in der R

heinprovinz und in W
estfalen, 1. T

eil: 
D
arstellung, M

ünster i. W
estfallen 1974, S.83f.

（
29
）　V

gl. Schrörs, S.564.
（
30
）　Joseph G

örres, A
tanasius, in: ders, G

esam
m

elte 
Schriften, Bd. X

V
II, bearbeitet von H

. H
ürten, Pader-

born 1998 [

以
下A

thanasius], S.72.

（
三
二
五
）　
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第
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五
巻　

第
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文
学
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創
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五
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記
念
号
（
第
二
分
冊
）

（
31
）　E

bd., S.77ff. u. S.82.
（
32
）　E

bd., S.125.
（
33
）　V

gl. A
llokution Papst Gregors X

V
I. im

 Geheim
en 

K
onsistorium

 vom
 10. D

ezem
ber 1837, D

okum
ente, 

S.395ff.

（
34
）　A

thanasius, S.125.

（
35
）　E

bd., S.124.

（
36
）　V

gl. Schrörs, S.1.

（
37
）　

こ
う
し
て
特
に
ベ
ル
ギ
ー
で
印
刷
さ
れ
た
小
冊
子
や
雑
誌
が
教

会
係
争
の
間
中
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
流
れ
こ

ん
だ
。V

gl. H
uber 2, S.250f.

（
38
）　V

gl. Schrörs, S.2.

（
39
）　V

gl. H
uber 2, S.252. 

フ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
史
に

お
い
て
は
じ
め
て
新
聞
雑
誌
が
内
政
問
題
に
関
し
て
そ
の
力
を
存

分
に
振
る
い
、
政
府
か
ら
も
反
対
派
か
ら
も
一
目
置
か
れ
る
力
と

し
て
世
論
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
。V

gl. auch Schnabel 4, 
S.142.

（
40
）　Schrörs, S.578.

（
41
）　E

bd., S.577.

（
42
）　Leo, Sendschreiben an J. G

örres, Zw
eite unverän-

derte A
usgabe, H

alle 1838 [

以
下Sendschreiben], S.9f.

（
43
）　E
bd., S.32f.

（
44
）　V

gl. Schnabel 4, S.143f.

（
45
）　V

gl. Sendschreiben, S.53ff.

（
46
）　E

bd., S.126f.

（
47
）　E

bd., S.124f.

（
48
）　

ル
ー
ゲ
と
の
往
復
書
簡
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ

ン
ツ
は
遠
く
離
れ
た
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
か
ら
ル
ー
ゲ
と
レ
オ
と

い
う
か
つ
て
の
友
人
た
ち
の
間
の
争
い
を
複
雑
な
気
持
ち
で
見
て

い
た
。V

gl. Rosenkranz an Ruge, 17.O
kt.1838, Briefw

ech-
sel, S.146.

（
49
）　Ruge an Rosenkranz, 16.D

ez.1837, ebd., S.99. 

ル
ー
ゲ

に
よ
れ
ば
、
有
名
な
「
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
七
教
授
」
に
よ
る
憲

法
破
棄
に
対
す
る
抗
議
に
関
し
て
も
、
レ
オ
は
「
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー

の
哀
れ
な
国
王
」
の
側
に
つ
き
、
教
授
た
ち
に
非
難
を
向
け
た
と

い
う
。
そ
れ
を
ル
ー
ゲ
は
「
ナ
ン
セ
ン
ス
の
極
み
」
と
評
し
て
い

る
。

（
50
）　Ruge an Rosenkranz, 4.A

pr.1838, ebd., S.122.

（
51
）　V

gl. D
ie U

niversität H
alle von D

r. T
h. Echterm

eyer 

（Fortsetzung aus N
r. 39

）, in: H
allische Jahrbücher für 

deutsche W
issenschaft und K

unst [

以

下H
J], Jg.1838, 

Leipzig 1838, Sp.665. 

ハ
レ
大
学
の
様
子
を
報
告
す
る
こ
の
連
載

を
当
初
担
当
し
て
い
た
の
は
、
エ
ヒ
タ
ー
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
っ
た
。

し
か
し
四
月
七
日
か
ら
一
一
日
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
第
三
部
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
当
時
病
気
で
筆
を
持
つ
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
エ
ヒ
タ
ー
マ
イ
ヤ
ー
に
代
わ
っ
て
、
ル
ー
ゲ
が
エ
ヒ
タ
ー

マ
イ
ヤ
ー
の
構
想
を
も
と
に
内
容
を
ま
と
め
て
い
る
。
七
月
一
四

日
、『
ベ
ル
リ
ン
政
治
週
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
は
、
ま
さ
に
こ

の
箇
所
を
取
り
上
げ
て
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
革
命
的
傾
向
を
非
難

し
て
い
る
。
そ
の
際
、
こ
の
連
載
が
「
生
意
気
な
素
養
を
も
っ
た

別
人
」
の
手
で
完
成
さ
れ
た
こ
と
で
、
当
初
の
「
落
ち
着
い
た
反

省
的
な
叙
述
」
か
ら
変
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。V

gl. 

（
三
二
六
）　



ア
ル
ノ
ル
ト
・
ル
ー
ゲ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
受
容

三
二
七

[A
nonym

,] D
ie H

allische Jahrbücher für deutsche W
is-

senschaft und K
unst, in: Berliner Politischen W

ochen-
blatt, Jg.1838, N

o. 28, 14.Jul., S.160f.
（
52
）　D

ie U
niversität H

alle von D
r. T

h. E
chterm

eyer, 
a.a.O

., Sp.684ff.

（
53
）　A

rnold Ruge, [Rez. zu:] Sendschreiben an J. Görres 
von H

einrich Leo. Gr. 8. H
alle. Bei A

nton, 1838, H
J, 

Jg.1838, Leipzig 1838, Sp.1169.

（
54
）　Ebd., Sp.1194 u. 1199.

（
55
）　Ebd., Sp.1200.

（
56
）　Ebd., Sp.1173.

（
57
）　Ebd., Sp.1186f.

（
58
）　Ebd., Sp.1197f.

（
59
）　Ebd., Sp.1177f.

（
60
）　Ebd., Sp.1182f.

（
61
）　Ebd., Sp.1204.

（
62
）　Leo, V

orw
ort zur zw

eiten A
uflage, Sendschreiben, 

S.X
V

. 

レ
オ
の
第
二
版
の
序
文
は
、
ま
さ
に
ル
ー
ゲ
か
ら
送
ら
れ

て
き
た
彼
の
書
評
の
抜
き
刷
り
を
読
ん
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

レ
オ
は
こ
の
序
文
の
最
後
で
ル
ー
ゲ
に
絶
縁
を
宣
言
し
て
い
る
。

V
gl. ebd., S.III u. X

V
II.

（
63
）　

V
gl. [A

nonym
,] D

ie H
allische Jahrbücher für 

deutsche W
issenschaft und K

unst, a.a.O
., S.159.

（
64
）　

こ
の
言
葉
は
数
年
前
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
が
ヴ
ォ
ル
フ
ガ

ン
ク
・
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
「
若
き
ド
イ
ツ
派
」
批
判
に
投
げ
つ
け
て

以
来
、「
革
命
」
と
同
じ
く
ら
い
扇
動
的
で
侮
蔑
的
な
響
き
を
持
っ

て
い
た
と
さ
れ
る
。 V

gl. Paul N
errlich, A

rnold R
uge als 

politiker und politischer Schriftsteller. E
in Beitrag zur 

deutschen G
eschichte des 19. Jahrhunderts, H

eidelberg 
1933, S.47. V

gl. auch W
olfgang Eßbach, D

ie Junghege-
lianer. Soziologie einer Intellektuellengruppe, M

ünchen 
1988, S.62f. A

nm
.48.

（
65
）　V

gl. D
ie H

egelingen. A
ctenstücke und Belege zu der 

s.g. D
enunciation der ew

igen W
ahrheit, Zw

eite, m
it 

N
achträgen verm

ehrte A
uflage, zusam

m
engestellt von 

H
. Leo, H

alle 1839, S.2f. 

『
ヘ
ー
ゲ
リ
ン
ゲ
ン
』
は
、「『
永
遠
の

真
理
を
告
発
』
す
る
た
め
の
記
録
と
資
料
」
と
い
う
副
題
が
示
す

よ
う
に
、
ル
ー
ゲ
の
批
判
に
対
す
る
レ
オ
の
回
答
で
あ
る
。
ル
ー

ゲ
は
レ
オ
の
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
批
判
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
永
遠

の
真
理
」、
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
「
告
発
」
で
あ
る
と

断
じ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
レ
オ
は
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
の
著

作
や
論
文
か
ら
の
抜
粋
を
ま
と
め
、
自
ら
の
批
判
が
「
卑
劣
な
告

発
」
な
ど
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
66
）　N

errlich, A
rnold R

uge als politiker und politischer 
Schriftsteller, a.a.O

., S.49.

（
67
）　E

bd., S.50.

（
68
）　V

gl. Schnabel 4, S.385 u. 490f. 

シ
ュ
ナ
ー
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、

特
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
神
学
部
教
授
で
『
福
音
派
教
会
新
聞
』
を
編

集
し
て
い
た
ヘ
ン
グ
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
は
、
ゲ
ア
ラ
ッ
ハ
兄
弟
な
ど

敬
虔
主
義
的
な
ユ
ン
カ
ー
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
文
化
大
臣
ア

ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
し
て
「
ほ
ぼ
独
立
し
た
力
」
と
し
て
対

峙
し
た
と
い
う
。

（
三
二
七
）　
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二
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第
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創
設
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記
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第
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冊
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（
69
）　Ruge, A

us früherer Zeit, Bd.IV
, Berlin 1867, S.176ff. 

V
gl. auch Ruge an A

ltenstein, 23.Jul.1839, Briefw
echsel, 

S.174f.
（
70
）　Ruge an seine Gattin, 27.N

ov.1838, ebd., S.153f.

（
71
）　Ruge, D

er Geist unserer Gegenw
art, in: ders., Preu-

ß
en und die R

eaction. Zur G
eschichte unserer Zeit, 

Leipzig 1838, S.8.

（
72
）　E

bd., S.30.

（
73
）　E

bd., S.2f.

（
74
）　E

bd., S.9f.

（
75
）　V

gl. Ruge an Rosenkranz, 19.Jan.1839, Briefw
echsel, 

S.162.

（
76
）　V

gl. Ruge an A
ltenstein, 18.M

rz.1839, ebd., S.168.

（
77
）　Ruge an W

erner, 3.M
ai.1839, ebd., S.168f.

（
78
）　V

gl. Ruge an Prutz, 1.D
ez.1839, ebd., S.189.

（
79
）　V

gl. Ruge an A
ltenstein, 23.Jul.1839, ebd., S.172f. 

ル
ー

ゲ
に
よ
れ
ば
、
ハ
レ
大
学
の
同
僚
四
名
（
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
、
ブ
ラ

ン
、
ゲ
ル
マ
ー
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ガ
ー
）
が
学
部
会
を
通
さ
ず
極

秘
に
、
ル
ー
ゲ
を
エ
ピ
グ
ラ
ム
の
作
者
と
し
て
告
発
す
る
文
書
を

ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
送
っ
た
。
ル
ー
ゲ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

四
名
が
レ
オ
に
唆
さ
れ
て
お
り
、「
宮
廷
の
敬
虔
主
義
的
党
派
」
が

背
後
で
糸
を
引
い
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
ル

テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
出
来
事
を
受
け
て
ル
ー
ゲ
の
昇
進
を
見

送
る
一
方
、「
完
全
な
レ
オ
の
同
調
者
」
で
あ
っ
た
ユ
リ
ウ
ス
・

ミ
ュ
ラ
ー
を
学
部
の
頭
越
し
に
私
講
師
に
任
じ
た
。
ル
ー
ゲ
は
こ

こ
に
働
い
て
い
る
政
治
力
学
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
。

「
レ
オ
の
党
派
が
正
統
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
勝

利
」
し
た
の
で
あ
る
。Vgl. Ruge an Rosenkranz, 2.O

kt.1839, 
ebd., S.176; Ruge an Rosenkranz, 17.N

ov.1839, ebd., S.184. 
V

gl. auch Ruge, A
us früherer Zeit, a.a.O

., S.485ff.

（
80
）　V

gl. Briefw
echsel, S.175 A

nm
.1.

（
81
）　Ruge an Rosenkranz, 17.N

ov.1839, ebd., S.188.

（
82
）　Rosenkranz an Ruge, 27.N

ov.1839, in: K
arl Rosen-

kranz, Briefe 1827 bis 1850, hrsg. von J. Butzlaff, Berlin 
1994 [

以
下R

osenkranz], S.204.

（
83
）　V

gl. Ruge, D
er Geist unserer Gegenw

art, a.a.O
., S.2f.

（
84
）　Ruge an Rosenkranz, 17.N

ov.1839, a.a.O
., S.185.

（
85
）　V

gl. [Ruge/Echterm
eyer,] K

arl Streckfuß und das 
Preußenthum

. V
on einem

 W
ürttem

berger. U
eber die 

Garantien der preußischen Zustände, von K
arl Streck-

fuß, K
önigl. Preuß. Geh. O

berregierungsrathe. H
alle 

1839. B
ei C

. A
. Schw

etschke und Sohn, H
J, Jg.1839, 

Leipzig 1838, Sp.2099.

（
86
）　E

bd., Sp.2103.

（
87
）　E

bd., Sp.2100.

（
88
）　Ruge an Rosenkranz, 17.N

ov.1839, a.a.O
., S.186.

（
89
）　V

gl. Ingrid Pepperle, Junghegelianische G
eschichts-

philosophie und K
unsttheorie, Berlin 1978, S.39.

（
90
）　Rosenberg, Geistige und politische Ström

ungen an 
der U

niversität H
alle in der ersten H

älfte des 19. Jahr-
hunderts, in: ders, P

olitische D
enkström

ungen im
 

deutschen V
orm

ärz, Göttingen 1972, S.68.

（
三
二
八
）　



ア
ル
ノ
ル
ト
・
ル
ー
ゲ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
受
容

三
二
九

（
91
）　V

gl. [A
nonym

,] D
er Leo-H

egel

’sche Streit, a.a.O
., 

S.51f. u. 129ff.
（
92
）　Feuerbach, D

er w
ahre Gesichtspunkt, aus w

elchem
 

der „Leo-H
egelsche Streit“ beurteilt w

erden m
uß; in 

Beziehung auf die in der „A
ugsburger A

llgem
eine Zei-

tung“ hierüber enthaltenen A
rtikel., H

J, Jg.1839, Sp.481-
499. V

gl. auch Ruge an Feuerbach, [13.Feb.]1839, in: 
Feuerbach, G

esam
m

elte W
erke, Bd.17: Briefw

echsel I 

（1817-1839

）, hrsg. von W
. Schuffenhauer, Berlin 1984 [

以

下G
W

 17], S.351f. 
こ
の
論
文
は
検
閲
に
よ
り
『
ハ
レ
年
誌
』
で

の
掲
載
を
途
中
で
打
ち
切
ら
れ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
原
稿

を
小
冊
子
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
。
検
閲
を
受

け
た
ザ
ク
セ
ン
で
の
出
版
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
ル
ー
ゲ
は

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
ト
を
紹
介
し
、

他
の
「
合
理
的
な
検
閲
官
」
の
も
と
で
出
版
で
き
る
よ
う
取
り
計

ら
っ
て
い
る
。
結
局
こ
の
小
冊
子
は
一
八
三
九
年
後
半
に
『
哲
学

と
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
│
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
な
さ
れ
た
非
キ
リ

ス
ト
教
性
の
批
難
に
関
連
し
て
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
新
た
な

序
文
を
付
け
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た
。V

gl. Ruge an Feuerbach, 
4.A

pr.1839, ebd., S.359; Ruge an Feuerbach, 31.M
ai.1839, 

ebd., S.365; F
euerbach an W

igand, 12.Jul.1839, ebd., 
S.366f.; Feuerbach an W

igand, 13.A
ug.1839, ebd., S.371.

（
93
）　Feuerbach, Ü

ber Philosophie und Christentum
 in 

B
eziehung auf den der H

egelschen Philosophie 
gem

achten V
orw

urf der U
nchristlichkeit, G

esam
m

elte 
W

erke, Bd.8: K
leinere Schriften I 

（1835-1839

）, hrsg. von 

W
. Schuffenhaufer, Berlin 1969 [

以
下G

W
 8], S.232f.

（
94
）　E
bd., S.257f.

（
95
）　Feuerbach, [Rez. zu:] „Philosophie des Rechts nach 

geschichtlicher A
nsicht.

“ V
on Friedr. Jul. Stahl. Erster 

Band: „D
ie Genesis der gegenw

ärtigen Rechtsphiloso-
phie.“ H

eidelberg 1830. X
V

I, 362S. Zw
eiter B

and: 
„Christliche Rechts- und Staatslehre.“ Erste A

bteilung. 
H

eidelberg 1833. X
V

I, 344S., G
W

 8, S.38ff.

（
96
）　F

euerbach, Ü
ber Philosophie und C

hristentum
, 

a.a.O
., S.283ff.

（
97
）　Ebd., S.271.

（
98
）　Ebd., S.277f.

（
99
）　Ebd., S.270.

（
100
）　Ruge an Feuerbach, 4.A

pr.1839, G
W

 17, S.359.

（
101
）　F

euerbach, Ü
ber Philosophie und C

hristentum
, 

a.a.O
., S.229 u. 254. V

gl. Feuerbach an Ruge, G
W

 17, 
S.355f.

（
102
）　V

gl. Leo, D
ie H

egelingen, a.a.O
., S.25ff.

バ
イ
ル
ホ
ッ

フ
ァ
ー
は
一
八
四
〇
年
代
な
か
ば
に
高
ま
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

自
由
信
仰
運
動
、
リ
ヒ
ト
フ
ロ
イ
ン
デ
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。V

gl. Eßbach, D
ie Junghegelianer, 

a.a.O
., S.68.

（
103
）　Ruge an Feuerbach, 27.Jul.1838, G

W
 17, S.317f.

（
104
）　K

arl T
heodor Bayrhoffer, D

ie Idee und G
eschichte 

der Philosophie, Leipzig 1838, S.13-22.

（
105
）　E

bd., S.482. 

バ
イ
ル
ホ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
う
し
て
理
念
が
全

（
三
二
九
）　
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面
的
に
現
実
化
し
、
直
接
無
媒
介
の
生
活
の
あ
り
方
を
浄
化
す
る

こ
と
で
、
哲
学
の
方
も
「
生
活
の
威
力
と
な
り
、
時
代
の
要
求
を

満
た
す
」
の
だ
と
い
う
。
レ
オ
は
こ
の
よ
う
な
バ
イ
ル
ホ
ッ

フ
ァ
ー
の
考
え
を
抜
粋
し
、『
ヘ
ー
ゲ
リ
ン
ゲ
ン
』
に
収
め
て
い
る
。

さ
ら
に
註
の
な
か
で
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
は
「
こ
れ
ま

で
単
に
教
壇
や
雑
誌
の
舌
を
介
し
て
の
み
広
め
ら
れ
て
い
た
無
神

論
に
生
活
と
知
識
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
支
配
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
」
と
批
判
し
て
い
る
。V

gl. Leo, D
ie H

egelingen, a.a.O
., 

S.26.

（
106
）　Bayrhoffer, D

ie Idee und G
eschichte der Philosophie, 

a.a.O
., S.487f.

（
107
）　V

gl. H
ans-M

artin Sass, U
ntersuchung zur R

eligions-
philosophie in der H

egelschule 1830-1850, [phil. D
iss. 

M
ünster 1962,] M

ünster 1963, S.118.

（
108
）　Ruge an Feuerbach, 27.Jul.1838, a.a.O

., S.317f.

（
109
）　[A

nonym
,] D

ie H
allischen Jahrbücher für deutsche 

W
issenschaft und K

unst, a.a.O
., S.160. 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
バ
イ
ア
ー
書
評
の
な
か
で
、
カ
ン
ト

や
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
哲
学
そ
の
も
の
と
取
り
違
え

て
は
な
ら
な
い
と
し
、
特
定
の
哲
学
体
系
に
固
執
す
る
こ
と
に
対

し
て
批
判
を
向
け
た
。V

gl. Feuerbach, [Rez. zu:] „D
ie Idee 

der Freiheit und der Begriff des Gedankens.“ V
on D

r. K
. 

Bayer. Gr.8. N
ürnberg 1837, G

W
 8, S.140f.

（
110
）　V

gl. Ruge an Feuerbach, 31.Jul.1838, G
W

 17, S.319.

（
111
）　Feuerbach an Ruge, [13.Feb.1839], ebd., S.353. 

一
八
三

五
年
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
バ
ッ

ハ
マ
ン
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
を
退
け
、
客
観
的
思
惟
に
つ
い
て
の

ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
を
弁
護
し
た
。
ま
た
『
ハ
レ
年
誌
』
に
掲
載
さ

れ
た
「
経
験
論
の
批
判
の
た
め
に
」
で
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ド

ル
グ
ー
ト
に
よ
る
生
理
学
的
経
験
論
か
ら
の
観
念
論
批
判
に
対
し
、

「
思
惟
と
は
脳
の
感
性
的
活
動
と
は
区
別
さ
れ
た
、
た
だ
自
分
自
身

に
よ
っ
て
の
み
根
拠
付
け
ら
れ
る
営
み
」
で
あ
る
と
し
た
。
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
護
に
も
関
わ
ら
ず
、

自
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
批
判
を
向
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ル
ー
ゲ
に
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
同
時
代
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
恥

知
ら
ず
な
批
判
」
を
前
に
し
て
、「
私
は
も
う
長
い
間
自
分
の
批
判

的
な
考
え
を
尻
込
み
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
も
ま
た
こ
の
批
判

を
公
に
す
る
か
戸
惑
う
の
で
す
。
と
は
い
え
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
が

敵
の
手
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
良
き
精
神
を
自
ら
の
活
動
の
創
造
的
精

神
と
し
て
承
認
す
る
も
の
の
手
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
は
ぜ
ひ
と

も
必
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。」

（
112
）　[Feuerbach,] [Rez.] Zur K

ritik der „positiven Philoso-
phie“ „Ü

ber das W
esen und die Bedeutung der spekula-

tiven Philosophie und T
heologie in der gegenw

ärtigen 
Zeit, m

it besonderer Rücksicht auf die Relitionsphiloso-
phie. ‒ Spezielle Einleitung in die Philosophie und spe-
kulativen T

heologie.“ V
on D

r. Sengler, ordentl. Prof. der 
Philos., H

eidelberg 1837, G
W

 8, S.207.
（
113
）　E

bd., S.184f.
（
114
）　E

bd., S.190 u. 207.

（
115
）　Feuerbach, Zur K

ritik der H
egelschen Philsophie, in: 

ders, G
esam

m
elte W

erke, Bd.9: K
leinere Schriften II 

（
三
三
〇
）　
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ル
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ル
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ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
受
容

三
三
一

（1839-1846

）, hrsg. von W
. Schuffenhaufer, Berlin 1970 

[

以
下G

W
 9], S.23.

（
116
）　E

bd., S.31.
（
117
）　E

bd., S.28f.

（
118
）　E

bd., S.28.

（
119
）　E

bd., S.33.

（
120
）　E

bd., S.37.

（
121
）　E

bd., S.33.

（
122
）　

こ
う
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
主
観
主
義
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
理

解
は
、
既
に
彼
の
学
位
論
文
に
お
い
て
も
、
同
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル

批
判
に
対
す
る
彼
の
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
護
の
な
か
に
も
現
れ
て
い
る
。

あ
る
意
味
で
「
思
弁
と
の
決
別
」
へ
と
至
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
思
想
的
発
展
は
、
自
分
の
な
か
に
潜
ん
で
い
た
「
反
ヘ
ー
ゲ

ル
」
を
自
覚
す
る
過
程
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
以
下
を
参
照
せ
よ
。V

gl. Junji K
anda, U

nm
ittel-

barkeit und Geschichtlichkeit. Feuerbachs radikaler 
Bruch m

it der Spekulation, in: Ludw
ig Feuerbach und 

die G
eschichte der Philosophie, hrsg. von W

. Jaeschke u. 
F. T

om
asoni, Berlin 1998, S.313 u. 318f.

（
123
）　Rosenkranz an Ruge, 30.D

ez.1838, R
osenkranz, S.175f.; 

Rosenkranz an Ruge, 27.N
ov.1839, ebd., S.206.

（
124
）　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
が
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
派
に

与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
せ
よ
。V

gl. Pepperle, 
Junghegelianische G

eschichtsphilosophie und K
unsttheo-

rie, a.a.O
., S.46.

（
125
）　[A

nonym
,] D

ie preußische Regierung und die H
al-

lischen Jahrbücher, in: Beilage zur [A
ugsburger] A

llge-
m

einen Zeitung, N
r.40, 9.Feb., A

ugsburg 1841, S.313f.

（
126
）　Ruge, V

orw
ort [zum

 Jahrgang der H
allischen Jahr-

bücher], H
J, Jg.1841, Leipzig 1841, S.5.

（
127
）　V

gl. Schnabel 4, S.530f.

（
128
）　V

gl. A
llgem

eine Preußische Staats-Zeitung, Jg.1842, 
N

r. 11, 11.Jan., Berlin 1842. 

ケ
ル
ン
教
会
係
争
を
調
停
に
向
け

た
プ
ロ
イ
セ
ン
と
教
皇
庁
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
せ

よ
。V

gl. Rudolf Lill, D
ie Beilegung der K

ölner W
irren 

1840-1842. V
orw

iegend nach A
kten des V

atikanischen 
G

eheim
archivs, D

üsseldorf 1962, S.206ff. V
gl. auch H

uber 
2, S.259f.

（
129
）　V

gl. H
uber 2, S.263ff.; Schnabel 4, S.156ff.

（
130
）　Ruge, V

orw
ort [zum

 Jahrgang der D
eutschen Jahr-

bücher], in: D
eutsche Jahrbücher für W

issenschaft und 
K

unst [

以
下D

J], , Jg.1841, Leipzig 1841, S.3.

（
131
）　V

gl. A
ktenm

äßige D
arlegung der Censurverhält-

nisse der H
allischen und D

eutschen Jahrbücher in den 
Jahren 1839, 1841, 1842., in: A

nekdota zur neuesten 
deutschen P

hilosophie und P
ublicistik, E

rster B
and, 

hrsg. von A
. Ruge, Zürich u. W

interthur 1843, [

以
下Ze-

nsurverhältnisse,] S.10. V
gl. auch Pepperle, Junghege-

lianische G
eschichtsphilosophie und K

unsttheorie, a.a.O
., 

S.53 u. A
nm

.109.

（
132
）　

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
ト
に
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本

質
』
の
出
版
を
依
頼
し
た
の
は
一
月
の
初
め
で
あ
る
。
二
月
に
は

（
三
三
一
）　
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原
稿
が
送
ら
れ
、
ル
ー
ゲ
が
校
正
を
引
き
受
け
て
い
る
。V

gl. 
Feuerbach an W

igand, 5.Jan.1841, G
W

 18, S.44ff.; Feuer-
bach an W

igand, 5.F
eb.1841, ebd., S.58; W

igand an 
F

euerbach, 19.F
eb.1841, ebd., S.62; F

euerbach an 
W

igand, 24.Feb.1841, ebd., S.65.

（
133
）　V

gl. Feuerbach an W
igand, 3.A

ug.1841, ebd., S.95; 
Feuerbach an Chr. K

app, 9.[/10.]A
ug.1841, ebd., S.97.

（
134
）　V

gl. W
igand an Feuerbach, 16.Jun.1841, ebd., S.92.

（
135
）　Ruge an Feuerbach, 10.O

kt.1841, ebd., S.112; Carové 
an Ruge, 22.Jul.1841, in: Ruge, W

erke und Briefe, Bd.12: 
N

achgelassene Briefe 1832-1880, hrsg. von H
.-M

. Sass, 
A

m
sterdam

 u. A
alen 2013, S.210.

（
136
）　Feuerbach an Ruge, 27.Feb.1841, G

W
 18, S.67.

（
137
）　D

ie deutschen Jahrbücher 

（Erw
iederung an Ruge

）, 
in: B

eilage zur [A
ugsburger] A

llgem
einen Zeitung, 

Jg.1841, N
r.226, 14.A

ug., A
ugsburg 1841, S.1803f.

（
138
）　V

orw
ort [zum

 Jahrgang 1841 der D
eutschen Jahr-

bücher], a.a.O
., S.3 u. 5.

（
139
）　E

bd., S.2f.

（
140
）　E

bd., S.5.

（
141
）　E

bd., S.5.

（
142
）　V
gl. Ruge an Feuerbach, 25.D

ez.1841, G
W

 18, S.139, 
Ruge an Feuerbach, 23.Jan.1842, G

W
 18, S.153f. 

し
か
し

こ
の
書
評
は
二
月
の
後
半
に
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
の
圧
力
に
よ
り
強

化
さ
れ
た
「
傾
向
検
閲
」
を
受
け
て
掲
載
禁
止
と
な
る
。
結
局
こ

の
書
評
は
、
同
じ
く
検
閲
の
犠
牲
と
な
っ
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
「
暫
定
的
テ
ー
ゼ
」、「
仲
裁
者
ル
タ
ー
」、
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ

ア
ー
の
論
文
な
ど
と
と
も
に
『
ア
ネ
ク
ド
ー
タ
』
に
纏
め
ら
れ
、

一
八
四
三
年
初
頭
に
ス
イ
ス
で
出
版
さ
れ
た
。V

gl. Zensurver-
hältnisse, S.17.

（
143
）　V

gl. Feuerbach an Chr. K
app, 13.N

ov.1841, G
W

 18, 
S.266; Feuerbach an W

igand, [25.M
rz.]1842, ebd., S.172f. 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
三
月
二
五
日
に
は
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
ト
に
「
註
、

結
論
、
序
論
を
除
く
草
稿
」
を
送
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
第
二
版
が
一
八
四
三
年
に
な
っ
て
よ
う
や

く
出
版
さ
れ
た
の
は
、
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
ト
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
そ
の
他

で
の
出
版
禁
止
に
よ
り
大
量
の
返
品
在
庫
を
抱
え
、
第
二
版
の
出

版
を
見
合
わ
せ
た
た
め
で
あ
る
。V

gl. Ruge an Feuerbach, 
14.A

pr.1842, ebd., S.176f.

（
144
）　

F
euerbach an R

uge, 20.D
ez.1842, ebd., S.136; 

F[euerbach], Beleuchtung der in den

“Theologischen 
Studien und K

ritiken

” （Jahrgang 1842, I. H
eft

） enthalte-
nen Rezension m

einer Schrift „D
as W

esen des Christen-
tum

s“, G
W

 9, S.184f.

（
145
）　A

scheri, Feuerbachs Bruch m
it der Spekulation, a.a.O

., 
S.96 u. 108.

（
146
）　[F. W

. Carové,] K
orrespondenz aus Frankfurt a. M

. 
vom

 6. D
ez., in: [A

ugsburger] A
llgem

eine Zeitung, 
Jg.1841, N

r.346, 11.D
ez., A

ugsburg 1841, S.2765. 

ル
ー
ゲ
に

よ
れ
ば
こ
の
通
信
員
は
か
つ
て
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
参
加
し
、

そ
の
後
『
ハ
レ
年
誌
』
な
ど
で
執
筆
活
動
を
し
て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル

主
義
者
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
カ
ロ
ヴ
ェ
で
あ
る
。

（
三
三
二
）　
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ル
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ル
ト
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エ
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三
三
三

V
gl. Ruge an Feuerbach, 25.D

ez.1841, G
W

 18, S.139.
（
147
）　Feuerbach an Ruge, 25.D

ez.1841, ebd., S.136.
（
148
）　V

gl. Feuerbach an W
igand, 18.Jan.1842, ebd., S.153.

（
149
）　F[euerbach], Zur Beurteilung der Schrift 

“Das W
e-

sen des Christem
tum

s

”, G
W

 9, S.238.

（
150
）　E

bd., S.240.

（
151
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