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紹
介
と
批
評

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
モ
イ
テ
ン
著

酒
井
　
修
訳

『
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
』

　
　
　
　
1
そ
の
生
涯
の
素
描
ー

一
四
〇
一
～

　
一
四
六
四

　
本
書
は
十
五
世
紀
に
政
治
思
想
家
、
哲
学
者
、
神
学
者
、
政
治
家
（
教
会
行

政
家
）
と
し
て
活
躍
し
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
伝
記
で
あ
る
。
著
者

工
ー
リ
ッ
ヒ
・
モ
イ
テ
ソ
教
授
は
現
在
、
ベ
ル
ソ
大
学
の
中
世
史
講
座
担
当
の

教
授
で
あ
る
．
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
政
治
思
想
研
究
者
と
し
て
欧
米
に
お
い
て
名
高

い
渡
辺
守
道
教
授
に
よ
る
と
、
モ
イ
テ
ン
氏
は
現
在
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
研
究
者
と

し
て
最
も
優
秀
な
能
力
の
持
主
だ
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
本
書
に
お
い
て
、
数
多

く
の
著
作
を
も
の
し
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
業
績
を
簡
潔
に
述
べ
つ
つ
、
こ
の
業
績

を
形
成
し
た
人
間
と
い
う
も
の
を
探
り
出
そ
う
と
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
著
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
七
二
二
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
人
格
の
中
に
思
索
の
端
緒
を
認
識
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

（
一
七
〇
頁
）
。
こ
の
方
法
は
、
単
な
る
学
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
生
活
の
只

中
で
真
剣
に
生
き
そ
の
現
実
と
の
触
れ
合
い
に
お
い
て
常
に
思
想
的
発
展
を
遂

げ
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
有
効
で
あ
る
。
著
者
は
本

書
を
ス
ケ
ッ
チ
、
要
約
と
謙
遜
し
て
い
る
が
（
序
四
頁
）
、
し
か
し
そ
れ
は
秀
れ

た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
伝
で
あ
る
。

　
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
一
四
〇
一
年
、
モ
ー
ゼ
ル
河
畔
の
ク
ー
ス
で

生
れ
た
．
父
母
及
び
親
族
は
裕
福
な
市
民
で
あ
り
、
そ
の
地
方
一
帯
の
い
わ
ば

名
望
家
層
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
彼
は
一
四
一
六
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
に

受
講
登
録
を
し
、
研
鑛
の
ス
タ
ー
ト
を
き
つ
た
。
当
時
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
の

リ
ベ
ラ
ん
じ
ア
　
ノ

自
由
七
学
科
を
支
配
し
た
の
は
唯
名
論
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
こ
を
後
に
し
て

教
会
法
を
勉
学
す
べ
く
パ
ド
ア
に
向
い
．
一
四
二
三
年
に
教
会
法
博
士
の
学
位

を
得
た
．
当
時
の
パ
ド
ア
は
当
代
の
精
神
生
活
の
中
心
で
あ
り
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス

は
こ
こ
で
、
後
に
教
会
の
中
で
高
位
と
声
望
を
有
す
る
よ
う
に
な
つ
た
人
々
と

友
情
の
き
ず
な
を
つ
く
つ
た
。
パ
ド
ア
で
得
た
新
鮮
な
知
性
と
貴
重
な
友
人
達

は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
後
の
学
問
的
発
展
と
教
会
内
で
の
活
躍
の
二
面
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
．
例
え
ば
、
公
会
議
理
論
の
発
展
に
功
の
あ
つ
た
、

当
代
一
流
の
法
哲
学
者
・
教
会
法
学
者
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ザ
バ
レ
ル
ラ
の
弟

子
達
の
サ
ー
ク
ル
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
属
し
、
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
に
お
い
て
公
会

議
派
の
理
論
家
と
し
て
活
躍
す
る
下
地
は
パ
ド
ア
で
形
成
さ
れ
た
（
一
二
頁
ー
一

九
頁
）
．

　
ニ
コ
ラ
ウ
ス
と
い
う
人
は
仲
々
複
雑
な
性
格
の
持
主
で
あ
り
、
一
義
的
に
解

釈
・
評
価
を
下
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
教
会
内
の
職
務
に
精
励
し
つ
つ
も
現
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
七
一
四
）

0
栄
達
を
追
求
し
、
教
会
改
革
を
志
し
、
後
に
は
そ
れ
を
実
行
に
移
し
つ
つ
も

経
済
財
に
淡
泊
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
．
篤
い
信
仰
心
を
有
し
つ
つ
も

我
執
に
と
ら
わ
れ
て
世
俗
君
主
と
の
醜
い
争
い
に
か
か
ず
ら
い
、
激
務
に
身
を

置
き
な
が
ら
も
、
そ
の
時
代
を
越
え
た
思
索
を
な
し
た
。
彼
は
相
対
立
す
る
も

の
を
一
身
に
蔵
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
人
間
像
を
描
く

に
あ
た
り
単
な
る
「
き
れ
い
ご
と
」
に
終
つ
て
は
い
な
い
。
訳
者
が
「
あ
と
が

き
」
で
指
摘
し
て
い
る
如
く
（
一
九
四
頁
）
、
著
者
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
を
「
偉
大
と

卑
俗
・
天
才
と
凡
庸
と
を
一
身
に
兼
ね
、
成
功
や
挫
折
や
執
着
を
同
時
に
味
わ

　
　
な
ま
み

つ
た
生
身
の
人
間
」
と
し
て
描
い
て
い
る
．
そ
の
意
味
で
こ
の
本
は
公
平
な
伝

記
で
あ
る
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
現
実
の
世
界
に
入
つ
て
活
動
し
た
様
子
を
み
る

と
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
如
何
に
精
神
的
な
広
さ
、
普
遍
性
を
求
め
つ
つ
そ
れ
を

実
践
し
た
か
を
理
解
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
既
定
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
に
精
神

的
営
為
と
社
会
的
行
動
を
行
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
パ
ド
ア
で

教
養
へ
の
彼
の
広
汎
な
関
心
が
ひ
と
つ
の
専
門
学
科
の
狭
苦
し
さ
を
打
破
し
て

い
つ
た
の
と
同
じ
必
然
性
で
貫
徹
さ
れ
た
．
彼
は
人
々
の
霊
を
み
と
る
者
と
し

て
日
常
の
教
会
活
動
を
行
な
つ
た
が
、
し
か
し
、
彼
の
精
神
の
普
遍
性
と
広
い

世
界
で
大
き
な
行
動
を
な
そ
う
と
す
る
彼
の
意
志
の
迫
力
と
を
、
狭
苦
し
い
司

牧
者
の
職
務
に
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
し
て
も
不
可
能
で
あ
つ
た
（
二
六
頁
）
。

　
一
四
二
五
年
の
春
に
は
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
ケ
ル
ン
大
学
の
学
籍
に
教
会
法
博

士
と
し
て
登
録
し
た
．
結
論
と
し
て
は
、
こ
の
分
野
に
対
し
て
も
彼
は
秀
れ
た

業
績
を
挙
げ
な
が
ら
も
．
持
前
の
「
幅
広
さ
」
か
ら
専
門
的
法
学
者
に
は
な
ら

な
か
つ
た
。
彼
は
ケ
ル
ン
時
代
に
、
原
資
料
を
集
め
て
文
献
の
正
誤
を
判
定
す

る
文
献
批
判
の
方
法
を
確
立
し
た
。
こ
の
斬
新
な
方
法
に
ょ
つ
て
、
ニ
コ
ラ
ウ



ス
は
、
歴
代
の
・
ー
マ
教
皇
達
が
ヨ
i
・
ヅ
パ
世
界
に
対
し
て
世
俗
的
権
力
を

主
張
す
る
法
的
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
「
コ
ン
ス
タ
ソ
チ
ヌ
ス
寄
進
状
」
が
八
世

紀
に
偽
造
さ
れ
た
も
の
と
立
証
し
た
。
そ
の
他
の
業
績
を
も
含
め
て
、
彼
は
厳

密
な
意
味
で
の
最
初
の
法
制
史
家
の
栄
誉
を
得
た
の
で
あ
る
．
彼
の
学
者
と
し

て
の
名
声
は
急
速
に
高
ま
り
、
レ
ー
ヴ
ェ
ソ
市
に
新
設
さ
れ
た
大
学
か
ら
二
回

に
わ
た
つ
て
招
請
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
断
わ
つ
た
（
二
七
頁
ー
二
九

頁
）
。
原
資
料
を
集
め
る
と
い
う
方
法
を
古
典
研
究
に
も
適
用
し
、
ニ
コ
ラ
ウ

ス
は
ラ
テ
ン
古
典
作
家
の
写
本
を
多
く
発
見
し
て
古
典
の
人
文
主
義
的
研
究
に

貢
献
し
た
。
こ
れ
が
機
縁
と
な
つ
て
彼
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
中
で
古
典
文
芸

の
研
究
に
関
係
し
て
い
る
人
々
と
友
誼
を
深
め
る
こ
と
と
な
つ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
後
に
彼
が
ロ
ー
マ
教
会
内
で
活
動
す
る
際
に
極
め
て
大
き
な
意
義
を
有
し

た
。　

ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
桧
舞
台
に
出
て
き
た
の
は
バ
ー
ゼ
ル
公
会

議
に
お
い
て
で
あ
つ
た
。
こ
こ
で
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
最
高
権
威

者
は
誰
で
あ
る
か
、
即
ち
教
皇
か
公
会
議
か
と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
。
ニ

コ
ラ
ウ
ス
は
ト
リ
ー
エ
ル
大
司
教
位
を
め
ぐ
る
紛
争
で
反
教
皇
の
立
場
を
と
つ

た
ウ
ル
リ
ヅ
ヒ
・
フ
ォ
ソ
・
マ
ソ
デ
ル
シ
ャ
イ
ト
の
秘
書
、
懐
刀
と
し
て
バ
ー

ゼ
ル
に
参
集
し
た
が
、
徐
々
に
問
題
の
所
在
に
気
づ
き
、
最
後
に
は
教
皇
側
へ

と
移
行
し
た
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
の
最
重
要
問
題
で
も
あ
る
バ
ー
ゼ
ル

公
会
議
運
動
に
身
を
投
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
政
治
理
論
史
上
、

大
き
な
価
値
を
有
す
る
「
普
遍
的
和
合
」
（
O
自
§
量
β
蜜
9
導
。
一
ぎ
）
を
執
筆

す
る
こ
と
と
な
つ
た
。
彼
は
当
初
、
教
会
の
秩
序
と
い
う
問
題
に
の
み
関
心
を

有
し
た
。
そ
の
問
題
と
は
ロ
ー
マ
教
皇
と
公
会
議
の
関
係
は
如
何
に
設
定
さ
れ

　
　
　
紹
介
と
批
評

る
べ
ぎ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
公
会
議
優
位
の
立
場
を
執
つ

た
の
で
あ
る
．
し
か
し
、
こ
の
「
普
遍
的
和
合
」
は
教
会
内
秩
序
の
特
殊
問
題

か
ら
当
時
の
社
会
の
問
題
の
摘
出
と
い
う
総
合
的
な
問
題
を
も
含
む
よ
う
に
な

つ
た
．
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
　
「
普
遍
的
和
合
」
は
中
世
社
会
理
論
の
壮
大
な

要
約
な
の
で
あ
る
．
こ
の
著
作
に
は
二
つ
の
精
神
的
潮
流
が
合
流
し
て
い
る
。

第
一
は
教
会
法
、
こ
と
に
公
会
議
首
位
説
の
立
場
で
発
展
を
遂
げ
た
教
会
法
の

流
れ
で
あ
り
、
第
二
は
中
世
の
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
で
あ
る
。
前
者
は
多
様
性
と

い
う
思
惟
構
造
を
、
後
者
は
統
一
性
の
そ
れ
を
ニ
コ
ラ
ウ
ス
に
与
え
た
の
で
あ

る
。
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
の
伝
統
が
ニ
コ
ラ
ウ
ス
に
提
示
す
る
有
機
体
思
想
は
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
イ
　
ル
ハ
イ
ト
　
　
　
ァ
イ
ノ
ハ
イ
ノ

の
如
ぎ
可
能
性
を
有
す
る
．
　
「
多
」
と
「
『
は
共
に
展
開
・
分
立
し
、
そ

し
て
再
び
統
一
さ
れ
る
動
的
な
過
程
の
中
で
、
実
り
多
き
綜
合
に
お
も
む
く
の

で
あ
る
。
「
一
」
は
「
多
」
を
無
情
な
位
置
に
押
し
込
め
、
こ
れ
を
自
分
「
一
」

に
隷
属
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
『
は
「
多
」
を
ま
ず
「
多
」
と
し

て
そ
れ
の
極
限
ま
で
発
展
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
又
、
「
多
」
も
「
『

を
多
元
論
的
に
分
裂
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、
　
「
多
」
は
「
一
」
の
中
に
含
ま
れ
て

い
る
存
在
の
根
源
的
理
拠
を
多
面
的
に
反
映
す
べ
ぎ
な
の
で
あ
る
（
五
〇
頁
；

五
一
頁
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
和
合
と
い
う
原
理
が
全
て
の
も
の
を
結
実
さ
せ
る
も
の
と

し
て
現
わ
れ
出
た
。
「
限
り
な
い
一
致
（
絶
対
的
な
同
意
）
に
支
え
ら
れ
た
た
だ

一
人
の
平
和
の
君
主
か
ら
、
あ
の
甘
美
で
協
調
的
な
精
神
的
調
和
が
流
れ
出
し
、

こ
の
調
和
は
段
階
を
追
つ
て
次
第
次
第
に
あ
ら
ゆ
る
構
成
員
の
中
へ
滲
透
し
て

ゆ
く
、
そ
し
て
す
べ
て
の
構
成
員
が
こ
の
平
和
の
君
主
に
服
従
し
彼
と
統
一
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
神
が
す
べ
て
の
も
の
に
お
い
て
す
べ
て
で
あ
る
の
と
全
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
七
一
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

同
様
な
の
で
あ
る
」
。
以
上
の
如
ぎ
認
識
は
、
全
体
の
意
志
が
最
高
決
定
意
志
で

あ
る
と
す
る
公
会
議
優
位
の
理
論
と
は
異
質
で
あ
る
．
そ
れ
は
又
、
非
民
主
主

義
的
発
想
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
会
構
造
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
究
極
的

に
は
教
皇
優
位
の
理
論
と
な
る
の
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議

の
期
間
中
（
一
四
三
－
一
四
四
九
）
に
教
皇
側
に
移
行
し
た
事
実
に
は
、
内
的

必
然
性
が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
　
「
普
遍
的
和
合
」
の
中

に
は
、
公
会
議
優
位
の
思
想
が
同
意
理
念
（
全
て
の
人
々
に
関
わ
る
問
題
は
全
て
の

人
々
に
よ
つ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
）
に
基
づ
い
て
、
登
場
す
る
．
　
ニ
コ
ラ

ウ
ス
は
同
意
理
念
よ
り
積
極
的
に
、
　
「
全
て
の
人
は
本
性
上
、
自
由
で
あ
り
、

そ
れ
故
何
人
に
対
し
て
も
そ
の
意
志
に
逆
ら
つ
て
支
配
者
を
お
し
つ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
主
張
し
、
自
分
の
パ
ト
ロ
ソ
で
あ
る
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
が
俗
人
の

立
場
で
あ
り
な
が
ら
ト
リ
ー
エ
ル
大
司
教
の
座
を
要
求
し
た
こ
と
を
正
当
化
し

た
（
四
〇
頁
）
．
し
か
し
、
政
治
思
想
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
公
会
議
理

論
は
一
層
の
重
要
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
期
に
お
い
て
は
、
教
会
問
題
は
単
な
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界

の
宗
教
問
題
と
し
て
限
定
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
外
延
を
有

す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
ひ
と
つ
の
宗
教
団
体
で

あ
る
と
共
に
ひ
と
つ
の
政
治
団
体
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
・
ー
マ
時
代
の
世

俗
社
会
を
支
配
し
た
ロ
ー
マ
法
に
最
初
に
関
心
を
示
し
、
そ
れ
を
自
己
の
も
の

と
し
た
の
ば
・
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ
り
そ
の
結
実
は
教
会
法
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
教
会
法
学
は
単
な
る
教
会
体
制
の
法
律
学
に
終
ら
ず
、
そ
の
学

的
関
心
は
一
般
社
会
現
象
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
教
会
法
学
徒
と
し
て
研

鑛
を
積
ん
だ
ニ
コ
ラ
ゥ
ス
が
「
普
遍
的
和
合
」
の
中
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
（
》
　
　
　
　
毛
一
山
ハ
）

制
度
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
し
て
又
．
中
世
の
世
俗

法
理
論
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
教
会
法
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
で
あ

る
。
例
え
ば
．
公
会
議
理
論
は
世
俗
議
会
の
あ
り
方
、
国
王
権
力
に
対
す
る
議

会
優
位
の
原
則
等
々
に
多
大
な
思
想
的
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
ニ

コ
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ぽ
、
公
会
議
は
元
来
、
教
皇
よ
り
も
誤
謬
に
陥
ち
込
む
こ
と

は
少
な
い
。
何
故
な
ら
公
会
議
は
教
皇
よ
り
以
上
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
代
表

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
全
て
の
司
教
が
一
堂
に
集
合
し
た
時
、
こ
れ
は
あ
ら

ゆ
る
各
教
会
の
総
体
を
代
表
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
全
て
の
司
教

を
合
わ
せ
た
全
体
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
教
会
（
国
鼠
①
路
霧
欝
鍔
）

と
な
つ
て
、
教
会
の
総
体
を
代
表
す
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
無
謬
で
は
あ
り
得

な
い
。
教
皇
か
公
会
議
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
問
題
提
起
に
対
し
、
ニ
コ
ラ

ウ
ス
の
答
え
は
教
皇
と
公
会
議
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
彼
の
教
会
観
に
よ
れ
ぽ
、

ロ
ー
マ
と
結
び
つ
か
な
い
教
会
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
教
会
は
、

下
か
ら
、
つ
ま
り
地
区
教
会
か
ら
上
へ
向
け
て
建
設
さ
れ
る
。
教
会
は
聖
職
者

達
が
選
ん
だ
司
教
の
中
に
あ
り
、
聖
職
者
も
あ
ら
た
め
て
信
徒
に
よ
つ
て
選
ば

れ
る
の
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
こ
の
よ
う
に
、
同
意
原
理
の
上
に
教
会
を
基

礎
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
理
論
は
、
教
会
制
度
の
中
で
平
信
徒
に

対
し
大
き
な
、
決
定
的
機
能
を
に
な
わ
せ
る
要
素
を
可
能
性
と
し
て
有
し
て
い

る
が
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
、
こ
れ
を
機
械
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
つ

た
。
司
教
は
平
信
徒
に
よ
つ
て
選
ば
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
信
徒
の
同
意

の
総
和
よ
り
以
上
の
も
の
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
聖
職
者
を
罷
免
し
得

る
の
は
聖
職
者
の
長
を
通
じ
て
だ
け
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
、
平
信
徒
と
聖

職
者
の
間
に
以
上
の
如
き
基
本
的
区
別
を
設
定
し
た
。
こ
の
区
別
は
、
教
会
と



い
う
有
機
体
に
お
け
る
肉
体
と
心
と
い
う
伝
統
的
観
念
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
強
調
さ
れ
た
．
こ
こ
に
作
用
し
て
い
る
の
は
、
同
意
原
理
、
選
挙
原
理
で

は
な
く
階
層
秩
序
の
原
理
で
あ
る
．

　
彼
が
「
普
遍
的
和
合
」
の
中
で
理
論
的
に
展
開
し
た
諸
理
念
は
、
彼
が
最
も

重
要
な
こ
と
と
考
え
た
理
念
（
全
て
の
人
々
を
・
ー
マ
に
つ
な
ぐ
）
を
無
視
し
て

自
己
展
開
を
行
い
彼
に
迫
つ
て
き
た
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
、
後
に
こ
の
著
作
を
遺

棄
し
、
引
用
す
る
こ
と
が
な
か
つ
た
。
そ
の
生
涯
の
最
後
に
、
彼
は
自
分
の
精

神
的
業
績
を
集
成
し
て
豪
華
な
写
本
に
ま
と
め
た
際
も
、
そ
の
中
に
こ
の
「
普

遍
的
和
合
」
を
収
め
な
か
つ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
思
想
的
立
場

を
消
極
的
な
形
で
示
唆
し
て
い
る
．
つ
ま
り
彼
は
「
下
か
ら
の
理
論
」
を
放
棄

し
た
の
で
あ
る
。
よ
り
同
情
を
こ
め
て
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
最
も
重

要
と
考
え
た
冒
ー
マ
教
皇
の
必
要
性
を
強
調
す
れ
ば
す
る
程
、
「
下
か
ら
の
理

論
」
は
そ
の
陰
に
埋
没
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　
ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
バ
ー
ゼ
ル
で
経
験
し
た
の
は
、
公
会
議
内
に
お
け
る
多
数
派

の
横
暴
で
あ
る
．
多
数
派
は
自
己
の
み
が
無
謬
で
あ
る
と
断
定
し
、
こ
の
無
謬

性
を
支
点
と
し
て
教
皇
派
を
圧
迫
し
そ
の
権
利
を
無
視
し
て
き
た
．
つ
ま
り
、

違
法
行
為
を
犯
し
た
の
は
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
多
数
派
な
の
で
あ

る
．
彼
は
、
教
会
制
度
を
維
持
す
る
に
は
権
威
と
い
う
も
の
が
必
須
で
あ
る
こ

と
、
上
か
ら
下
を
視
る
観
点
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
バ
ー
ゼ
ル
で
学
ん
だ
の
で

あ
る
。
か
か
る
認
識
に
到
達
し
た
者
が
選
ぶ
道
は
、
・
ー
マ
教
皇
の
側
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
単
な
る
教
皇
至
上
主
義

者
で
は
な
か
つ
た
。
彼
は
生
涯
に
わ
た
つ
て
、
教
皇
と
公
会
議
つ
ま
り
包
括
と

展
開
を
綜
合
す
る
「
統
『
を
求
め
て
努
力
し
た
の
で
あ
つ
た
。
著
者
は
、
こ

　
　
　
紹
介
と
批
評

の
努
力
を
支
え
て
い
る
も
の
が
、
　
「
時
代
の
分
裂
的
状
況
の
中
で
現
に
生
き
て

い
る
哲
学
者
の
経
験
で
あ
つ
た
」
（
九
八
頁
）
と
す
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
コ
」

に
つ
い
て
知
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
「
多
」
に
つ
い
て
も
深
く
認
識
し
、
て
い
た

の
で
あ
る
．
そ
れ
故
、
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
に
お
い
て
下
か
ら
上
に
向
け
て
統
一

を
構
成
L
よ
う
と
す
る
試
み
は
失
敗
し
た
と
認
識
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

は
公
会
議
重
視
の
思
想
そ
の
も
の
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
彼
に
よ
れ

ば
司
教
も
平
信
徒
も
神
の
意
志
を
実
現
す
べ
く
頁
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
に
出
席
し
、
な
か
ん
ず
く
教
皇
側
に
移
転
し
て
活
躍
し
た

こ
と
を
契
機
と
し
て
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
・
ー
マ
教
会
内
で
地
位
を
高
上
さ
せ
、

遂
に
は
枢
機
卿
と
な
つ
た
。
p
ー
マ
教
会
内
で
重
職
を
に
な
つ
て
活
躍
す
る
と

い
う
こ
と
は
当
時
の
ヨ
ー
p
ッ
パ
政
治
の
中
心
で
活
躍
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
．
貴
族
身
分
の
み
に
聖
俗
両
界
の
高
位
が
提
供
さ
れ
た
時
代
に
あ
つ
て
、
ニ
コ

ラ
ウ
ス
は
富
裕
と
は
い
え
市
民
の
出
身
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
彼
に
心
の
傷
と
な

つ
て
い
た
ら
し
く
（
二
四
頁
）
、
一
四
四
九
年
に
も
の
し
た
自
伝
の
中
で
彼
は
辺

地
ド
イ
ッ
の
市
民
身
分
と
い
う
二
重
の
足
枷
を
有
し
つ
つ
も
枢
機
卿
に
ま
で
な

つ
た
こ
と
を
誇
り
や
か
に
述
べ
て
い
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
こ
の
出
世
の
異
例
さ

を
著
者
は
次
の
如
く
解
釈
す
る
．
「
わ
れ
わ
れ
が
慎
重
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
レ
ノ
ア
リ
ロ
　
ヒ
ア

こ
の
目
覚
ま
し
い
出
世
の
原
因
を
、
ド
イ
ッ
国
民
を
ロ
ー
マ
教
会
の
た
め
に
是

非
と
も
救
済
し
よ
う
と
彼
を
駆
り
た
て
た
・
彼
の
責
任
意
識
と
、
そ
し
て
そ
れ

と
全
く
同
様
に
彼
の
功
名
心
と
、
こ
の
双
方
に
等
し
く
帰
着
さ
せ
る
の
が
い
ち

ば
ん
適
切
な
評
価
で
あ
ろ
う
」
（
八
四
頁
）
。
と
に
か
く
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
能
力
に

秀
い
で
て
学
者
の
間
で
重
き
を
な
し
、
立
派
な
人
格
、
厚
き
責
任
感
に
よ
つ
て

教
会
内
で
尊
敬
を
集
め
た
人
物
で
あ
つ
た
ら
し
い
（
一
〇
二
頁
、
一
五
六
頁
ー
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
七
一
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

五
七
頁
）
．
敵
も
多
か
つ
た
が
、
そ
の
敵
も
彼
が
手
強
い
相
手
で
あ
る
こ
と
は
認

め
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ガ
　
リ
　
ノ
　
ス

　
一
四
五
〇
年
十
二
月
二
十
四
目
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
教
皇
よ
り
特
派
大
使
に
任

命
さ
れ
ド
イ
ッ
に
派
遣
さ
れ
た
。
彼
は
司
牧
者
と
し
て
各
地
で
説
教
を
行
い
人

々
の
良
心
に
訴
え
る
と
共
に
、
教
会
改
革
を
始
め
た
。
彼
の
世
紀
の
ド
イ
ッ
人

司
教
で
、
彼
ほ
ど
真
剣
に
司
教
職
を
つ
と
め
た
者
は
存
在
せ
ず
（
一
三
六
頁
）
、
彼

は
職
務
に
忠
実
で
あ
つ
た
（
一
五
七
頁
）
。
彼
は
日
常
的
な
さ
さ
い
な
事
柄
に
も

体
力
と
精
神
の
可
能
な
限
り
対
処
し
た
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
思
弁
が
極
め
た
高
み

に
対
し
、
あ
る
い
は
又
教
会
の
普
遍
的
秩
序
と
そ
の
根
本
構
造
に
関
す
る
彼
の

思
想
に
対
し
驚
嘆
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
彼
が
人
間
的
に
偉
大
で
あ

る
と
い
う
讃
辞
は
．
他
の
者
が
軽
視
し
う
と
ん
じ
た
目
常
の
司
牧
活
動
に
彼
が

献
身
し
た
と
い
う
事
実
に
与
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
　
「
大
と
小
と
を
と
も
に
包

括
し
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、
彼
の
人
格
の
真
に
人
間
的
な
普
遍
性
が
証
明
さ
れ

て
い
る
」
（
一
三
九
頁
）
．
ド
イ
ッ
内
の
教
会
改
革
を
試
み
て
み
た
も
の
の
、
ニ
コ

ラ
ウ
ス
は
既
存
の
教
会
体
制
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
か
ら
手
痛
い
反
撃
を
受

け
た
．
時
は
未
だ
満
ち
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
で
多
く
の
挫
折
に
出

会
い
、
苦
汁
を
飲
ま
さ
れ
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
、
教
皇
庁
の
現
状
に
対
し
て
も
悲

観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
絶
望

す
る
こ
と
な
く
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
の
重
荷
を
放
棄
す
る
こ
と
も
な
か

つ
た
（
一
五
二
頁
）
。
彼
は
、
こ
の
地
上
で
の
全
て
の
行
為
は
所
詮
、
継
ぎ
は
ぎ

細
工
で
し
か
な
い
と
考
え
、
人
間
の
全
て
の
努
力
は
近
似
的
・
相
対
的
価
値
の

中
に
常
に
踏
み
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
悟
つ
て
い
た
の
で
あ
る
．
継
ぎ
は
ぎ

細
工
の
人
間
行
為
、
近
似
的
・
相
対
的
価
値
の
中
に
滞
留
し
て
い
る
人
間
の
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
七
一
八
）

力
を
、
包
括
し
・
統
一
す
る
存
在
は
こ
の
地
上
に
現
実
に
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
存
在
を
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
鹿
が
谷
川
の
水
を
し
た
い
あ
え
ぐ
が
如
く

渇
望
し
た
。
こ
の
存
在
を
認
識
し
、
渇
望
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
彼
は
、
悲

観
的
状
況
に
も
冷
静
に
対
峙
す
る
こ
と
が
で
き
、
ペ
シ
、
・
・
ズ
ム
を
い
だ
き
つ
つ

も
、
与
え
ら
れ
た
人
生
の
馳
場
を
十
二
分
に
走
る
こ
と
が
で
ぎ
た
の
で
あ
る
．

彼
は
、
自
ら
の
立
脚
点
が
や
が
て
崩
れ
、
自
ら
の
住
む
世
界
が
新
し
い
世
界
に

変
革
さ
れ
る
こ
と
を
予
知
し
て
い
た
．
一
四
六
四
年
七
月
十
六
目
、
ニ
コ
ラ
ウ

ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
ウ
ソ
ブ
リ
ア
地
方
の
あ
る
小
さ
な
町
で
死
ん
だ
。
こ
の
時

も
又
、
自
分
で
は
無
益
と
解
か
つ
て
い
た
こ
と
を
遂
行
し
て
い
た
途
中
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
ざ
ま

た
。
ル
ネ
サ
ソ
ス
と
い
う
転
換
期
に
生
き
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
生
様
は
、
ル
ネ
サ

ソ
ス
以
来
最
大
の
転
換
期
に
居
る
わ
れ
わ
れ
に
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
で

あ
ろ
う
。

　
筆
を
置
く
に
際
し
、
評
者
の
稚
拙
な
疑
問
点
を
挙
げ
て
み
た
い
。
「
普
遍
的

和
合
」
の
歴
史
的
意
義
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
が
有
す
る

ヨ
ー
・
ッ
パ
政
治
史
的
意
義
、
教
会
史
的
意
義
を
よ
り
く
わ
し
く
述
べ
る
必
要

が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
対
ト
ル
コ
十
字
軍
の

無
意
味
な
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
が
（
一
四
八
頁
－
一
五
三
頁
）
、
そ
れ
は
彼
が
当

時
の
世
界
観
と
は
別
種
の
世
界
観
を
す
で
に
有
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
つ
た

の
だ
ろ
う
か
．
つ
ま
り
統
一
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
社
会
（
癖
眉
暮
一
歪
O
ぼ
馨
鼠
壼
）

の
消
滅
を
彼
は
予
知
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
、
評
者
の
見
解
で

は
、
本
書
に
お
い
て
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
信
仰
が
如
何
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
る

か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
．
つ
ま
り
、
彼
は
功
績
・
行
い
に
よ
ら
ざ
る
救
済



を
主
張
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
救
済
に
は
人
間
行
為
・
有
徳
性
が
必
要
で
あ
る

と
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
又
、
被
造
物
の
世
界
と
神
を
結
び
つ
け

る
も
の
と
し
て
「
信
仰
の
類
比
」
（
弩
ぎ
笹
即
臣
9
を
用
い
た
の
か
、
そ
れ
と

も
伝
統
的
な
「
存
在
の
類
比
」
（
即
鍔
冨
昼
魯
募
）
を
用
い
て
い
た
の
か
。
こ
の

問
題
は
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
単
な
る
教
会
内
改
革
老
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
宗

教
改
革
の
先
駆
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
極
め
て
重
要
な
問
題
の
決
定
要
素
と
な

る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
研
究
が
質
量
共
に
乏
し
い
目
本
に
お

い
て
、
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
訳
者
の
御
苦
労
に
感
謝
す

る
次
第
で
あ
る
。
そ
し
て
評
者
は
、
本
書
が
哲
学
史
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
史
の

専
門
家
の
み
な
ら
ず
、
政
治
思
想
研
究
者
に
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
切
に
望
む

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
四
年
一
月
発
行
、
法
律
文
化
社
）
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（
七
一
九
）


