
ヨ
ハ
ン
・
ヤ
ー
コ
プ
・
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン 

　

「
自
然
法
と
歴
史
法
の
対
立
」（
就
任
講
演
・
一
八
四
一
年
）
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「
吾
は
仮
説
を
も
て
あ
そ
ば
ず
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
ュ
ー
ト
ン

　

す
べ
て
の
学
問
の
歴
史
を
見
る
な
ら
ば
、
人
類
の
知
的
部
分
が
主
た
る

二
つ
の
相
対
立
す
る
流
派
に
分
裂
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
の
根
本
的

な
考
え
方
は
相
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
つ
ね
に
互
い
に
戦
っ
て
き
た
の
で

あ
り
、
お
そ
ら
く
反
目
し
合
う
の
を
止
め
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一

方
は
、
い
っ
さ
い
の
認
識
の
唯
一
の
源
泉
は
た
だ
自
分
自
身
だ
け
で
あ
る

と
見
な
し
、
彼
ら
が
つ
く
り
出
し
た
も
の
す
べ
て
に
つ
い
て
自
分
の
理
性

を
最
高
の
裁
判
官
で
あ
り
、
唯
一
の
権
威
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
考
え
方
の
信
奉
者
た
ち
は
、
い
っ
さ
い
を
自
分
自
身
か
ら
生
み
出
し
、

こ
し
ら
え
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
自
身
が
、
自
分
た
ち
が
創
造
的
に
生
み
出

し
、
仕
上
げ
て
い
く
固
有
の
体
系
な
る
も
の
の
中
心
点
な
の
で
あ
る
。
他

方
は
、
想
像
力
も
自
己
称
賛
も
や
や
劣
る
が
、
決
し
て
自
分
で
つ
く
り
出

し
た
偶
像
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
自
分
の
理
性

を
自
ら
の
神
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
類
の
理
性
全
体
と
全
世
紀
に
わ
た

る
一
つ
に
な
っ
た
努
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
を
認
識
す
る
た
め

の
一
つ
の
道
具
と
し
て
、も
っ
ぱ
ら
自
ら
の
理
性
を
使
用
す
る
の
で
あ
る
。

前
者
は
自
ら
を
人
間
精
神
の
自
立
性
と
尊
厳
の
擁
護
者
で
あ
り
、
真
の
哲

学
の
教
師）

1
（

で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
後
者
は
、
名
誉
欲
は
前
者
よ
り

少
な
い
が
、
前
者
よ
り
大
い
に
努
力
し
つ
つ
、
現
に
存
在
す
る
も
の
に
つ

い
て
、
そ
れ
を
無
視
し
た
り
、
嘲
笑
し
た
り
、
ま
た
嘆
き
悲
し
ん
だ
り
す

る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。
法
学
に

お
け
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
傾
向
の
相
違
が
独
立
の
発
展
を
遂
げ

て
き
た
人
類
の
知
的
領
域
は
他
に
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
顕
著
な
対
立
へ
と
至

っ
た
領
域
は
他
に
な
い
。
こ
こ
法
学
の
領
域
に
お
い
て
、
一
方
で
は
偉
人

た
ち
の
創
作
物
と
し
て
、
人
を
び
っ
く
り
さ
せ
る
よ
う
な
一
連
の
輝
け
る

誤
謬
の
痕
跡
を
残
さ
ず
に
は
お
か
な
い
、
あ
の
観
念
的
な
も
の
が
見
出
さ
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れ
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
現
実
と
い
う
舞
台
の
上
方
高
く
浮
遊
し
て
い

る
こ
れ
ら
の
観
念
的
な
も
の
に
対
し
て
、わ
れ
わ
れ
が
目
を
向
け
る
先
は
、

世
界
発
展
の
ド
ラ
マ
が
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
繰
り
広
げ
る
よ
う
な
、
歴
史

的
に
生
成
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
。
あ
の
観
念
的
な
も
の
の
周
り
に
は
、
い

わ
ゆ
る
自
然
法
の
擁
護
者
た
ち
が
群
れ
を
な
し
て
い
る
。
生
成
さ
れ
た
法

的
状
態
を
保
持
す
る
た
め
に
、
し
か
し
、
実
定
法
学
者
の
ク
ラ
ス
、
法
の

経
験
主
義
者
の
ク
ラ
ス
が
立
ち
あ
が
る
。
一
瞥
す
れ
ば
、
以
下
の
こ
と
が

分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
両
ク
ラ
ス
間
に
結
合
点
は
あ
り
得
な
い
の
で

あ
っ
て
、
一
体
化
や
仲
介
行
為
は
考
え
ら
れ
ず
、
闘
争
と
敵
対
関
係
は
不

可
避
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
シ
ュ

タ
ー
ル
は）

2
（

、「
た
が
い
に
敵
対
す
る
当
事
者
間
に
は
、
い
か
な
る
宥
和
も
、

い
か
な
る
中
庸
も
な
い
。
信
仰
と
不
信
仰
と
の
間
、
真
理
と
誤
謬
と
の
間

に
は
、
い
か
な
る
同
盟
も
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
賛
成
で

な
い
者
は
、
誰
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
反
対
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ

る
。

　

哲
学
的
な
法
学
者
た
ち
は
、
神
に
よ
っ
て
彼
ら
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
理

念
か
ら
、
絶
対
的
に
完
成
さ
れ
た
、
す
べ
て
の
地
域
、
す
べ
て
の
時
代
に

等
し
く
妥
当
す
る
、
い
わ
ゆ
る
自
然
法
を
展
開
し
よ
う
と
試
み
る
。
彼
ら

は
、
す
べ
て
の
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
た
も
の
を
嘲
笑
と
最
大
の
軽
蔑
の
ま

な
ざ
し
で
見
て
お
り
、
経
験
主
義
者
た
ち
を
自
分
た
ち
の
し
も
べ
と
見
な

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
理
論
が
受
け
入
れ
ら
れ

る
だ
け
の
量
の
素
材
を
実
定
的
素
材
か
ら
調
達
す
る
用
意
の
で
き
て
い
る

し
も
べ
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
従
順
に
従
お
う
と
は
し
な

い
残
り
の
人
と
と
も
に
、
彼
ら
の
命
令
で
ふ
た
た
び
姿
を
消
す
用
意
の
で

き
て
い
る
し
も
べ
で
あ
る
。
世
界
の
王
笏
は
哲
学
の
手
に
渡
さ
れ
る
、
と

彼
ら
は
予
言
す
る
。
全
人
類
は
、
要
す
る
に
、
こ
の
自
然
法
の
支
配
に
無

条
件
に
服
従
す
る
こ
と
以
上
の
良
き
こ
と
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

彼
ら
は
考
え
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
体
系
を
世
界
に
派
遣
す

る
際
に
携
え
さ
せ
る
約
束
と
は
、
ユ
ピ
テ
ル
の
約
束
に
な
ぞ
ら
え
て
言
え

ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

　

「
わ
た
し
は
彼
ら
の
支
配
に
、

　
　
　
　
　

境
界
も
期
限
も
定
め
置
か
ぬ）

3
（

」。

　

理
性
主
義
者
の
裁
判
官
席
の
前
で
は
、
何
ら
か
の
現
実
の
痕
跡
を
帯
び

て
い
る
も
の
は
何
一
つ
聞
き
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
の
前

に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
現
実
世
界
の
堕
落
を
い
ま
だ
つ
か
ん
で
い

な
か
っ
た
、
ピ
ュ
ア
な
純
粋
理
性
の
あ
の
創
造
物
の
み
で
あ
る
。
カ
ン
ト

が
言
う
に
は）

4
（

、「
経
験
主
義
者
た
ち
は
、
何
が
合
法
（Rechtens

）
で
あ

る
か
は
お
そ
ら
く
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
し
ば
ら
く
彼
ら
の
経
験
的
諸

原
理
を
離
れ
て
、
彼
ら
の
判
断
の
根
源
を
も
っ
ぱ
ら
理
性
に
求
め
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
彼
ら
に
は
何
が
正
し
い
こ
と
（Recht

）
で
あ
る
か
は
分
か

ら
な
い
」、
と
。
か
よ
う
に
理
性
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
の
実
定
法

は
死
せ
る
文
字
、
魂
の
な
い
塊
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
脳
味
噌
の
な
い
木
製
の
頭
」
で
あ
り
、
髄
と
肉
の
な
い
骸
骨
で
あ
る
。

理
性
主
義
者
た
ち
は
、
と
に
か
く
こ
の
遺
骸
に
生
命
を
吹
き
込
み
、
魂
を

与
え
よ
う
と
試
み
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
彼
ら
は

そ
れ
自
身
は
死
滅
し
て
い
く
の
に
任
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
彼

ら
は
創
造
力
を
用
い
て
何
か
不
滅
な
も
の
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
経
験
の
カ
オ
ス
を
放
置
す
る
。
こ
の
ラ
ビ
リ
ン
ト
か
ら
は
、
誰
し
も
自

分
の
精
神
の
自
立
性
を
救
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
！
と
彼
ら
は
思
い
込
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ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

経
験
主
義
者
の
状
況
は
い
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
！　

経
験
主
義

者
に
よ
る
理
性
の
使
い
方
は
い
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
！　

経
験
主

義
者
に
と
っ
て
の
理
性
は
、
生
成
物
の
秘
密
を
探
求
し
よ
う
と
努
力
す
る

際
に
用
い
ら
れ
る
手
段
と
な
る
光
で
あ
る）

5
（

。
経
験
主
義
者
の
舞
台
は
歴
史

で
あ
り
、
そ
の
課
題
は
歴
史
的
な
法
制
度
の
精
神
は
何
か
、
そ
れ
を
認
識

す
る
こ
と
で
あ
る
。
経
験
主
義
者
に
と
っ
て
、
法
に
は
、
人
間
精
神
の
す

べ
て
の
発
現
一
般
に
お
け
る
よ
う
に
、
完
全
か
つ
最
初
の
始
ま
り
と
し
て

の
絶
対
的
な
完
成
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
い
っ
さ
い
は
継
起
的
な

発
展
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
は
絶
え
間
な
い
生
成
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
は
自

然
的
な
順
番
で
一
列
に
連
な
っ
て
、
一
本
の
鎖
を
成
し
て
お
り
、
そ
の
鎖

の
一
番
端
っ
こ
の
輪
は
、
あ
の
詩
的
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ウ
ス

の
足
台
に
つ
な
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る①
。
経
験
主
義
者
は
真
理
を
彼
ら
自

身
の
小
世
界
に
求
め
る
の
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
人
の
大
世
界
に
求
め

る
。
経
験
主
義
者
は
彼
ら
の
精
神
が
下
す
神
託
を
審
議
す
る
の
で
は
な
く

て
、
歴
史
と
い
う
本
を
審
議
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
学
問
は
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の
土
台
を
成
す
の
は
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
頂

点
は
ま
だ
彼
ら
の
目
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、「
頭
は
雲
の
あ
い

だ
に
隠
れ
て
い
る）

6
（

」。
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
素
材
は
、
経
験
主
義
者
の

眼
前
で
生
気
を
吹
き
込
ま
れ
、
魂
の
あ
ふ
れ
る
身
体
と
な
る
。
そ
の
現
象

の
豊
か
さ
は
あ
ま
り
に
無
限
す
ぎ
る
た
め
、
外
見
上
は
と
て
も
広
大
な
理

論
に
見
え
よ
う
と
も
、
有
限
の
人
間
精
神
が
生
ん
だ
理
論
で
は
つ
か
ま
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
汲
み
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
の
完
全

性
の
な
か
に
、
経
験
主
義
者
は
、
人
間
的
恣
意
が
生
ん
だ
半
ば
壊
れ
か
け

の
産
物
の
廃
墟
の
山
を
見
る
の
で
は
な
く
、
旧
約
聖
書
が
言
う
と
こ
ろ
の

作
品
を
見
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
造
ら
れ
た

御
業
、ラ
テ
ン
語
で
言
え
ば
、「opus quod operator D

eus a principio 
usque ad finem

」（
神
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
造
ら
れ
た
す
べ
て
の
御

業）
7
（

）
を
見
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
二
つ
の
敵
陣
は
戦
い
の
準
備
を
し
て
向
き
合
う
の
で
あ
る
。

戦
い
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
手
持
ち
の
す
べ
て
の
法
制
度
と
総
じ
て

手
持
ち
の
す
べ
て
の
国
家
制
度
で
あ
る
。
勝
利
者
賞
は
人
類
の
法
発
展
の

総
計
で
あ
る
。
一
般
的
に
自
分
の
学
問
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と

る
べ
き
か
、
明
白
に
自
覚
し
よ
う
と
す
る
ど
の
一
派
も
、
両
戦
闘
者
の
一

方
に
味
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問
的
取
り
扱
い
方
法
の
全
体
、

お
よ
び
、
す
ぐ
れ
て
そ
の
教
授
方
法
を
ど
う
す
べ
き
か
は
、
本
質
的
に
こ

の
決
断
次
第
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
で
、
中
間
の
道

と
い
う
も
の
が
な
い
岐
路
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
傾
向
、
つ

ま
り
、
自
然
法
原
理
の
傾
向
を
選
ぼ
う
と
決
心
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、

新
旧
の
時
代
の
最
も
高
い
能
力
を
賦
与
さ
れ
、
最
も
独
立
性
の
強
い
人
び

と
、
す
な
わ
ち
、「
大
い
な
る
誉
れ
を
こ
い
ね
が
う
心
の
な
い
者）

8
（

」
と
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
形
而
上
学

者
も
し
く
は
む
し
ろ
詩
人
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
固
有
の
精
神
力
と
高
度
の

個
性
と
が
彼
ら
の
胸
中
に
お
い
て
、あ
る
程
度
こ
の
要
求
を
目
覚
め
さ
せ
、

歴
史
全
体
に
抵
抗
す
る
と
い
う
向
こ
う
み
ず
さ
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ

る
。
プ
ラ
ト
ン
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
そ
し
て
カ
ン
ト
が
こ
の
世
に
生
み
出
し

た
作
品
群
は
、
た
し
か
に
つ
ね
に
世
界
に
賛
嘆
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
空
想
上
の
国
家
の
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
舞
台
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
な
か
に
あ
る
こ
と
、

無
限
の
裂
け
目
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
大
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
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て
い
る
こ
と
は
、
た
だ
た
だ
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
実
際
の
と
こ

ろ
、
あ
ま
り
に
も
高
所
に
あ
り
す
ぎ
る
た
め
、
そ
の
光
が
地
上
に
ほ
と
ん

ど
届
か
な
い
あ
の
星
々
に
等
し
い）

9
（

。
世
界
は
あ
ま
り
に
彼
ら
の
下
方
に
あ

り
す
ぎ
る
の
だ
。
彼
ら
の
体
系
は
無
の
深
淵
の
上
方
に
か
か
っ
て
お
り
、

歴
史
と
い
う
光
に
当
た
れ
ば
、
霧
の
像
の
よ
う
に
溶
け
て
し
ま
う）

10
（

。
し
か

し
、
し
ば
ら
く
し
て
見
る
と
、
そ
こ
に
は
ふ
た
た
び
新
し
い
体
系
が
生
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
体
系
も
ま
た
崩
壊
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
種
の
す

べ
て
の
試
み
が
基
づ
い
て
い
る
原
理
そ
の
も
の
を
ぐ
ら
つ
か
せ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
原
理
は
す
で
に
し
て
そ
れ
自
身
の
な
か
に
お
い
て

分
裂
し
、
一
体
性
も
な
い
か
ら
、
歴
史
原
理
の
本
気
の
攻
撃
に
は
抵
抗
す

べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

す
べ
て
の
国
家
生
活
に
先
行
す
る
人
類
の
楽
園
状
態
に
つ
い
て
の
モ
ー

セ
伝
承
か
ら
影
響
を
受
け
る
な
か
で
、
す
べ
て
の
国
家
制
度
と
法
制
度
の

起
源
に
つ
い
て
の
理
論
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
理
論
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ

よ
り
高
次
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
お
り
、
ま
た
、
宗
教
上
の
信
仰
そ
れ
自

体
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
そ
う
綿
密
な
審

査
に
も
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。そ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、

わ
が
人
類
の
原
状
態
は
完
全
な
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
実
定

的
な
国
家
制
度
は
不
要
だ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
存
在
の
第
二
期
に
な
っ
て

は
じ
め
て
、
人
間
の
堕
落
が
、
恣
意
的
に
創
ら
れ
た
制
度
と
い
う
救
済
策

に
、す
な
わ
ち
国
家
そ
れ
自
体
と
そ
の
内
的
な
制
度
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
、

と
さ
れ
る
。
国
家
と
法
は
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
本
源
的
で
必
然
的
な
、

人
間
の
高
次
の
本
性
に
相
応
す
る
、
そ
し
て
、
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
か
つ

そ
れ
と
と
も
に
存
続
す
る
制
度
た
る
も
の
で
は
と
う
て
い
な
い
の
で
、
そ

の
結
果
、
国
家
と
法
は
、
む
し
ろ
人
間
が
自
由
意
思
に
よ
っ
て
自
覚
的
に

創
り
出
し
た
作
品
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
国
家
と
法
は
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
り
良
き
本
性
の
産
物
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
堕
落
の
産
物
で
あ
り
、
国
家
と
法
は
、
わ
れ
わ
れ
の
使
命
を

促
進
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
更
な
る
退
廃
を
阻
止

す
る
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る）
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。
こ
の
見
解

は
、
国
家
学
全
体
に
つ
い
て
、
人
間
の
道
徳
的
欠
損
を
治
癒
す
る
単
な
る

医
術
で
あ
る
と
決
め
つ
け
、
国
家
学
は
常
設
の
ダ
ム
と
し
て
、
道
徳
的
欠

損
が
蔓
延
す
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
努
め
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
論
は
、
そ
の
擁
護
者
た
ち
が
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
に
、
あ
の

原
初
の
完
全
性
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
お
よ
び
す
べ
て
の
実

定
的
な
制
度
を
よ
り
高
次
の
段
階
へ
と
引
き
上
げ
る
代
わ
り
に
、む
し
ろ
、

こ
れ
ら
か
ら
い
っ
さ
い
の
純
粋
な
性
質
を
剥
ぎ
と
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

見
抜
け
な
い
よ
う
な
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
！　

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が

次
の
よ
う
に
問
う
の
は
正
当
で
あ
る
。
君
た
ち
、
こ
の
原
初
の
完
全
性
を

主
張
す
る
君
た
ち
は
、
人
間
が
国
家
状
態
へ
入
る
と
き
、
そ
れ
以
前
の
存

在
の
最
良
部
分
を
あ
き
ら
め
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
間
が
自
分
の
自
由

そ
の
も
の
を
国
家
形
式
と
法
形
式
と
い
う
秩
序
の
た
め
に
犠
牲
に
供
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
立
証
す
る
の
か
ね
？
と
。
そ
れ
と
は
反
対

に
、
歴
史
を
手
が
か
り
に
、
人
類
の
最
初
の
諸
時
代
へ
と
遡
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
遡
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
緊
密
な
国
家
と
個
人
と
の
結
合

が
顕
著
に
な
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
、
と
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
る
。
古

代
に
と
っ
て
国
家
に
は
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
た
。
宗
教
そ
れ
自
体
、
国

家
か
ら
分
離
さ
れ
た
、
独
立
の
存
在
物
で
は
な
か
っ
た
。
古
代
は
こ
の
信

仰
を
た
し
か
に
人
類
の
最
初
の
諸
時
代
か
ら
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
し
て
始
ま
り
の
諸
時
代
は
国
家
な
き
・
法
な
き
状
態
を
そ
の
懐
に
蔵
し

岡　法（61―４) 726
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て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
と
国
家
と
は
よ
り
完
全
に
浸
透
し
合
い
、

最
高
度
の
調
和
の
な
か
に
あ
っ
た
と
い
う
真
理
の
証
拠
を
、
古
代
は
そ
の

信
仰
を
通
し
て
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
送
り
届
け
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、わ
れ
わ
れ
が
人
類
の
自
然
的
な
も
し
く
は
自
然
法
的
な
状
態
と
し
て
、

ま
さ
に
こ
の
国
家
状
態
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
、
よ
り
い
っ
そ
う

の
正
当
性
を
も
っ
て
そ
う
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
ど
の
よ
う
な

状
態
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
！　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
す
で
に
「
人
間
は
国

家
的
な
存
在
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
じ
考
え
を
よ
り
簡

潔
に
、
よ
り
上
手
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
さ
ら
に

0

0

0

二
千
年

が
経
過
す
る
だ
ろ
う
。
―
し
た
が
っ
て
、
国
家
は
人
間
の
最
奥
の
本
性

そ
の
も
の
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
堕
落
し
た
人
類

の
創
案
で
は
な
い
し
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
欠
損
の
隠
れ
蓑
で
は
な
い
。

国
家
は
む
し
ろ
よ
り
良
き
人
間
本
性
の
具
現
化
な
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
大

き
な
退
廃
を
阻
む
ダ
ム
で
は
な
く
て
、
最
高
の
諸
目
的
を
達
成
す
る
た
め

の
兄
弟
の
契
り
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
学
問
、
す
べ
て
の
芸

術
、
す
べ
て
の
徳
性
、
す
べ
て
の
成
就
に
お
い
て
い
っ
さ
い
の
よ
り
良
き

諸
力
を
一
つ
に
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
！　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
兄
弟

の
契
り
と
い
う
目
標
は
一
世
代
で
は
も
ち
ろ
ん
、
数
世
代
で
も
達
成
で
き

る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
国
家
は
生
き
て
い
る
人
間
の
兄
弟
の
契
り
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
生
き
て
い
る
人
と
死
ん
だ
人
と
さ
ら
に
は
生
ま
れ
て
く

る
人
と
の
兄
弟
の
契
り
な
の
で
あ
る
！　

―
さ
ら
に
個
々
の
ど
の
国

家
も
、
全
人
類
の
大
き
な
普
遍
的
な
兄
弟
の
契
り
の
な
か
に
あ
る
単
に
一

部
分
の
兄
弟
の
契
り
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
低
次
の
本
性
の
持

ち
主
と
高
次
の
本
性
の
持
ち
主
と
を
、
目
に
見
え
る
世
界
と
目
に
見
え
な

い
世
界
と
を
つ
な
ぐ
大
き
な
鎖
を
形
成
す
る
た
め
の
一
分
肢
な
の
で
あ

る
！　

そ
れ
が
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
家
の
使
命
な
の
で
あ
る
。
ま
こ

と
に
、
人
間
本
性
の
最
高
の
側
面
が
そ
れ
自
身
の
な
か
に
お
い
て
啓
示
す

る
使
命
で
あ
る
！　

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
の
自
然
法
体
系
の
支

持
者
た
ち
が
言
う
最
初
の
状
態
の
も
う
破
壊
さ
れ
た
完
全
性
を
、
ま
た
彼

ら
の
言
う
失
わ
れ
た
楽
園
も
羨
ま
な
い
よ
う
に
し
よ
う
！　

と
い
う
の

は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
い
ま
や
、
歴
史
、
と
く
に
法
の
歴
史
は
、
ま
す

ま
す
深
刻
化
す
る
退
廃
の
悲
劇
的
な
展
開
の
な
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

よ
り
大
き
な
完
全
性
に
至
る
発
展
の
常
な
る
進
行
の
な
か
に
あ
る
か
ら

だ
！

　

こ
の
よ
う
な
発
展
過
程
の
な
か
に
あ
る
個
々
の
各
民
族
に
と
っ
て
出
発

点
と
し
て
役
に
立
ち
、
ま
た
後
年
の
展
開
全
体
の
芽
を
内
に
秘
め
て
い
る

諸
要
素
は
、
い
ま
や
き
わ
め
て
多
種
多
様
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
ず

れ
の
民
族
も
、
ど
の
個
人
と
も
同
じ
よ
う
に
、
自
然
か
ら
、
あ
る
い
は
、

そ
う
言
い
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
神
か
ら
、
あ
る
種
の
素
質
、
自
然
的
な
能

力
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
の
途
上
で
い
わ
ば
嫁
入
り
支
度
と
し
て
と
も
に

受
け
取
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
能
力
を
養
成
し
陶
冶
す
る

こ
と
が
そ
の
民
族
存
在
の
最
も
主
要
な
課
題
で
あ
る
、
そ
ん
な
諸
能
力
を

受
け
取
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
民
族
も
ま
っ
た
く
そ
れ
な
し
で

は
済
ま
す
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
装
備
と
は
、宗
教
と
言
語
と
法
で
あ
る
。

国
家
生
活
な
る
も
の
は
こ
れ
ら
な
し
で
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

だ
。
と
こ
ろ
で
、
前
二
者
の
宗
教
と
言
語
と
に
つ
い
て
は
、
つ
ね
に
自
明

の
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
点
を

あ
の
思
弁
的
な
懐
疑
論
者
た
ち
は
法
に
つ
い
て
は
否
認
し
て
き
た
。
そ
れ

は
実
に
奇
妙
な
こ
と
だ
！　

一
民
族
ご
と
に
自
ら
そ
の
言
語
を
自
由
な
恣

意
か
ら
作
り
上
げ
て
き
た
と
か
、
そ
の
宗
教
の
教
義
を
自
覚
的
な
合
意
の

バハオーフェン「自然法と歴史法の対立」727
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な
か
で
自
ら
定
め
て
き
た
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
一
群
の
独
り
よ
が

り
の
思
想
家
た
ち
の
な
か
で
最
も
大
胆
な
人
で
さ
え
も
敢
え
て
主
張
し
た

こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
法
を
何
か
ま
っ
た
く
外
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
た
、
つ
ま
り
、
自
由
な
恣
意
の
産
物
、
自
覚
的
な
省

察
の
結
果
と
し
て
法
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
を
生
み
出
し

た
同
じ
恣
意
が
、
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く

捨
て
去
る
こ
と
さ
え
で
き
る
と
い
う
、
そ
ん
な
結
果
と
し
て
捉
え
た
の
で

あ
っ
た
。
ま
さ
か
！　

一
体
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
意
識
的

な
精
神
活
動
を
あ
る
一
つ
の
時
期
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
―

そ
の
時
代
で
は
、
暗
く
無
意
識
で
は
あ
る
が
自
然
な
感
情
が
い
っ
さ
い
を

支
配
す
る
魂
の
働
き
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
！　

ま
た
、
宗
教
の
教
義
は
感

情
の
噴
出
と
し
て
現
わ
れ
、
言
語
は
民
族
構
成
員
相
互
の
内
的
で
無
意
識

の
共
感
に
基
づ
い
て
お
り
、
法
的
諸
原
理
そ
の
も
の
は
民
族
の
真
の
信
仰

項
目
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
か
ら
！　

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
は
す
べ

て
本
質
的
に
同
一
の
本
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら

は
決
し
て
恣
意
的
な
、
い
わ
ば
勝
手
気
ま
ま
な
性
質
を
身
に
つ
け
て
い
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
国
家
そ
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
内
在
的
な
必

然
性
と
い
う
刻
印
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
民
族
精
神
の
無

意
識
の
発
露
で
あ
り
、
民
族
精
神
の
最
奥
の
素
質
の
具
現
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
自
然
的
素
質
そ
の
も
の
を
も
っ
と
詳
し
く
探
究
し
た
い
と

企
て
た
人
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
！　

そ
れ
ら
自
然
的
素
質
の
な
か
に
は
、

自
然
に
よ
り「
そ
れ
以
上
の
も
の
は
存
在
し
な
い
も
の
」（nec plus ultra

）

と
し
て
人
間
に
向
け
ら
れ
た
限
界
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、
そ
の
超
越
性
に

お
い
て
自
尊
心
を
傷
つ
け
る
あ
の
言
葉
が
、
大
胆
な
探
究
者
の
前
に
立
ち

ふ
さ
が
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
こ
ま
で
は
来
て
も
よ
い
」（huc 

usque venies

）
と
い
う
言
葉
が
そ
う
で
あ
る）
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。
民
族
が
そ
れ
と
と
も
に

歴
史
の
水
平
線
上
に
登
場
し
て
く
る
法
的
な
諸
原
理
は
、
伝
説
に
い
う
大

地
そ
れ
自
身
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
と
さ
れ
る
、
あ
の
生
み
出
さ
れ
た
者

た
ち
に
等
し
い
の
で
あ
る②
。

　

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
上
述
に
お
い
て
人
類
の
国
家
的
状
態
を
人

類
の
自
然
法
的
状
態
と
呼
ん
だ
の
と
同
じ
理
由
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま

や
、
国
家
に
お
け
る
民
族
の
あ
の
原
初
の
法
を
民
族
の
自
然
法
と
呼
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
は
別
の
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
の
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
る

0

0

。
つ
ま
り
、
と
く
に
民
族
存
在
の
外
で
活
動
し
た
よ
う
な
法
、
歴
史

の
外
に
あ
っ
た
よ
う
な
法
、
歴
史
的
状
態
と
何
ら
の
つ
な
が
り
も
、
何
ら

の
接
触
も
な
か
っ
た
よ
う
な
法
、
そ
ん
な
法
は
わ
れ
わ
れ
に
は
ま
さ
に
考

え
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ュ
タ
ー
ル
の
言
葉

を
借
り
て
言
え
ば）

13
（

、「
法
を
実
生
活
の
関
連
か
ら
引
き
は
が
す
理
論
、
つ

ま
り
、
機
械
の
よ
う
な
や
り
方
で
諸
制
度
を
唐
突
に
形
成
し
、
そ
れ
ら
を

過
去
か
ら
引
き
離
し
、
未
来
に
対
し
て
は
出
来
上
が
り
完
成
し
た
も
の
と

し
て
閉
ざ
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
」
よ
う
な
理
論
は
想
像
も
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。
法
も
ま
た
本
質
的
に
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
素
材
で
あ
る
こ

と
は
、
民
族
の
あ
の
最
初
の
青
年
期
に
お
い
て
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。

法
は
、
そ
れ
が
登
場
す
る
場
で
あ
る
歴
史
の
後
続
の
ど
の
段
階
に
お
い
て

も
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
い
ま
や
民

族
が
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
法
に
つ
い
て
自
覚
を
も
ち
、
自
由
な
省
察
を

す
る
よ
う
に
自
己
を
高
め
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。
要
す
る

に
！　

永
遠
性
、
絶
対
的
な
完
成
、
無
制
限
の
支
配
を
わ
が
身
の
た
め
に

要
求
す
る
、
い
わ
ゆ
る
自
然
法
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
何
の
働
き
も
し
な
い

頭
の
空
虚
な
思
弁
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
か
も
う
と
手
を
伸
ば
す
人
に
と
っ
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て
は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
そ
の
手
元
か
ら
消
え
て
し
ま
う
幽
霊
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
だ
！

　

わ
れ
わ
れ
が
法
お
よ
び
国
家
に
お
い
て
、
総
じ
て
す
べ
て
の
社
交
的
な

諸
関
係
に
お
い
て
知
る
の
は
、
た
だ
あ
の
静
か
な
秘
密
に
満
ち
た
発
展
の

み
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
あ
る
人
が）

14
（

き
わ
め
て
適
切
に
も
植
物
の
不
可
思
議

な
成
長
に
な
ぞ
ら
え
た
発
展
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
国
家
そ
れ
自
体

が
成
立
す
る
よ
う
に
、
国
家
内
に
は
そ
の
よ
う
に
あ
の
思
想
豊
か
な
、
た

く
さ
ん
の
分
肢
が
誕
生
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
最
後
に
誕
生
し
、
変
化

し
て
い
く
の
が
法
で
あ
る
。

　

法
律
学
の
実
践
的
部
分
に
お
い
て
、
自
然
法
な
る
も
の
と
い
う
単
な
る

観
念
で
し
か
な
い
も
の
の
本
当
の
不
条
理
さ
を
あ
り
あ
り
と
直
観
さ
せ
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
に
は
お
そ
ら
く
相
続
法
が
最
も
適
切
だ
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
相
続
法
は
、
私
的
生
活
の
諸
関
係
に
と
っ
て
も
国

家
生
活
の
形
成
に
と
っ
て
も
、
普
遍
的
な
性
質
を
も
ち
、
大
い
に
重
要
な

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
地
上
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
い
る
の
に
、
そ
の

下
で
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
の
法
が
ど
う
し
て
多
種
多
様
で
な
か
っ
た
な
ん

て
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
！　

ご
く
少
数
の
対
立
点
を
挙
げ
る
だ

け
な
ら
簡
単
な
こ
と
だ
が
、
ロ
ー
マ
人
は
自
分
の
財
産
を
自
由
に
処
分
す

る
権
利
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
と
は
逆
に
ゲ
ル
マ
ン
人
は
、
家
族
の
一
種

の
総
有
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
の
自
由
な
処
分
を
ま
さ
に
不
可
能

に
し
て
い
た
。
ア
テ
ナ
イ
人
は
息
子
を
娘
よ
り
も
優
先
さ
せ
、
娘
の
夫
は

娘
の
死
後
に
遺
産
を
得
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
法
律
は
長
子
に
二
倍
の
相
続
分

を
与
え
て
い
る
。
ア
ラ
ブ
人
の
慣
習
で
は
家
族
が
不
分
割
の
総
財
産
を
も

っ
て
い
た
。
太
古
の
マ
ヌ
法
典
は
傍
系
を
も
っ
ぱ
ら
先
順
位
の
代
表
と
認

め
て
い
た
。
要
す
る
に
、
も
し
や
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
民
族
性
の
数
と

同
数
の
相
続
制
度
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
！　

そ
し
て
、
同

じ
対
立
は
法
の
残
り
の
領
域
に
お
い
て
も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ほ
ど
の
多
様

性
は
な
い
け
れ
ど
も
、
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
原
初
的

で
民
族
的
な
、
民
族
の
本
性
そ
の
も
の
の
な
か
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
多
種

多
様
性
と
い
う
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
く
つ
が
え
す
べ
く
も
な
く
立
証

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
法
は
民
族
生
活
の
初
め
か
ら
ま
さ
に
実

定
的
で
歴
史
的
な
諸
基
礎
に
、
す
な
わ
ち
、
民
族
自
身
の
精
神
と
素
質
と

に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
い
っ
さ
い
の
民
族
性
を
剥
ぎ
取
ら
れ

た
自
然
法
は
ど
れ
も
、
そ
の
基
礎
と
し
て
の
純
粋
理
性
お
よ
び
そ
の
舞
台

と
し
て
の
世
界
と
と
も
に
、
そ
の
考
え
方
に
お
い
て
根
拠
が
な
く
、
実
際

上
は
実
現
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

歴
史
は
同
じ
結
果
を
さ
ら
に
二
つ
の
、
も
っ
と
重
大
な
別
の
証
拠
に
即

し
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
見
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
な
お
た
し
か

に
発
生
的
に
相
異
な
る
も
の
と
し
て
対
峙
し
て
い
る
、
二
つ
の
最
も
重
要

な
法
体
系
、
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
法
体
系
と
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
法
体
系
で

あ
る
。
両
者
は
同
じ
や
り
方
で
、
本
来
的
に
国
民
的
な
法
体
系
と
並
ん
で
、

よ
り
自
由
な
エ
ク
イ
テ
ィ
体
系
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
お
り
、
そ
こ
に
お

い
て
は
、
明
ら
か
に
自
然
法
そ
れ
自
体
と
、
国
民
的
な
諸
形
式
を
完
全
に

剥
ぎ
と
ら
れ
た
一
つ
の
体
系
の
実
現
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾

向
は
、
と
く
に
、
古
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
い
わ
ゆ
る
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
の

組
織
化
に
お
い
て
顕
著
に
現
わ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
、
こ
の
試
み
は
ど
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
た
の
か
？　

や
が
て
確
信
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
国
民
的
な
形
式
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
で
も
っ

て
堅
固
な
建
物
の
土
台
が
す
べ
て
取
り
除
か
れ
、
実
体
は
影
に
と
っ
て
代

わ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ク
イ
テ
ィ
も
ま
た
、
ま
っ
た
く
も
っ
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て
実
定
的
な
法
律
な
し
で
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い

や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
時
の
経
過
と
と
も
に
事
態
は
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
ま

で
来
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
定
的
な
法
制
度
や
裁
判
制

度
に
対
す
る
ベ
ン
サ
ム
の
非
難
は
と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判

所
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
エ
ク
イ
テ
ィ
法
律
学
の

な
か
に
は
よ
り
に
も
よ
っ
て
、
ベ
ン
サ
ム
が
い
っ
さ
い
の
歴
史
的
な
生
成

物
に
対
し
て
弾
劾
判
決
を
下
す
際
の
根
拠
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
材
料

の
き
わ
め
て
豊
富
な
事
例
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
哲
学
の
し
も
べ
と

も
あ
ろ
う
者
が
原
理
全
体
の
無
力
を
歓
迎
で
き
た
と
は
！　

本
当
に
最
も

辛
辣
な
皮
肉
で
あ
る
。
―
同
様
の
光
景
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る

の
は
、
ロ
ー
マ
法
学
の
万
民
法
（ius gentium

）
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

こ
の
民
族
の
健
全
な
実
際
的
感
覚
は
、
そ
の
法
学
者
た
ち
の
間
に
、
決
し

て
言
葉
の
現
代
の
意
味
に
お
い
て
自
然
法
な
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
純
然

た
る
理
性
法
な
る
も
の
に
つ
い
て
単
に
考
え
る
こ
と
さ
え
も
生
じ
さ
せ
な

か
っ
た
。
彼
ら
が
自
然
法
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
あ

る
種
の
自
然
的
な
必
然
性
の
総
体
以
上
の
も
の
で
も
以
下
の
も
の
で
も
な

い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
人
間
が
地
上
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
と

と
も
に
共
通
に
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
完
成
さ
れ
た
人
間
た

ち
の
共
有
財
産
た
る
よ
う
な
も
の
で
は
全
然
な
く
、
む
し
ろ
ま
っ
た
く
生

命
力
の
低
次
の
領
域
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
自
然
的
な
必
然
性
の
総
体

な
の
で
あ
る）
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。
わ
れ
わ
れ
現
代
の
自
然
法
に
は
る
か
に
近
い
も
の
は
、
た

し
か
に
長
期
間
に
わ
た
り
前
者
と
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
も
見

な
さ
れ
て
き
た
万
民
法
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
万
民
法
も
ま
た
、
ま
っ
た

く
一
つ
の
実
定
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
歴
史
以
前
の
も
し
く
は
歴
史
外
の

理
性
法
な
る
も
の
を
意
味
す
る
も
の
で
は
全
然
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ

ま
っ
た
く
歴
史
的
な
制
度
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
は
、
ロ
ー
マ

国
家
の
市
民
に
の
み
限
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
人
に
周
知
と
な

っ
た
文
明
化
さ
れ
た
諸
国
民
の
全
体
に
も
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
万
民
法
と
い
う
制
度
に
と
っ
て
と
く
に
重
要
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
制
度

が
そ
の
概
念
の
ト
ー
タ
ル
性
に
お
い
て
周
知
の
異
国
の
法
す
べ
て
と
共
通

し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

―
そ
の
場
合
、
こ
の

制
度
が
必
ず
し
も
す
べ
て
の
個
々
の
点
に
お
い
て
正
確
に
調
和
し
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
万
民
法
は
完

全
に
歴
史
か
ら
の
抽
象
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
理
性
か
ら

の
抽
象
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
諸
々
の
法
原

理
を
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
に
一
般
化
す
る
こ
と
も
ま
た
、
す
で
に
し
て
、

法
の
本
質
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
と
て
も
不
都
合
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
な
の
で
、
最
も
重
要
な
理
論
の
代
わ
り
に
、
空
虚
な
枠
組
み
に
も
等

し
い
き
わ
め
て
一
般
的
な
概
念
以
外
の
何
も
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ほ
ど

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
所
有
権
や
そ
の
取
得
方
法
に
つ
い
て
の
単
に
き
わ

め
て
一
般
的
な
だ
け
の
概
念
の
よ
う
に
。ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
諸
概
念
は
、

た
し
か
に
そ
れ
ら
が
登
場
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
で
あ
る
個
々
の
国
家
の

実
定
法
か
ら
あ
る
内
容
、
あ
る
実
体
を
取
り
出
す
た
め
だ
け
に
定
義
づ
け

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

理
性
法
を
一
気
に
確
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
自
身
、
理
性
法
を
漸
次
的
に

提
示
す
る
労
力
を
削
減
す
る
と
い
う
、
歴
史
に
よ
る
こ
の
大
い
な
る
試
み

に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
個
々
の
人
は
、
こ
の
鬼
火
に
よ
っ
て
な
お
長
期
間

に
わ
た
っ
て
暗
闇
の
な
か
を
連
れ
回
さ
れ
ず
に
済
ん
だ
と
言
っ
て
い
い
だ

ろ
う
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
！　

わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
的
原
理
の
真
理
性
に
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全
幅
の
信
頼
を
お
く
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
し
ば
ら
く
の
間
脇
に
お
い
て
お
こ

う
。
こ
の
理
性
法
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
純
粋
理
性
は
法
の
原

理
と
し
て
、
す
べ
て
の
思
想
家
に
よ
っ
て
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間

の
顔
を
し
た
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
そ
の
真
理
性
が
是
認
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
！
と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
現
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
？　

ど
こ
に
次
の
よ
う
な
死
す
べ
き
者
が
見
出
さ
れ
る
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
世
界
が
そ
の
人
か
ら
、
第
二
の
救
世
主
の
ご
と
く
に
、

す
べ
て
の
法
の
理
性
原
理
を
期
待
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
！
ま
た
、

す
べ
て
の
民
族
に
教
え
る
べ
く
、
新
し
き
福
音
書
を
携
え
た
新
し
い
使
徒

た
ち
が
そ
の
人
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
る
ほ
ど
の
！
そ
れ
ほ
ど
そ
の
人
の
精

神
が
完
璧
に
そ
の
時
代
か
ら
い
っ
さ
い
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
し
に
済

ま
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
国
民
的
精
神
の
啓
示
か
ら
無
条
件

的
か
つ
絶
対
的
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
人
が
ど
こ
に

見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
物
理
の
世
界
に
は
一
つ
の
原
理
が
あ
り
、
そ
れ

は
、
水
は
、
落
ち
て
く
る
所
よ
り
も
高
い
所
へ
上
る
こ
と
は
決
し
て
で
き

な
い）
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、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
た
ち
の
世
界
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
屈
辱
的
な
告
白
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
の

人
も
そ
の
土
地
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
時
代
の
息
子
で
あ
り
、
そ
の
生
ま

れ
故
郷
の
習
俗
の
子
ど
も
で
あ
る
、
と
。
河
川
が
、
そ
の
貫
流
す
る
土
壌

の
色
調
を
受
け
取
る
よ
う
に
、
い
っ
さ
い
は
、
精
神
の
一
見
し
た
と
こ
ろ

最
も
抽
象
的
な
作
品
す
ら
も
、
そ
の
時
代
の
支
配
的
な
考
え
方
を
、
い
や

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
偏
見
さ
え
も
身
に
つ
け
る
の
で
あ
る）

17
（

。「
わ
れ
わ

れ
は
次
の
よ
う
に
思
う
」
と
ゲ
ー
テ
が
そ
の
エ
グ
モ
ン
ト
に
言
わ
せ
て
い

る
よ
う
に）

18
（

、「
わ
れ
わ
れ
は
時
の
と
て
つ
も
な
い
動
き
を
御
し
て
い
る
と

思
っ
て
お
り
、
そ
の
実
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
は
気
づ
か
な
い
の
だ
！）

19
（

」、
と
。
す
べ
て
の
時
代
、
す
べ
て
の
国
々

に
対
し
て
、
そ
の
前
で
す
べ
て
の
者
に
膝
を
屈
す
る
べ
き
だ
と
す
る
自
然

法
の
一
体
系
を
樹
立
す
る
不
遜
な
人
び
と
に
は
も
う
う
ん
ざ
り
だ
！　

た

と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
な
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
古
代
世
界
の

偉
人
た
ち
に
し
て
も
、
最
も
理
想
的
な
国
家
も
奴
隷
制
度
な
し
に
は
考
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
！

　

く
り
返
し
て
言
お
う
。
宗
教
に
つ
い
て
は
直
接
的
な
神
の
啓
示
が
た
し

か
に
人
間
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
そ
れ
を
法
に
つ
い
て
は
死
す

べ
き
者
の
弱
々
し
い
理
性
は
決
し
て
実
行
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
！　

天
界
そ
の
も
の
を
打
ち
破
る
手
段
に
な
る
と
人
間
が
思
い
込
ん
だ
そ
の
諸

体
系
は
、
上
か
ら
雷
で
打
ち
壊
さ
れ
る
テ
ィ
タ
ン
族
の
山
々
に
等
し
い
。

つ
ま
り
、

　

「
三
度
オ
ッ
サ
の
山
を
ペ
リ
オ
ン
山
に
積
み
上
げ
、

さ
ら
に
オ
ッ
サ
の
上
に
、
木
の
葉
茂
る
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
山
を
転
が
そ

う
と
企
て
た）

20
（

」。

　

さ
あ
、
そ
れ
で
は
！　

自
分
自
身
の
理
性
を
神
格
化
し
た
り
、
自
ら
が

創
造
し
た
偶
像
を
崇
拝
す
る
の
を
や
め
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
！　

目
を

そ
ら
す
こ
と
な
く
、
歴
史
が
わ
れ
わ
れ
に
予
め
指
し
示
し
た
道
を
ど
こ
ま

で
も
辿
ろ
う
で
は
な
い
か
！　

ア
タ
ラ
ン
タ
が
黄
金
の
リ
ン
ゴ
を
つ
か
も

う
と
し
て
競
争
に
敗
れ
た
よ
う
に
、
輝
か
し
い
体
系
に
惑
わ
さ
れ
歴
史
的

真
理
を
見
誤
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
！

　
「
コ
ー
ス
を
そ
れ
、転
が
っ
て
い
る
光
り
輝
く
リ
ン
ゴ
を
拾
い
あ
げ
る）

21
（

」。

心
の
平
穏
を
得
る
た
め
に
、
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
に
与
え
ら
れ
た
古
人
の
神
託
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に
従
お
う
。
す
な
わ
ち
、「
い
に
し
え
の
母
を
探
し
求
め
よ）

22
（

」。
預
言
者
の

声
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
古
く
か
ら
の
道
の
上
に
立
て
、
そ
し

て
見
渡
し
、
ま
っ
す
ぐ
で
良
い
道
を
立
っ
て
探
せ
、
そ
し
て
そ
の
道
を
歩

め）
23
（

」。
と
い
う
の
も
、
高
尚
な
思
想
に
あ
ふ
れ
る
ベ
ー
コ
ン
卿
が
こ
れ
に

つ
い
て
、
数
世
紀
の
年
数
は
世
界
の
青
年
期
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。「
古
き
時
代
は
世
界
の
青
年
期
で
あ
っ
た
」。
た
し
か
に
、
古
さ

は
、
そ
こ
に
留
ま
る
よ
う
に
と
い
う
こ
の
崇
敬
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し

い）
24
（

。
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
エ
ジ
プ
ト
の
神
官
の
口
か
ら
ギ
リ
シ
ア

人
に
向
か
っ
て
言
わ
せ
て
い
る
非
難
か
ら
身
を
遠
ざ
け
よ
う
で
は
な
い

か
。
す
な
わ
ち
、「
君
た
ち
ギ
リ
シ
ア
人
は
い
つ
ま
で
も
子
ど
も
だ
。
君
た

ち
に
は
古
え
に
つ
い
て
の
知
識
も
な
け
れ
ば
、
蒼
古
た
る
学
知
も
な
い）

25
（

」

と
い
う
非
難
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
。
最
後
に
、
地
上
で
星
々
を
眺
め
て
い
た

た
め
、
水
中
に
落
ち
て
し
ま
っ
た

―
彼
が
水
中
に
い
れ
ば
、
同
じ
星
々

を
も
っ
と
よ
く
観
察
で
き
た
で
あ
ろ
う
に

―
、
そ
ん
な
哲
学
者
に
つ
い

て
の
古
い
物
語
を
思
い
起
こ
そ
う
で
は
な
い
か）

26
（

！　

観
察
、
生
成
物
の
自

然
探
求
、
歴
史
的
経
験
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
真
な
る
認
識
、
い
っ

さ
い
の
進
歩
が
基
づ
く
大
い
な
る
原
理
な
の
だ
！　

ベ
ー
コ
ン
が
言
う
に

は
、「
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
書
を
読
み
、ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
著
作

を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
教
会
史
の
徹
底
的
な
研
究
は
得
ら
れ
て
も
、
完
成

さ
れ
た
神
学
者
を
養
成
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う）

27
（

」。
同
じ
こ
と

は
法
学
者
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

　

法
の
歴
史
を
一
度
も
研
究
し
た
こ
と
の
な
い
、
表
層
的
に
も
一
度
た
り

と
い
え
ど
研
究
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
何
千
人
も
の
実
務
家
お
よ
び
優

秀
な
実
業
家
が
い
る
こ
と
に
反
論
す
る
人
は
い
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
。
た

と
え
法
史
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
実
践
的
、
外
面
的
に
整
え
る
こ
と
よ

り
も
も
っ
と
高
次
の
目
的
を
要
求
す
る
に
し
て
も
、
わ
た
し
は
そ
の
こ
と

に
全
面
的
に
同
意
す
る
者
で
あ
る
！　

ベ
ー
コ
ン
が
諸
説
の
同
様
の
過
ち

を
叱
責
す
る
際
に
発
す
る
言
葉
の
何
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
か
。す
な
わ
ち
、

「
学
問
の
事
情
は
樹
木
の
事
情
と
同
じ
で
あ
る
。
木
材
を
利
用
す
る
つ
も

り
の
人
な
ら
ば
、
誰
し
も
そ
の
根
に
気
を
配
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
木
を
別
の
土
地
に
植
え
替
え
て
み
ず
み
ず
し
く
成
長
さ
せ
よ
う
と
心

が
け
る
人
は
、
根
だ
け
を
救
え
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
樹
冠
を
伐
採
し
、

幹
に
は
配
慮
し
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い）

28
（

」。
ま
さ
に
こ
の
根
に
あ
た
る
も

の
が
歴
史
な
の
で
あ
る
。
樹
幹
の
力
お
よ
び
木
の
健
康
の
全
体
は
そ
の
根

に
基
づ
い
て
い
る
。
歴
史
の
な
か
に
は
、
人
間
の
諸
制
度
の
は
る
か
に
堅

固
な
支
柱
と
よ
り
高
次
の
是
認
と
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
た
と

え
個
々
の
最
も
完
全
な
知
性
を
も
っ
た
人
に
せ
よ
、
そ
の
人
が
自
分
で
作

っ
た
体
系
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
の
も
の
な
の
だ
！

　

そ
れ
で
も
や
は
り
、
こ
の
返
答
で
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
本
当
の
と
こ

ろ
、法
の
歴
史
的
研
究
は
実
践
的
に
無
益
で
あ
る
と
い
う
非
難
に
対
し
て
、

い
っ
さ
い
の
敵
対
者
の
な
か
で
最
も
無
難
な
敵
さ
え
も
よ
う
や
く
退
位
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
法
学
に
対
し
て
、
そ
れ
は
、
所
与
の
も
の
の
み
を

尊
重
し
、実
定
的
な
も
の
を
超
え
る
よ
り
高
次
の
も
の
は
何
一
つ
認
め
ず
、

人
間
に
対
し
て
は
つ
ね
に
そ
の
最
良
の
時
代
と
し
て
の
過
去
に
帰
る
よ
う

に
命
じ
、
自
分
自
身
の
考
え
よ
り
も
あ
る
古
代
古
典
家
の
二
、
三
の
言
葉

の
方
に
重
き
を
お
き
、
ま
た
、
一
つ
の
変
種
や
あ
る
無
名
の
著
作
者
の
新

し
く
発
見
さ
れ
た
断
片
や
骨
董
の
領
域
に
お
け
る
ま
っ
た
く
取
る
に
足
ら

な
い
発
見
の
方
を
、
体
系
を
叙
述
し
た
り
、
理
論
を
き
わ
め
て
鋭
く
展
開

さ
せ
た
り
す
る
こ
と
よ
り
も
ず
っ
と
重
要
視
す
る
と
い
う
非
難
を
加
え
る

人
び
と
は
、
は
る
か
に
大
き
な
拍
手
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
―
歴
史
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法
学
派
を
信
奉
す
る
一
人
一
人
に
対
し
、
彼
ら
が
そ
の
方
法
を
大
げ
さ
に

誇
張
し
て
い
る
と
い
う
そ
し
り
か
ら
免
れ
さ
せ
て
や
り
た
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
愚
か
な
行
為
で
あ
ろ
う
。
ど
の
学
問
に
も
職
人
仕
事
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
原
理
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
先
ほ
ど
の
非

難
は
決
し
て
当
た
ら
な
い
。
小
さ
な
事
に
こ
だ
わ
り
、
重
箱
の
隅
を
ほ
じ

く
っ
て
い
る
と
い
う
悪
口
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
重
要
な
こ
と
を
獲
得
す

る
た
め
に
、
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
を
も
軽
ん
じ
な
い
人
に
当
て
は
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
巨
大
な
廃
墟
と
な
っ
た
古

代
都
市
か
ら
出
土
す
る
極
小
の
破
片
さ
え
も
、
そ
の
破
片
そ
の
も
の
が
見

栄
え
の
し
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
破
片
が

不
分
明
な
状
態
に
つ
い
て
予
期
せ
ぬ
解
明
を
も
た
ら
し
、
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
が
建
物
全
体
を
再
構
築
す
る
の
を
本
質
に
お
い
て
容
易
に
し
て

く
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
だ
か
ら
で
あ
る
。
熟
達
し
た
研
究
者
の
目
で
あ

れ
ば
、
そ
の
破
片
に
よ
っ
て
全
体
の
性
格
を
再
認
識
す
る
こ
と
は
し
ば
し

ば
起
こ
る
だ
ろ
う

―
彼
の
目
の
前
に
あ
る
破
片
は
全
体
の
最
後
の
痕

跡
を
示
す
も
の
だ
か
ら
。ま
さ
し
く
そ
う
し
て
実
に
自
然
研
究
者
も
ま
た
、

か
つ
て
の
被
造
物
の
取
る
に
足
ら
な
い
残
骸
か
ら
、
そ
の
残
骸
が
そ
の
一

部
で
あ
っ
た
存
在
物
の
形
態
全
体
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
！　

そ
の
う
え
、
最
大
の
発
見
は
最
小
の
対
象
で
行

わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
！　

磁
石
の
力
を
発
見
す
る
に
は
、
一
本
の

針
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る）

29
（

。

　

し
か
し
、
ま
し
て
や
歴
史
的
考
察
方
法
に
対
し
て
、
い
っ
さ
い
の
よ
り

高
次
の
も
の
を
無
視
し
、
す
べ
て
の
種
類
の
哲
学
を
誤
解
し
て
い
る
と
非

難
す
る
な
ん
て
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
？　

有
限
な
る
も
の
の
な
か
に
無
限
な
る
も
の
の
啓
示
を
見
、
現
世
的
な
も
の

の
な
か
に
完
全
性
へ
の
漸
次
的
な
発
展
を
見
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
歴

史
的
考
察
方
法
で
は
な
い
の
か
？　

歴
史
的
考
察
方
法
は
、
一
見
し
た
と

こ
ろ
カ
オ
ス
と
見
え
る
も
の
の
な
か
に
魂
と
調
和
を
も
た
ら
す
の
だ
！　

歴
史
的
考
察
方
法
は
、
生
成
さ
れ
た
も
の
を
、
恣
意
と
無
法
則
性
の
産
物

だ
と
い
う
非
難
か
ら
洗
い
清
め
て
や
る
の
だ
！　

歴
史
的
考
察
方
法
は
、

大
い
な
る
発
展
の
な
か
の
ど
の
時
代
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
固
有
の
独
立
し

た
意
義
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
義
は
、
そ
れ
以
前

の
法
則
を
破
壊
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
あ

る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
考
察
方
法
は
ど
の
時
代
に
も
、
理
性
法
則
の
実
現

と
提
示
に
お
い
て
一
つ
の
改
善
、
一
つ
の
進
歩
が
あ
る
の
を
見
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
理
性
法
則
は
、
発
展
の
最
終
目
標
と
し
て
歴
史
的
考
察
方
法

が
各
時
代
の
始
ま
り
に
で
は
な
く
、そ
の
終
わ
り
に
立
て
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
の
作
品
の
頭
部
を
飾
ら
せ
る
が
、
歴
史
以
前
の
状
態

を
飾
り
立
て
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
の
場
合
、
こ
の
法
則
が
実
現
さ
れ
る
日
は
、
ベ
ー
コ
ン
卿
が
「
人
び

と
の
大
い
な
る
安
息
日
」
と
名
づ
け
る）

30
（

日
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

そ
の
完
成
を
褒
め
称
え
て
、「
聖
な
る
も
の
よ
、
聖
な
る
も
の
よ
、
聖
な
る

も
の
よ
！
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
三
度
響
き
渡
る
日
で
あ
る）

31
（

。
最
後
に
、

す
で
に
キ
ケ
ロ）

32
（

が
「
永
遠
の
不
滅
の
法
律
」
が
誕
生
す
る
と
予
言
し
た
日

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
法
が
今
日
ま
で
発
展
し
て
き
た
限
り
で
、
こ

の
大
い
な
る
光
景
を
見
渡
す
た
め
に
、
ロ
ー
マ
の
カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス
丘
に
立

つ
以
上
に
す
ば
ら
し
い
場
所
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か）

33
（

！　

そ

の
地
、
世
界
帝
国
の
中
心
地
に
お
い
て
他
に
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ

の
世
界
帝
国
の
法
が
つ
ね
に
す
べ
て
の
法
学
の
出
発
点
で
あ
り
土
台
で
あ
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り
続
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
だ
か
ら
だ
。
人
類
の
揺
り
か
ご
と
し
て

す
べ
て
の
法
発
展
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
を
そ
の
懐
に
秘
め
て
い
る
あ
の

東
洋
か
ら
も
、
歴
史
が
そ
の
後
の
発
展
の
役
割
を
割
り
振
っ
た
西
洋
か
ら

も
、
そ
こ
は
同
じ
く
等
距
離
に
あ
る
の
だ
か
ら）

34
（

。
そ
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
法

は
、
最
古
の
時
代
と
新
し
い
時
代
と
の
結
合
部
を
成
す
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
人
類
の
知
の
他
の
ど
の
部
分
で
も
な
く
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
法
に
お

い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
全
人
類
の
大
い
な
る
歴
史
的
一
体
性
を
意
識
す
る
で

あ
ろ
う
。
―
ロ
ー
マ
法
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

一
種
の
不
死
性
で
あ
る
。
最
古
の
イ
タ
リ
ア
の
諸
部
族
が
お
そ
ら
く
法
に

つ
い
て
ギ
リ
シ
ア
人
や
オ
リ
エ
ン
ト
人
と
共
有
し
て
い
た
原
初
の
考
え
方

に
基
づ
き
つ
つ
、
ロ
ー
マ
法
は
、
ロ
ー
マ
の
最
初
の
王
た
ち
の
下
で
そ
の

独
立
し
た
発
展
を
始
め
、
そ
れ
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
止
む
こ
と
な
く
人

間
社
会
に
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
て
き
た
。
こ
の
時
空
間
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
運
命
が
並
走
し
て
い
る
こ
と
か
！　

そ
の
起
源
が
イ
タ
リ
ア
の

有
史
以
前
の
時
代
の
暗
闇
の
な
か
に
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
法
。
次
第
に

そ
の
古
く
か
ら
の
、
象
徴
的
な
性
質
を
自
ら
剥
い
で
い
き
、
数
学
的
な
首

尾
一
貫
性
と
精
確
さ
と
い
う
厳
格
な
形
式
を
身
に
つ
け
た
法
。
共
和
政
お

よ
び
帝
政
の
無
敵
の
軍
隊
に
よ
っ
て
世
界
の
一
部
を
そ
の
法
律
の
下
に
置

い
た
法
。
専
制
政
治
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
鉄
製
の
王
笏
の
下
で
ま
さ

に
最
も
素
晴
ら
し
い
隆
盛
を
極
め
た
法
。
キ
リ
ス
ト
教
に
侵
略
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
そ
の
理
論
を
救
世
主
の
教
え
と
と
も
に
将
来
の
世
代
に
送
り
届

け
た
法
。
北
方
の
諸
民
族
の
文
明
化
と
い
う
名
声
を
こ
の
救
世
主
と
共
有

す
る
法
。
最
後
に
、
そ
の
効
力
の
目
立
た
な
い
状
態
が
四
世
紀
に
わ
た
っ

て
続
い
た
後
、
最
初
の
祖
国
に
お
い
て
新
た
な
栄
光
と
と
も
に
ふ
た
た
び

復
活
し
、
そ
こ
か
ら
世
界
を
も
う
一
度
支
配
し
、
つ
い
に
は
今
日
、
古
代

精
神
の
力
と
豊
か
さ
の
不
滅
の
記
念
碑
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
新
た
な
立

法
の
中
心
に
立
っ
て
い
る
法
。
そ
れ
が
ロ
ー
マ
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
ロ
ー

マ
法
の
歴
史
の
概
観
で
あ
る
。

　

い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
裁
く
能
力
も
資
格
も
あ
る
と
信
じ
た
何
人
も
の

人
が
、
歴
史
の
前
に
進
み
出
た
の
は
、
歴
史
の
内
的
関
連
を
探
求
す
る
た

め
で
も
、
そ
の
発
展
の
必
然
性
を
確
信
す
る
た
め
で
も
な
く
、
歴
史
が
取

っ
た
方
向
を
非
難
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
つ
ま
り
、
歴
史

の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
運
命
の
偉
大
さ
に
感
嘆
す
る
た
め
で
は
な
く
、
失

わ
れ
、
破
壊
さ
れ
た
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
悔
や
む
た
め
で
あ

っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
と
り
わ
け
今
日
に
お
い
て
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
栄
光

を
呪
い
、
ア
マ
ル
フ
ィ
の
手
稿
本
を
い
ま
い
ま
し
く
思
い
、
イ
ル
ネ
リ
ウ

ス
を
弾
劾
す
る
声
を
、
い
か
に
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
こ
と
か
！　

い
か
に

多
く
の
人
が
、
そ
の
萌
芽
に
お
い
て
早
く
も
滅
び
て
し
ま
っ
た
ゲ
ル
マ
ン

法
学
に
つ
い
て
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
か
！　

い
か
に
多
く
の
人
が
、

国
民
的
な
ゲ
ル
マ
ン
法
に
対
す
る
殺
人
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
ロ
ー
マ
法

の
責
任
を
と
が
め
て
い
る
こ
と
か
！

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
弾
劾
が
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
る
の
は
、
自
分
自

身
の
国
民
性
の
た
め
に
は
人
類
全
体
の
発
展
を
躊
躇
な
く
犠
牲
に
す
る
人

び
と
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
的
な
制
約
性
の
な
か
に

囚
わ
れ
、
個
々
の
民
族
は
ま
さ
に
全
人
類
を
結
び
つ
け
て
い
る
大
き
な
鎖

の
一
分
肢
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
分
自
身
の
国
民
性

の
発
展
は
ま
っ
た
く
の
と
こ
ろ
民
族
存
在
の
究
極
の
目
標
で
は
あ
り
得
な

い
こ
と
を
、
決
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
人
び
と
に
の
み
聞
き
入
れ
て

も
ら
え
る
の
で
あ
る
。
国
民
性
が
最
高
の
法
律
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

ま
す
ま
す
諸
国
民
を
孤
立
化
さ
せ
、
諸
国
民
の
相
互
交
流
を
ま
す
ま
す
遮
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断
し
、
同
一
の
目
標
を
協
同
し
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
ま
っ
た
く

不
可
能
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
歴
史
も
ま
た
ま
っ
た

く
別
の
も
う
一
つ
の
原
理
を
実
現
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
国
民

が
別
の
国
民
の
廃
墟
の
上
に
そ
の
支
配
を
打
ち
立
て
る
の
を
見
て
お
り
、

ロ
ー
マ
自
身
が
そ
の
歴
史
の
大
海
の
な
か
で
は
、
古
代
世
界
の
教
化
さ
れ

た
諸
民
族
す
べ
て
の
歴
史
を
、
海
に
そ
そ
ぐ
同
じ
く
ら
い
多
く
の
川
の
流

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
受
容
し
て
い
る
の
を
見
て
い
る
。
同
じ
光
景
を
見
せ

て
く
れ
る
の
は
、
国
家
生
活
お
よ
び
す
べ
て
の
文
明
一
般
の
内
的
発
展
で

あ
る
。
他
の
文
明
を
自
分
と
一
体
化
す
る
の
に
最
も
適
し
て
い
る
文
明
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
民
族
は
他
の
民
族
か
ら
そ
れ
を
学
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
異
国
の
存
在
の

す
べ
て
の
側
面
を
自
分
に
転
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
実
際
、
そ

の
全
体
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
保
持
さ
れ
得
る
国
民
性
は
そ
れ
だ
け

い
っ
そ
う
少
な
く
な
る
し
、
個
々
の
民
族
は
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
多
く

の
異
国
の
発
展
の
産
物
を
自
分
に
先
行
し
て
い
る
諸
民
族
の
手
か
ら
受
け

取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
古
代
の
諸
民
族
、
と
り
わ
け
ロ
ー

マ
人
に
は
、
完
全
に
独
立
し
た
、
絶
え
間
の
な
い
発
展
が
与
え
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
こ
と
は
特
別
の
、
古
代
に
与
え
ら
れ
た
恵
み
と
し
て
称
賛
さ
れ

て
き
た
が
、
そ
れ
に
反
し
て
、
現
代
に
は
そ
の
よ
う
な
純
粋
に
国
民
的
な

発
展
が
欠
落
し
て
い
る
と
悔
や
ま
れ
て
き
た
。
だ
が
本
当
は
そ
の
逆
な
の

だ
！　

そ
れ
以
前
の
各
時
代
の
全
内
容
は
、
実
に
、
そ
れ
に
続
く
各
時
代

に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
各
時
代
の
土
台
を
形

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
つ
ね
に
新
た
に
そ
れ
ら
を
受
胎
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
ど
の
時
代
に
も
そ
れ
特
有
の
運
命

が
あ
り
、
ま
た
、
ど
の
民
族
も
そ
の
精
神
活
動
の
一
定
の
側
面
を
形
成
し

発
展
さ
せ
る
た
め
の
特
別
の
素
質
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時

代
や
こ
の
民
族
を
こ
の
特
別
の
分
野
に
お
い
て
作
り
出
す
も
の
、
そ
れ
は

す
べ
て
の
時
代
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
同
じ
分

野
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
進
歩
に
と
っ
て
出
発
点
で
あ
り
、
か
つ
、
不
変

の
土
台
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
民
族

や
す
べ
て
の
時
代
が
、
人
類
の
大
い
な
る
発
展
を
そ
れ
自
身
だ
け
で
、
と

く
に
最
初
か
ら
開
始
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
！

　

さ
て
、
私
法
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
古
代
は
現
代
よ
り
も
決
定

的
に
は
る
か
に
良
好
な
状
態
を
見
せ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
民
族
は
ゲ
ル
マ
ン

民
族
よ
り
も
は
る
か
に
偉
大
な
天
才
を
見
せ
て
い
る
。
古
代
に
お
い
て
、

全
人
口
の
大
部
分
の
、
つ
ま
り
、
き
わ
め
て
数
多
く
の
奴
隷
身
分
の
人
格

を
軽
視
す
る
度
合
い
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
他
面
で
は
、
一
人
一

人
の
人
格
性
、
つ
ま
り
自
由
人
の
な
か
の
個
々
の
個
人
が
そ
れ
だ
け
い
っ

そ
う
重
大
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
要
求
高
く
な
り
、
そ
れ
だ
け
い

っ
そ
う
決
定
的
に
際
立
つ
の
で
あ
る
。
公
的
生
活
お
よ
び
市
民
的
生
活
の

す
べ
て
の
部
分
に
お
い
て
、
同
じ
く
古
代
芸
術
の
登
場
人
物
に
お
い
て
、

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
円
形
競
技
場
や
練
兵
場
で
の
競
技
や
娯
楽
の
出
し
物

に
至
る
ま
で
、
個
人
の
こ
の
よ
う
な
決
定
的
な
登
場
ぶ
り
を
追
求
し
立
証

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
難
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
民
族

の
代
表
に
基
づ
い
た
体
制
は
、
ど
れ
も
、
古
代
に
と
っ
て
は
完
全
に
異
質

で
あ
っ
た
し
、
そ
の
精
神
に
と
っ
て
決
定
的
に
反
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
ゲ
ル
マ
ン
精
神
の
原
初
の
諸
素
質
に
基
づ
く
、
古

代
よ
り
も
新
し
い
時
代
は
、
実
に
い
か
に
異
な
っ
た
様
相
を
見
せ
て
い
る

こ
と
か
！　

そ
こ
で
は
宗
教
と
国
家
と
習
俗
が
一
つ
に
ま
と
ま
り
、
そ
の

各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
、
個
別
的
な
も
の
、
人
格
的
な
も
の
、
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鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
た
も
の
、
個
々
の
も
の
す
べ
て
の
登
場
を
後
景
に
押

し
や
り
、
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
。
習
俗
は
と
り
わ
け
個
々
人
が
全
体
秩
序

に
絶
対
服
従
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
国
家
は
自
分
自
身
の
な
か
に
す
べ

て
を
、
つ
ま
り
、
個
人
も
法
人
も
団
体
も
す
べ
て
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
飲

み
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
国
家
の
理
念
の
な
か
で
、
い
っ
さ
い
の

個
々
的
な
存
在
は
解
消
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
現

代
の
国
法
の
Ａ
と
Ｏ
で
あ
り
、
そ
れ
が
共
和
国
と
君
主
国
を
等
し
く
支
配

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
教
に
い
た
っ
て
は
な
お
の
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
が

自
分
自
身
の
た
め
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
、
一
人
一
人
が
そ
の

気
づ
か
れ
な
い
一
部
分
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
大
き
な
共
同
体
の
た
め
に
の

み
生
き
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
聖
な
る
義
務
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
ど
ち
ら
が
、
い
ま
や
、
私
法
の
発
展
に
と
っ

て
よ
り
好
都
合
な
の
か
、
い
ず
れ
に
お
い
て
私
法
は
よ
り
大
き
な
完
全
性

へ
と
形
成
さ
れ
得
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
に
個
人
優
位
の
原
理
を
示
す
前
者

に
お
い
て
か
、
も
し
く
は
、
個
人
を
ま
さ
に
文
字
通
り
無
に
帰
し
て
し
ま

う
後
者
に
お
い
て
か
？　

わ
れ
わ
れ
は
思
い
違
い
を
し
な
い
よ
う
に
し
よ

う
。
一
方
の

0

0

0

頬
を
打
た
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
も
う
一
方
の
頬
を
も
差
し
出
せ

と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
の
戒
律
は
崇
高
で
あ
り
偉
大
で
あ
る
。
し
か

し
、
い
ま
挙
げ
た
あ
の
道
徳
的
原
理
の
支
配
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
は
、
す

べ
て
の
人
間
の
法
の
支
配
が
や
む
と
い
う
こ
と
も
同
じ
く
確
か
な
こ
と
で

あ
る
。
人
間
の
個
々
の
法
す
べ
て
は
、
い
ま
や
そ
れ
自
体
、
人
格
性
の
拡

大
、個
人
を
自
然
人
の
境
界
を
超
え
て
そ
の
向
こ
う
へ
と
押
し
出
す
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
意
味
で
非
人
格
的
な
被
造
物
の
個
人
主
義
化
以
外
の
も

の
は
何
一
つ
と
し
て
含
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
化
の
諸
原
理
の
総
体
が
私
法
圏
を

満
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
諸
原
理
を
生
み
出
し
、
育
て
上
げ

る
の
に
も
っ
と
適
し
た
時
代
が
、
ま
さ
に
、
そ
の
き
わ
め
て
多
種
多
様
な

創
造
物
や
生
活
形
態
す
べ
て
に
お
い
て
個
別
性
の
原
理
を
本
当
に
文
字
通

り
実
現
さ
せ
て
い
た
古
代
の
他
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
？　

し
か
し
、
ま
し

て
や
、
ゲ
ル
マ
ン
精
神
に
は
、
首
尾
一
貫
し
た
、
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
た

私
法
体
系
を
独
立
し
て
形
成
し
発
展
さ
せ
る
た
め
の
要
素
は
、
き
わ
め
て

ご
く
僅
か
し
か
内
部
に
秘
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
誰
も
理
解
し

な
い
の
だ
！　

こ
の
〔
ゲ
ル
マ
ン
精
神
の
〕
詩
的
な
、
夢
見
る
よ
う
な
、

思
索
す
る
、
そ
し
て
外
的
な
環
境
や
生
活
諸
関
係
の
考
察
よ
り
も
、
む
し

ろ
自
分
の
内
面
を
探
求
す
る
精
神
な
ら
ば
、
自
ら
、
他
人
の
助
力
な
し
に

は
、
つ
ま
り
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
な
し
に
は
、
た
し
か
に
象
徴
の
時
代
を
乗
り

越
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
日
で
も
な
お
、

そ
の
ゲ
ル
マ
ン
精
神
が
つ
ね
に
自
分
の
足
で
の
み
立
っ
て
い
た
な
ら
ば
、

こ
の
霧
の
よ
う
な
ベ
ー
ル
で
覆
わ
れ
た
、
こ
の
神
秘
的
な
衣
装
を
着
た
す

べ
て
の
法
概
念
や
規
則
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
見
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
確

実
で
あ
る
！

　

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ー
マ
法
学
の
、
た
と
え
他
国
の
手
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
に
せ
よ
、
よ
り
素
晴
ら
し
い
建
物
を
獲
得
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
根
底
か
ら
の
国
民
的
な
法
形
成
を
行
い
得
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
元
気
を
取
り
戻
そ
う
で
は
な
い
か
！　

ロ
ー
マ
法
は
、
古
代
の
国

家
形
成
全
体
の
結
果
と
し
て
、
古
代
の
法
的
知
恵
の
総
計
と
し
て
、
古
代

そ
れ
自
身
が
基
づ
く
か
な
め
石
と
し
て
、
古
代
が
現
代
に
送
り
届
け
る
遺

産
だ
と
考
え
よ
う
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
ロ
ー
マ
法
お
よ
び
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
法
史
と
古
代
学
全
体
と

の
、
そ
れ
ゆ
え
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
文
献
学
と
の
こ
の
よ
う
な
関
連
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が
緊
密
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
連
関
し
合
い
、

そ
れ
ら
が
相
互
を
通
じ
て
の
み
、
ま
た
、
互
い
に
一
緒
に
な
っ
て
の
み
古

代
精
神
の
再
構
成
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ

だ
け
い
っ
そ
う
、
わ
た
し
に
与
え
ら
れ
た
課
題
を
解
決
す
る
能
力
が
自
分

に
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
が
こ
の

課
題
を
引
き
受
け
る
と
き
、
わ
た
し
に
そ
の
た
め
の
勇
気
が
湧
い
て
く
る

の
は
も
っ
ぱ
ら
、自
分
の
努
力
が
孤
立
無
援
の
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

い
ま
や
わ
た
し
も
そ
の
一
員
に
な
っ
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
学

界
に
お
い
て
、
つ
ね
に
新
た
な
励
ま
し
の
言
葉
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
思
い
か
ら
で
あ
る
。

　

〔
原
著
者
お
よ
び
編
者
の
註
〕

（﹇　

﹈
は
編
者 Sim

onius 

に
よ
る
補
註
、〔　

〕
は
訳
者
に
よ
る
補
充
。

な
お
、
＊
と
＊
＊
は
扉
に
あ
る
編
者
に
よ
る
タ
イ
ト
ル
と
モ
ッ
ト
ー
に
つ

い
て
の
補
註
内
容
）

＊　
﹇
バ
ー
ゼ
ル
大
学
上
級
教
授
団
を
前
に
一
八
四
一
年
五
月
七
日

（
金
）、
午
前
一
一
時
に
行
わ
れ
た
﹈
Ｊ
・
Ｊ
・
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン

の
就
任
講
演
。

＊
＊N

ew
ton

﹇bei M
irabeau, Essai sur le despotism

e=Œ
uvres 

éd. M
érilhoud 8, 1835, 34.

﹈

　
（
１
）　

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
〔Bolingbroke, H

enry St. John, 
1st V

iscount 1678-1751. 

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
、
文
筆
家
〕
が

言
う
に
は
、「
哲
学
者
た
ち
は
、明
ら
か
に
す
る
こ
と
よ
り
も
想
像

す
る
こ
と
の
方
が
、
知
る
こ
と
よ
り
も
推
測
す
る
こ
と
の
方
が
よ

り
簡
単
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
名
声
を

得
る
た
め
に
、
こ
の
方
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
名
声
は
、
彼

ら
に
と
っ
て
は
少
な
く
と
も
真
実
と
同
じ
く
ら
い
大
切
な
も
の
で

あ
り
、
何
人
も
の
人
が
、
現
実
の
体
制
に
と
っ
て
は
無
意
味
な
仮

説
を
許
容
し
た
の
で
あ
る
」（M

irabeau, E
ssai sur le 

despotism
e [= Œ

uvres éd. M
érilhoud 8, 1835, 34].

）。

﹇（
２
）　Fr. J. Stahl, D

ie Philosophie des Rechts nach 
geschichtlicher A

uffassung 2. Bd. 1. A
bt. H

eidelberg 
1833, S. V

I.]

﹇（
３
）　V

erg. A
en. 1, 278 f.]

〔
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー

イ
ス
』（
岡
道
男
・
高
橋
宏
幸
訳
）（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二

〇
〇
一
年
）、
二
〇
頁
「
わ
た
し
は
彼
ら
の
支
配
に
境
界
も
期
限
も

定
め
置
か
ぬ
」〕。

﹇（
４
）　M

etaphysik der Sitten 1. T
eil　

: Einleitung in die 
Rechtslehre, §

B, bei Fr. Fischer (u. S. 9 A
nm

. 3) S. 
14.]

〔
カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一

訳
）（
カ
ン
ト
全
集
・
第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、

四
八
頁
「
合
法
と
は
何
か
（quid sit iuris 

何
が
法
と
さ
れ
て
い

る
か
）
…
…
と
い
う
こ
と
な
ら
、
法
学
者
は
ま
だ
し
も
示
せ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
法
律
が
求
め
る
も
の
が
正
し
い
の
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
は
、
…
…
も
し
も
そ
う
し
た
経
験
的
諸
原
理
を
し

ば
ら
く
離
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
理
性
の
な
か
に
法
の
判
断
の
根
拠
を

求
め
…
…
な
い
な
ら
ば
、
法
学
者
に
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
だ

ろ
う
。経
験
的
法
論
だ
け
で
は
、（
フ
ァ
イ
ド
ロ
ス
の
寓
話
に
出
て

く
る
木
製
の
頭
の
よ
う
に
）
美
し
く
は
あ
っ
て
も
、
た
だ
残
念
な

こ
と
に
脳
の
な
い
頭
で
あ
る
」。；

「
人
倫
の
形
而
上
学
（
法
論
）」

バハオーフェン「自然法と歴史法の対立」737
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（
加
藤
新
平
・
三
島
淑
臣
訳
）、『
カ
ン
ト
』（
世
界
の
名
著
・
第
三

二
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
七
年
）
所
収
、
三
五
三
―
三
五
四

頁
「
何
が
合
法
か
〔quid sit iuris

〕
に
つ
い
て
は
、
…
…
彼
〔
＝

法
律
学
者
〕
も
た
や
す
く
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
法
律
が
欲
す
る
と
こ
ろ
が
は
た
し
て
ま
た
正
し

い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
…
…
は
、
も
し
彼
が
暫
時
あ
の
経
験
的

諸
原
理
を
捨
て
去
っ
て
、
右
の
諸
判
断
の
源
泉
を
単
な
る
理
性
の

う
ち
に
求
め
…
…
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
隠

さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
。
単
に
経
験
的
で
あ
る
だ

け
の
法
論
は
、〔
ち
ょ
う
ど
パ
イ
ド
ロ
ス
の
寓
話
の
中
の
木
製
の
頭

の
よ
う
に
〕
美
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
だ
残
念
な
こ
と
に
脳

髄
の
な
い
頭
で
し
か
な
い
」。〕

　
（
５
）　

ベ
ー
コ
ン
卿
は
、
学
問
の
発
達
に
つ
い
て
の
そ
の
素
晴
ら
し

い
著
作
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
を
い
か
に
見
事
に
表
現
し
て
い
る

こ
と
か
。す
な
わ
ち
、「
神
は
人
間
の
心
を
反
射
鏡
か
鏡
の
よ
う
に

お
作
り
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
世
界
﹇
の
像
﹈

を
映
す
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
目
が
喜
ん
で
光
を
受
け
入
れ
る

の
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
は
喜
ん
で
そ
の
世
界
の
印
象
を
受
け
入

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
物
や
季
節
の

変
化
を
見
て
喜
ぶ
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
れ
ら
の

あ
ら
ゆ
る
変
化
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
必
ず
観
察
さ
れ
る
規
律
や
法

則
を
見
つ
け
出
し
見
分
け
よ
う
と
も
す
る
の
で
あ
る
」〔『
ベ
ー
コ

ン
』（
中
公
バ
ッ
ク
ス
・
世
界
の
名
著
・
第
二
五
巻
、
昭
和
五
四

年
）、
二
五
〇
頁
下
段
・T

he W
orks of Francis Bacon, ed. 

by J. Spedding, R. L. Ellis, D
. D

. H
eath, V

ol. 3, 

London 1859, p. 265.

（
以
下
、
ベ
ー
コ
ン
か
ら
の
引
用
に
は

当
該
邦
訳
書
の
頁
数
お
よ
び
前
掲
原
著
（
こ
れ
は
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ

ン
の
用
い
た
原
著
の
版
で
は
な
い
）
の
頁
数
を
併
記
す
る
。
な
お
、

訳
文
は
必
ず
し
も
訳
書
の
ま
ま
で
は
な
い
）〕。
ま
た
、
別
の
個
所

で
ソ
ロ
モ
ン
に
な
ら
っ
て
﹇Prov.

〔
箴
言
〕 20, 27

﹈、「
人
間
の

精
神
は
神
の
ラ
ン
プ
に
似
て
い
る
。
そ
れ
を
も
っ
て
神
は
あ
ら
ゆ

る
秘
密
の
内
部
を
も
探
る
」﹇=T

he tw
o books of Francis 

Bacon O
f the Proficience and A

dvancem
ent of Learning 

ed. by T
hom
as M

arkby
2, 1835, 5 f. = W

orks ed. by F. 
Spedding, R. L. Ellis and D

. D
. H
eath 3, 265.

﹈、〔『
ベ

ー
コ
ン
』
二
五
一
頁
上
段
・p. 265

〕。

﹇（
６
）　V

erg. A
en. 4, 177 ; 10, 766 bei Bacon a. O

. 74.

﹈

〔
前
出
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』、
一
五
四
頁
「
頭
は
雲
の
あ
い
だ
に
隠

れ
て
い
る
」；

四
八
九
頁
「
頭
は
雲
間
に
隠
れ
る
」；

『
ベ
ー
コ

ン
』
三
三
二
頁
下
段
・p. 335

〕。〔
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
法
と
法
学
に

対
す
る
現
代
の
使
命
』
に
も
ベ
ー
コ
ン
の
引
用
あ
り
。
た
と
え
ば
、

H
. H
attenhauer (H

rsg.), T
hibaut und Savigny, 

M
ünchen 1973, S. 109, 111. 

大
串
兎
代
夫
訳『
法
典
論
争
』

（
世
界
文
学
社
、
昭
和
二
四
年
）、
三
五
、
三
九
頁
〕。

　
（
７
）　

﹇Eccles. 3, 11 nach Bacon a. O
. 93.

﹈〔「
コ
ー
ヘ
レ

ト
書
」3-11

「
神
は
す
べ
て
を
そ
の
時
に
か
な
っ
て
美
し
く
造
り
、

加
え
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
永
遠
〔
性
〕
を
付
与
し
た
。
だ
が
人
は
、

神
が
造
っ
た
業
の
初
め
か
ら
終
り
ま
で
を
見
い
だ
す
こ
と
は
〔
で

き
〕
な
い
」；

『
ベ
ー
コ
ン
』（
二
五
〇
頁
下
段
・p. 265

）「
神

は
す
べ
て
を
美
し
く
あ
る
い
は
上
品
に
お
造
り
に
な
り
、
そ
れ
ら

岡　法（61―４) 738
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の
季
節
が
か
な
ら
ず
巡
り
く
る
よ
う
に
な
さ
っ
た
。
神
は
ま
た
世

界
を
人
間
の
心
の
中
に
置
か
れ
た
が
、
し
か
し
、
人
間
は
神
の
御

業
の
初
め
か
ら
終
り
ま
で
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」〕。
わ
た

し
は
、こ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
葉（nach 

﹇Fr.

﹈Fischer, Stand 
des N

aturrechts

﹇Basel 1837

﹈S. 18

）
を
想
起
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
理
性
主
義
者
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ら
理
性
主
義
の
大
家
た
ち

が
自
然
の
前
に
進
み
出
る
の
は
、
自
然
が
完
全
な
法
則
に
し
た
が

っ
て
必
然
的
に
生
み
出
し
た
も
の
を
、
賞
賛
し
た
り
罵
っ
た
り
す

る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
抜
け
目
な
く
冷
笑
し
た
り
嘲
笑
し
た
り
、

お
人
よ
し
げ
に
同
情
し
た
り
忠
告
し
た
り
す
る
た
め
で
あ
る
よ
う

に
。
あ
た
か
も
、
汲
み
尽
く
し
得
な
い
完
全
性
を
た
だ
放
射
す
る

だ
け
の
自
然
が
、
彼
ら
の
称
賛
を
期
待
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
彼

ら
の
非
難
や
嘲
笑
を
尊
重
し
た
り
す
る
か
の
如
く
に
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
こ
と
は
、
自
然
の
目
的
が
つ
ね
に
そ
の
創
造
的
な
法
則

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ゆ
え
決
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
自
然
に
は
当
て
は

ま
り
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
」。

　
　
　

バ
ー
ク
（Burke

）(

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
省
察
』)
が

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
英
雄
た
ち
に
向
か
っ
て
大
声
で
言
っ
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
あ
な
た
方
は
元
手
な
し
に
商
売
を
始
め
た
！
」
は
、

理
性
主
義
者
た
ち
に
も
適
用
で
き
る
だ
ろ
う﹇Edm

und Burke, 
Reflections on the revolution in France

3, London 1790, 
51.

﹈〔
中
野
好
之
訳
、
岩
波
文
庫
（
上
）、
六
九
頁；

半
沢
孝
麿

訳
、
み
す
ず
書
房
、
四
六
頁
〕。

﹇（
８
）　V

erg. A
en. 5, 751 = Bacon 76.

﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
三

三
六
頁
下
段
・p. 337

）「
高
い
名
声
を
欲
し
な
い
魂
」；

岡
・
高

橋
訳
、
二
三
二
頁
「
大
い
な
る
功
業
を
求
め
る
大
志
の
な
い
者
」〕。

﹇（
９
）　Bacon 195.

﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
四
八
七
頁
上
段
・p. 475

）

「
哲
学
者
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
想
像
上
の
国
家
に
対
し
て
想
像

上
の
法
律
を
作
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
談
話
は
星
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
あ
ま
り
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
ほ
と
ん
ど
光
を
与
え
な

い
」〕。

　
（
10
）　

ベ
ー
コ
ン
卿
は
す
で
に
し
ば
し
ば
引
用
し
た
著
作
の
な
か
で

き
わ
め
て
適
切
に
述
べ
て
い
る
﹇a. O

. 27 = W
orks 3, 285 

f.

﹈。
す
な
わ
ち
、「
人
間
の
知
性
と
心
は
、
物
質
に
作
用
す
る
場

合
、
そ
れ
が
神
の
お
造
り
に
な
っ
た
も
の
の
観
照
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
材
料
に
応
じ
て
作
用
を
し
、
ま
た
そ
の
材
料

に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ

が
自
分
自
身
に
対
し
て
作
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
ク
モ
が
そ
の

巣
を
作
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
は
限
り
が
な

く
な
る
。
そ
し
て
出
て
く
る
の
は
実
際
、
学
問
の
ク
モ
の
巣
で
、

糸
や
業
の
繊
細
さ
で
は
見
事
な
も
の
だ
が
、
実
質
も
な
く
利
益
も

な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
」〔『
ベ
ー
コ
ン
』
二
七
五
頁
下
段
・

p. 285 f.

〕。

　
　
　

一
八
〇
二
年
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
出
版
さ
れ
た
『
法
律
学
断

片
』（Juristische Fragm

ente

）﹇F. A
. L. Seidensticker, 

1. T
eil S. 2 ff.

﹈
の
著
者
〔
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
『
現
代
の
使
命
』

で
引
用
さ
れ
て
い
る
学
者
。
た
と
え
ば
、a. a. O

., S. 131, 

邦

訳
、
七
二
頁
〕
が
、
同
じ
考
え
を
つ
ら
そ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
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な
わ
ち
、「
法
の
形
而
上
学
は
、法
の
件
に
つ
い
て
理
性
が
自
分
自

身
と
、
か
つ
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
話
し
合
う
と
い
う
こ
と
に
基

づ
い
て
い
る
。
腹
話
術
師
が
自
分
の
腹
と
話
し
合
う
よ
う
に
、
形

而
上
学
者
は
自
分
の
理
性
と
話
し
合
っ
て
い
る
。
人
格
の
一
体
性

に
よ
る
こ
の
よ
う
な
操
作
に
反
対
し
て
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

事
柄
は
、
た
し
か
に
重
要
で
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
、
重

要
さ
の
点
で
は
と
う
て
い
カ
ン
ト
の
人
間
学
に
お
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
な
か
で
、
か
つ
、
自
分
と
語

る
こ
と
は
、
か
弱
い
精
神
や
ま
っ
た
く
錯
乱
し
た
精
神
の
徴
表
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　

人
が
自
分
自
身
に
つ
ま
ず
き
た
く
な
い
し
、
自
分
の
足
を
も
つ

れ
さ
せ
た
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
、
主
体
で
あ
る
と
同

時
に
客
体
で
も
あ
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
も

の
で
あ
る
。
思
考
す
る
こ
と
も
子
ど
も
を
作
る
こ
と
も
、
そ
れ
に

固
有
の
〔
二
つ
の
〕
能
力
が
一
致
す
る
と
き
に
は
、
う
ま
く
い
か

な
い
も
の
で
あ
る
。
生
殖
に
属
す
る
の
は
男
性
的
な
も
の
と
女
性

的
な
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
性
が
一
人
の
人
間
に
統
一
さ
れ
る
な

ら
ば
、
二
つ
の
性
は
互
い
に
無
用
で
あ
り
、
両
性
具
有
者
が
生
ま

れ
る
。思
考
す
る
た
め
に
も
二
つ
の
相
互
に
引
き
離
さ
れ
た
事
物
、

す
な
わ
ち
、
主
体
と
客
体
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
一
致
し

て
お
り
、
形
而
上
学
的
な
両
性
具
有
者
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

は
、
い
っ
さ
い
の
思
考
が
止
む
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
形
而
上

学
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
行
い
と
志
向
の
す
べ
て
が
、
結
局
は
、

ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
よ
う
に
（à la M

ünchhausen

）、
自
分

自
身
の
髪
で
疑
問
と
混
乱
の
深
所
か
ら
浮
上
し
て
く
る
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
を
分
か
ろ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

い
や
い
や
、そ
れ
ど
こ
ろ
か
！　

自
分
の
腹
と
話
し
合
い
た
い
、

自
分
の
髪
で
自
分
を
沼
地
か
ら
引
き
出
し
た
い
、
自
分
を
自
分
自

身
だ
と
称
し
た
い
、
自
分
自
身
と
子
ど
も
を
作
り
た
い
な
ん
て
い

う
こ
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
も
う
す
べ
て
ほ
ぼ
ど
う
で
も
い
い
こ
と

だ
」。

　
（
11
）　

「
そ
れ
ゆ
え
、
何
人
か
の
大
げ
さ
な
演
説
家
が
顔
を
赤
ら
め

も
せ
ず
そ
う
主
張
し
た
よ
う
に
、
社
会
は
必
ず
し
も
人
間
の
堕
落

を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
も
し
社
会
が
正
義
と
呼

ば
れ
る
調
和
の
と
れ
た
行
動
を
必
要
と
す
る
な
ら
、
抗
い
が
た
い

本
能
に
よ
っ
て
社
会
へ
と
誘
わ
れ
る
人
間
は
、
価
値
の
な
い
存
在

で
は
な
い
」（M

irabeau, Essai sur le despotism
e

﹇= Œ
uvres 

a. O
. 10

﹈.

）。

﹇（
12
）　H

iob. 38, 11 usque huc venies.

﹈〔
ヨ
ブ
記
、38, 11

「
こ
こ
ま
で
は
来
て
よ
い
が
、
越
え
て
は
な
ら
な
い
」〕。

﹇（
13
）　Fr. J. Stahl, a. O

. 2. Bd. 1. A
bt. S. 12.

﹈

﹇（
14
）　Stahl, a. O

. 12.

﹈

　
（
15
）　

現
代
の
自
然
法
論
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
「
自
然
が
す
べ

て
の
生
き
物
に
教
え
る
こ
と
」（quod natura om

nia anim
alia 

docuit

）﹇= D
ig. 1, 1, 1, 3

﹈
の
教
師
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
な

ら
、
あ
ま
り
悪
い
気
は
し
な
い
だ
ろ
う
に
せ
よ
。

﹇（
16
）　Bacon a. O

. 31.

﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
二
八
〇
頁
下
段
・p. 

290
）「
水
は
、
そ
の
源
と
し
て
発
す
る
最
初
の
水
源
の
高
さ
よ
り

高
く
上
が
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
」〕。

﹇（
17
）　Bacon 195.

﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
四
八
七
頁
下
段
・p. 475

）
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「
水
が
、
そ
の
通
っ
て
流
れ
る
大
地
か
ら
色
や
味
を
得
る
よ
う
に
、

国
家
の
法
律
も
、
そ
の
置
か
れ
る
地
域
や
政
府
に
応
じ
て
変
わ

る
」〕。

﹇（
18
）　

多
分
、
ゲ
ー
テ
自
身
が
『
詩
と
真
実
』
の
末
尾
で
引
用
し
て

い
る
エ
グ
モ
ン
ト
の
言
葉
（
第
二
幕
、
第
二
場
）
が
考
え
ら
れ
て

い
る
。﹈〔『
エ
グ
モ
ン
ト
』「
目
に
見
え
ぬ
精
霊
た
ち
に
鞭
を
あ
て

ら
れ
た
よ
う
に
、
時
を
乗
せ
た
太
陽
の
馬
は
わ
た
し
た
ち
の
運
命

の
軽
車
を
引
い
て
突
っ
走
る
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
に
残
さ
れ
て

い
る
の
は
、
勇
気
と
沈
着
で
手
綱
を
し
っ
か
り
持
ち
、
右
へ
左
へ
、

こ
の
岩
あ
の
崖
を
避
け
て
、
車
輪
を
繰
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
ど

こ
へ
行
く
の
か
を
、
誰
が
知
ろ
う
？　

そ
れ
に
、
馬
車
は
ほ
と
ん

ど
覚
え
て
い
な
い
の
だ
、
ど
こ
か
ら
来
た
か
を
」（
内
垣
啓
一
訳
、

ゲ
ー
テ
全
集
・
第
四
巻
所
収
、
潮
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
三
七

七
頁
）〕。

　
（
19
）　

「
人
間
の
飛
翔
は
狭
い
境
界
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
お
り
、

あ
ま
り
に
高
く
飛
び
す
ぎ
る
と
、
翼
を
失
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に

イ
カ
ロ
ス
の
寓
話
で
あ
り
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
哲

学
的
な
こ
と
で
あ
る
」（M

irabeau, Essai sur le despotism
e

﹇= Œ
uvres a. O

. 39

﹈.

）。

﹇（
20
）　V

erg. Georg. 1, 281 bei Bacon 93.

﹈〔『
農
耕
詩
』「
い

か
に
も
彼
ら
は
、三
度
オ
ッ
サ
の
山
を
ペ
リ
オ
ン
山
に
積
み
上
げ
、

さ
ら
に
オ
ッ
サ
の
上
に
、
木
の
葉
茂
る
オ
リ
ュ
ン
プ
ス
を
転
が
そ

う
と
企
て
た
。
だ
が
父
な
る
神
は
、
積
み
上
げ
た
山
々
を
、
三
度

雷
電
で
撃
ち
散
ら
し
た
」〕。〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
三
五
七
頁
上
段
・p. 

356

）「
三
度
ペ
リ
オ
ン
山
に
オ
サ
山
を
載
せ
よ
う
と
し
た　

ほ
ん

と
に
ま
た
木
の
葉
の
（
茂
る
）
オ
サ
の
上
に　

オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
山

を
こ
ろ
が
そ
う
と
し
た
」〕。

﹇（
21
）　O
vid. M

et. 10, 667 bei Bacon 36.

﹈〔『
変
身
物
語
』

（
下
）（
中
村
善
也
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
〇
三
頁
）「
光
り
輝
く
そ

の
林
檎
が
ほ
し
さ
に　

コ
ー
ス
を
そ
れ
、
こ
ろ
が
っ
て
い
る
黄
金

の
林
檎
を
拾
い
あ
げ
ま
す
」。；

『
ベ
ー
コ
ン
』（
二
八
六
頁
下
段
・

p. 294

）「
道
路
か
ら
離
れ
、
転
が
る
金
を
拾
う
」〕。

﹇（
22
）　V

erg. A
en. 3, 96 bei Bacon 75.

﹈〔『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』

（
岡
・
高
橋
訳
、一
〇
五
頁
）「
い
に
し
え
の
母
を
探
し
求
め
よ
」。；

『
ベ
ー
コ
ン
』（
三
三
五
頁
上
段
・p. 337

）「
お
ま
え
の
昔
の
母

を
求
め
よ
」〕。

﹇（
23
）　Jerem

. 6, 16

「
お
前
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
の
上
に
立

て
。
そ
し
て
見
渡
し
、
昔
か
ら
の
通
り
道
を
探
せ
。
良
い
道
は
ど

こ
に
あ
る
か
。
そ
こ
を
歩
ん
で
…
…
（
お
前
た
ち
の
魂
の
憩
い
を

見
い
だ
せ
）」（『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』6, 16

）。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は 

Bacon 32 

か
ら
引
用
し
て
い
る
。﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
二
八
一
頁
下

段
・p. 290

）「
古
い
道
の
上
に
立
っ
て
、
ど
れ
が
ま
っ
す
ぐ
で
よ

い
道
か
を
見
、
そ
こ
を
歩
け
」〕。

　
（
24
）　

「
古
さ
は
尊
敬
に
値
す
る
。そ
れ
は
人
が
そ
の
上
に
立
っ
て
、

い
ち
ば
ん
良
い
道
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
見
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
十
分

に
わ
か
っ
た
ら
、
そ
う
し
た
ら
前
進
す
る
の
で
あ
る
」〔『
ベ
ー
コ

ン
』
二
八
一
頁
下
段
・p. 291

〕。

﹇（
25
）　Plato T

im
. 22 b in der U

m
form

ung von Bacon 39.

﹈

〔
プ
ラ
ト
ン
（『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』（
全
集
・
第
一
二
巻
）、
一
六
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頁
）「『
あ
な
た
方
ギ
リ
シ
ア
人
は
い
つ
で
も
子
供
だ
。
ギ
リ
シ
ア

人
に
老
人
と
い
う
も
の
は
い
な
い
』。
…
…
あ
な
た
方
は
、
古
い
言

い
伝
え
に
基
づ
く
昔
の
説
も
、
時
を
経
て
蒼
古
た
る
学
知
も
、
何

一
つ
と
し
て
心
に
と
ど
め
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」〕〔『
ベ
ー
コ

ン
』（
二
九
〇
頁
上
段
・p. 297

）「
君
た
ち
ギ
リ
シ
ア
人
は
つ
ね

に
子
ど
も
だ
。
古
代
に
つ
い
て
の
知
識
も
な
い
し
、
知
識
の
古
代

性
も
ご
存
知
な
い
」〕。

﹇（
26
）　T

hales, nach P
lato T

heaet. 174 a, in der 
U
m
form

ung Bacons 71.

﹈〔
プ
ラ
ト
ン
（『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』

（
全
集
・
第
二
巻
）、
二
七
八
頁
）「
星
度
推
考
を
し
て
上
方
を
眺

め
て
い
た
時
に
坑
陥
に
落
ち
て
」；
『
ベ
ー
コ
ン
』（
三
二
九
頁
下

段
―
三
三
〇
頁
上
段
・p. 332

）「
上
の
方
の
星
を
見
て
い
る
う
ち

に
、
水
の
中
に
落
ち
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

下
を
見
た
ら
、
水
の
中
の
星
を
見
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
上
を
見

た
も
の
だ
か
ら
、
星
の
な
か
に
水
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
」〕。

﹇（
27
）　Bacon 69.

﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
三
二
七
頁
上
段
・p. 330

）

「
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
作
品
も
聖
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
作
品

も
、
神
学
者
を
し
て
、
徹
底
的
に
読
み
観
察
し
た
教
会
史
と
同
じ

く
ら
い
賢
明
に
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
同
じ

理
由
は
学
問
に
つ
い
て
も
い
え
る
」〕。

﹇（
28
）　Bacon 63 ?

﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
三
一
九
頁
下
段
・p. 324

）

「
も
し
一
本
の
木
に
、
い
ま
ま
で
以
上
の
実
を
な
ら
せ
よ
う
と
思

え
ば
、
大
枝
に
対
し
て
で
き
る
こ
と
は
何
も
な
い
。
木
を
働
か
せ

る
に
違
い
な
い
根
の
ま
わ
り
の
土
を
か
き
ま
わ
す
こ
と
と
、
根
の

周
り
に
新
し
い
土
を
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
」。
む
し
ろ
、『
ベ
ー
コ

ン
』（
四
〇
八
下
段
―
四
〇
九
頁
上
段
・p. 404

）「
と
い
う
の
は
、

知
識
の
場
合
も
植
物
の
場
合
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の

植
物
を
使
お
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
根
の
方
は
、
ど
う
で
も
よ

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
移
植
し
て
成
長
さ
せ
よ
う
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
切
り
枝
よ
り
も
根
に
頼
る
方
が
も
っ
と
確
実

で
あ
る
。（
今
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
や
り
方
の
）
知
識
の
伝
達

は
、
根
の
な
い
木
の
り
っ
ぱ
な
幹
を
運
搬
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
大
工
に
は
い
い
が
、
植
木
屋
に
は
よ
く
な
い
。
し
か
し
、
学

問
を
成
長
さ
せ
よ
う
と
思
え
ば
、
木
の
茎
や
幹
は
そ
れ
ほ
ど
重
要

で
は
な
い
。
根
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
く
注
意
す
れ
ば
よ
い
」
と

い
う
箇
所
の
方
が
妥
当
だ
ろ
う
〕。

﹇（
29
）　Bacon 71.

﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
三
三
〇
頁
上
段
・p. 332

）

「
天
然
磁
石
で
触
っ
た
鉄
が
北
の
方
を
向
く
と
い
う
こ
と
は
、
鉄

の
針
で
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
鉄
の
棒
に
よ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
」。（
ベ
ー
コ
ン
の
本
文
中
同
箇
所
（p. 332

）
に
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
か
ら
の
引
用
：「
そ
れ
ゆ
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
う
ま

く
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
性
質
は
、そ
の
い
ち

ば
ん
小
さ
い
部
分
に
い
ち
ば
ん
よ
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
』
の
で

あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
彼
は
国
家
の
性
質
を
探
究
す
る
に
当
た

っ
て
、
ま
ず
は
家
族
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
夫
と
妻
、
親
と
子
、

主
人
と
奴
隷
と
い
う
、
ど
の
家
に
も
あ
る
単
純
な
結
合
を
探
究
す

る
」）。;

『
政
治
学
』
一
・
三
・
一
「
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
対

象
を
ま
ず
そ
の
最
小
要
素
の
面
か
ら
探
究
す
る
こ
と
を
課
題
と
し

て
お
り
」（
牛
田
徳
子
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
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年
、
一
二
頁
）。；

『
自
然
学
』
一
「
普
通
わ
れ
わ
れ
は
、
各
々
の

対
象
事
物
の
第
一
原
因
、
第
一
の
原
理
を
、
そ
の
構
成
要
素
に
い

た
る
ま
で
知
り
つ
く
し
た
と
き
、
そ
の
と
き
初
め
て
そ
の
各
々
を

知
っ
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（
出
隆
・
岩
崎
允
胤

訳
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
・
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
三
頁
）〕。

﹇（
30
）　Bacon 197.

﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
四
九
〇
頁
上
段
・p. 477

）

「
人
々
の
労
力
と
遍
歴
の
安
息
日
」〕。

﹇（
31
）　Bacon 93 ?
﹈〔『
ベ
ー
コ
ン
』（
三
五
七
頁
上
段
・p. 357

）

「
神
聖
、
神
聖
、
神
聖
」（『
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
』（
四
・
八
）「
聖
な

る
か
な
、
聖
な
る
か
な
、
聖
な
る
か
な
」）〕。

　
（
32
）　Cicero de inventione
（
発
想
論
）﹇
む
し
ろ de rep. 3, 

33

（
国
家
に
つ
い
て
）﹈：「
法
律
は
ロ
ー
マ
と
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て

互
い
に
異
な
る
こ
と
も
、
現
在
と
未
来
に
お
い
て
互
い
に
異
な
る

こ
と
も
な
く
、
唯
一
不
滅
の
（im

m
ortalis

）﹇
む
し
ろ

im
m
utabilis

：
不
変
の
﹈
法
律
が
す
べ
て
の
民
族
を
す
べ
て
の
時

代
に
お
い
て
拘
束
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
万
人
が
﹇com

m
unis

（
と
も
に
戴
く
）﹈
た
だ
一
人
の
、
い
わ
ば
支
配
者
で
あ
り
指
揮
官

で
あ
る
神
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
が
、
こ
の
法
の

創
始
者
、
審
理
者
、
提
案
者
で
あ
る
」（『
キ
ケ
ロ
選
集
』
第
八
巻

（
岡
道
男
訳
、
岩
波
書
店
）
一
二
四
頁
）。

﹇（
33
）　V
gl. E

duard G
ans, D

as E
rbrecht in w

elt-
geschichtlicher Entw

icklung. Eine A
bhandlung der 

U
niversalrechtsgeschichte, Berlin 1824, V

orrede S. 
X
X
X
V
I

：「
わ
た
し
が
相
続
法
を
叙
述
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス
丘
に
立
っ
て
自
分
の
立
場
を
選
び
、
そ
し
て
、
ヤ

ヌ
ス
の
双
面
を
も
っ
て
ロ
ー
マ
以
前
の
古
代
と
ロ
ー
マ
以
後
の
世

界
と
を
眺
め
る
こ
と
に
恵
ま
れ
て
い
れ
ば
、
別
だ
ろ
う
が
」
を
参

照
せ
よ
。﹈

　
（
34
）　D

ante nell, Inferno, Canto X
IV

, 103

（『
神
曲
・
地
獄

篇
』
第
一
四
歌
、
一
〇
三
行
）：

　
　

「
こ
の
山
中
に
、
一
老
人
の
巨
大
な
像
が
立
つ
。

　
　

彼
は
そ
の
背
を
ダ
ミ
ア
ー
タ
の
方
に
向
け
、

　
　

そ
の
眼
を
お
の
が
鏡
に
対
す
る
が
ご
と
く
ロ
ー
マ
に
そ
そ
ぐ
。」

 

〔
寿
岳
文
章
訳
（
集
英
社
文
庫
）、
一
六
八
頁
〕

〔
訳
者
註
〕

①　

『
ベ
ー
コ
ン
』（
二
五
三
―
二
五
四
頁
・p. 268

）「
詩
人
た
ち
の
比

喩
を
用
い
て
い
え
ば
、
自
然
の
鎖
の
最
高
の
環
は
、
ユ
ピ
テ
ル
の
椅
子

の
脚
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
」。；

ホ
メ

ロ
ス
『
イ
リ
ア
ス
』（
第
八
歌
第
一
八
行
以
下
）「
黄
金
の
鎖
を
天
か
ら

垂
ら
し
、
男
神
も
女
神
も
全
員
そ
れ
に
と
り
つ
い
て
み
よ
。
だ
が
、
…

…
そ
な
た
ら
に
は
位
最
も
高
い
叡
知
の
神
ゼ
ウ
ス
を
、
天
か
ら
地
上
へ

引
き
お
ろ
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
い
や
、
わ
し
が
そ
の
気
に
な
っ
て
鎖

を
引
く
な
ら
ば
、
そ
な
た
ら
を
大
地
ご
と
、
海
ご
と
引
き
上
げ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
お
い
て
、
鎖
を
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の
峰
の
一
つ

に
結
び
つ
け
る
、
そ
う
な
れ
ば
全
員
が
宙
吊
り
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け

だ
」。；

プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』（
全
集
・
第
二
巻
）
一
五
三
Ｃ

「〔
ゼ
ウ
ス
の
大
神
が
そ
れ
を
用
い
て
万
物
を
力
づ
く
で
宙
に
つ
る
し
て

み
せ
る
と
い
っ
た
〕
あ
の
黄
金
の
綱
」。

②　

プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
四
一
四
Ｄ
―
Ｅ
（
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
文
庫
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（
上
）、
二
五
二
頁
）「
彼
ら
は
地
下
に
い
て
、
大
地
の
内
部
で
形
づ
く

ら
れ
育
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
…
…
や
が
て
彼
ら
が
す
っ
か
り
仕
上

げ
ら
れ
る
と
、
母
で
あ
る
大
地
は
彼
ら
を
日
の
光
の
も
と
へ
送
り
出
し

た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
今
も
、
彼
ら
は
自
分
が
い
る
土
地
を
母
や
乳
母

と
み
な
し
て
気
を
配
り
、
攻
め
襲
っ
て
く
る
者
が
あ
れ
ば
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
他
の
国
民
た
ち
の
こ
と
を
、
み
な
大
地
か
ら
生

ま
れ
た
兄
弟
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」。

〔
訳
者
あ
と
が
き
〕

　

本
稿
は
、Johann Jakob Bachofen, D

as N
aturrecht und das 

geschichtliche Recht in ihren Gegensätzen,

（A
ntrittsrede 

[gehalten Freitag, den 7. M
ai 1841, um

 11 U
hr, im

 O
bern 

Collegium
 der U

niversität Basel] von J. J. Bachofen

）, in : 
(H
rsg.) K

arl M
euli, Johann Jakob Bachofens Gesam

m
elte 

W
erke, Bd. 1, Basel 1943, S. 5-24 

を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。な

お
、
原
著
者
の
註
な
ら
び
に
編
者
の
補
註
は
＊
印
と
算
用
数
字
で
、
訳
者

の
訳
註
は
丸
括
弧
の
算
用
数
字
で
表
示
し
、
さ
ら
に
原
文
中
の
斜
字
体
部

分
は
訳
文
で
は
傍
点
を
付
し
た
。
ま
た
、
ラ
テ
ン
語
の
引
用
文
の
再
掲
は

原
則
と
し
て
省
略
し
、
最
少
限
の
も
の
の
み
残
し
た
。
講
演
で
は
あ
る
が
、

読
み
や
す
さ
の
た
め
、「
で
す
・
ま
す
調
」
で
は
な
く
「
で
あ
る
調
」
の
形

で
訳
出
し
た
。

　

さ
て
、
本
講
演
は
、
そ
の
編
者
ジ
モ
ニ
ウ
ス
（A

ugust Sim
onius

）

の
補
註
な
ら
び
に
解
説
（N

achw
ort, S. 469-478

）
に
あ
る
よ
う
に
、

一
八
四
一
年
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
弱
冠
二
六
歳
の
と
き
に
行
っ
た
バ
ー
ゼ

ル
大
学
で
の
就
任
講
演
で
あ
り
、
講
演
後
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
自
身
の
手

に
よ
っ
て
私
家
版
と
し
て
印
刷
に
付
さ
れ
、
少
数
の
友
人
た
ち
に
配
布
さ

れ
た
た
め
、
今
日
ま
で
残
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
講
演
は
、
い
ま
だ
バ
ハ

オ
ー
フ
ェ
ン
自
身
の
思
想
展
開
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
い
ろ
い
ろ
な
思

想
の
あ
る
種
の
寄
せ
集
め
的
な
側
面
の
あ
り
、
荒
削
り
の
感
が
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
成
長
過
程
を
知
る
上

で
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
若
き
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
ど
の
よ
う
な
思
想

遍
歴
を
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
一
八
三
五
年
か
ら

三
六
年
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
時
代
に
い
わ
ば
師
事
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史

法
学
派
に
対
す
る
親
密
な
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
と
く
に
重
要
な
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
講
演
内

容
に
は
、
彼
が
そ
の
直
前
に
経
験
し
た
フ
ラ
ン
ス
（
一
八
三
九
―
四
〇
年
）

な
ら
び
に
イ
ギ
リ
ス
滞
在
（
一
八
四
〇
年
）
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
そ
の
引
用
文
献
か
ら
も
直
ち
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
引
用
の
仕
方
か
ら
は
や
や
乱
暴
な
印
象
も
受
け
る
。
と
い
う
の
は
、
ミ

ラ
ボ
ー
も
あ
れ
ば
、
シ
ュ
タ
ー
ル
や
バ
ー
ク
も
あ
り
、
ま
た
ベ
ー
コ
ン
も

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
ベ
ー
コ
ン
か
ら
は
実
に
多
く
の
古
典
文

献
の
引
用
も
ま
た
孫
引
き
の
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ラ
ボ
ー
に
せ
よ
、

ベ
ー
コ
ン
に
せ
よ
、
直
前
の
仏
英
滞
在
体
験
の
結
果
と
み
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。「
自
伝
」（J. J. Bachofen, Eine Selbstbiographie, in : 

Zeitschrift für vergleichende Rechtsw
issenschaft, Bd. 34, 

1916, S. 337-380 ; A
utobiographische A

ufzeichnungen von Prof. 
Johann Jakob Bachofen, in : Basler Jahrbuch, 1917, S. 295-
348. 

こ
こ
で
は
後
者
を
用
い
た
。
邦
訳
と
し
て
、
吉
原
達
也
訳
、『
母
権

論
序
説
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）。
な
お
、
訳
文
は
必
ず
し

も
訳
書
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
）
に
は
ミ
ラ
ボ
ー
は
も
ち
ろ
ん
出
て
来
な
い

岡　法（61―４) 744
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が
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
法
学
教
育
に
つ
い
て
は
賞
賛
し
て
い
る
。
一
八
三
九

年
に
彼
は
パ
リ
大
学
の
法
学
部
（École de droit

）
に
留
学
し
、
も
っ
ぱ

ら
実
定
法
学
の
授
業
を
熱
心
に
受
け
（
丸
々
一
年
間
の
コ
ー
ス
を
修
了
し

て
い
る
）、
そ
の
教
育
方
法
に
感
銘
を
受
け
た
こ
と
が
、「
自
伝
」
か
ら
知

ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
ド
イ
ツ
の
法
学
教
育
の
あ
り
方
に
対
す
る
批
判

と
も
な
っ
て
い
る

―
ひ
い
て
は
歴
史
法
学
派
の
や
り
方
に
対
す
る
批

判
に
も
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
裁
判
官
や
弁
護
士
な
ど

の
「
実
務
法
律
家
の
養
成
を
目
的
と
す
る
法
学
部
の
教
科
に
は
古
代
法
は

ま
っ
た
く
」含
ま
れ
て
お
ら
ず
、「
も
っ
ぱ
ら
実
践
的
な
領
域
に
の
み
入
り

込
ん
で
、
い
っ
さ
い
の
古
代
の
学
知
と
切
り
離
し
て
現
代
の
法
生
活
全
体

を
取
り
扱
う
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
実
に
心
地
の
よ
い
も
の
で
あ
っ

た
。
法
学
教
育
を
こ
れ
と
同
じ
く
古
代
と
現
代
と
を
分
離
し
た
形
態
に
す

る
こ
と
の
方
が
、
現
在
の
ド
イ
ツ
で
支
配
的
な
両
者
の
結
合
形
態
よ
り
も

は
る
か
に
好
ま
し
い
に
違
い
な
い
と
い
う
確
信
が
わ
た
し
の
な
か
に
生
ま

れ
た
の
は
、
実
際
こ
の
時
以
来
な
の
で
あ
る
。
…
…
ロ
ー
マ
法
学
と
現
代

の
法
教
義
学
と
を
同
一
の
教
授
団
や
著
書
に
お
い
て
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
し
て

い
る
こ
と
は
根
本
的
に
有
害
で
あ
り
、
両
者
に
と
っ
て
真
の
視
点
を
狂
わ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
古
代
に
は
古
代
の
法
を
、
近
代
に
は
近
代
の
法
を
、

各
々
別
々
に
振
り
分
け
る
な
ら
ば
、
最
も
完
璧
な
学
者
も
最
も
有
能
な
実

務
家
も
養
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」（S. 303 f., 

邦
訳
、
一
四
―
一
五
頁
）

と
い
う
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
は
「
つ
ね
に
古
代
生

活
の
一
部
で
あ
っ
て
、
現
代
生
活
の
一
部
で
は
な
か
っ
た
」（
同
）
か
ら
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
法
律
の
実
践
的
適
用
を
重
視
す
る
教
授

方
法
を
正
当
に
評
価
す
る
姿
勢
は
、
当
該
講
演
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、「
法
史
を
一
度
も
研
究
し
た
こ
と
の
な
い
、
表
層
的
に

も
一
度
も
研
究
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
何
千
人
も
の
実
務
家
お
よ
び
優

秀
な
実
業
家
が
い
る
こ
と
に
反
論
す
る
人
は
い
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
。
…

…
わ
た
し
は
そ
の
こ
と
に
全
面
的
に
賛
成
す
る
者
で
あ
る
」
と
い
う
個
所

が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

講
演
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
ミ
ラ
ボ
ー
の
『
専
制
主
義
に
関
す

る
エ
ッ
セ
イ
』
を
パ
リ
滞
在
中
に
読
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
ミ

ラ
ボ
ー
の
思
想
と
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
そ
れ
と
は
遠
く
隔
た
っ
て
い
た
。

政
治
的
に
も
か
た
や
革
命
家
、
か
た
や
反
動
と
ま
で
言
わ
れ
る
こ
と
の
あ

る
保
守
主
義
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
講
演
内
容
に
つ
い
て
も
、
ジ
モ
ニ
ウ
ス

に
よ
れ
ば
、
ミ
ラ
ボ
ー
が
敵
と
見
な
し
た
哲
学
者
と
は
「
自
然
法
の
否
み

難
い
こ
と
」
を
否
定
す
る
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、「
わ
れ

わ
れ
が
（
実
定
法
の
）
大
部
分
の
お
蔭
を
受
け
て
い
る
こ
と
」
を
見
誤
っ

て
い
る
人
た
ち
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

パ
リ
の
後
、
一
八
四
〇
年
夏
か
ら
は
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、「
自
分
の
生
涯
に
お
い
て
、イ
ギ
リ

ス
で
過
ご
し
た
と
き
ほ
ど
、
研
究
し
た
り
、
教
訓
を
得
た
り
、
遊
ん
だ
り

と
充
実
し
て
い
た
年
月
は
な
か
っ
た
」（S. 306, 

邦
訳
、
一
九
頁
）
と
述

懐
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
裁
判
所
を
訪
問
し
た
り
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト

ー
ン
を
始
め
イ
ギ
リ
ス
法
の
本
を
読
ん
だ
り
の
生
活
を
送
っ
た
よ
う
だ
。

講
演
に
お
い
て
も
、「
発
生
的
に
相
異
な
る
も
の
と
し
て
対
立
し
て
い
る
二

つ
の
最
も
重
要
な
法
体
系
、
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
法
と
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン

法
」
と
し
て
出
て
く
る
。
そ
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
の
立
法
礼
賛
と
エ
ク
イ
テ

ィ
を
伝
統
か
ら
解
放
せ
よ
と
い
う
彼
の
要
求
に
反
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
曹

の
反
応
も
ま
た
描
写
さ
れ
て
い
る
。
講
演
に
お
い
て
は
、
と
く
に
ベ
ー
コ

ン
の
著
作
『
学
問
の
発
達
』
か
ら
の
引
用
が
多
い
。
お
そ
ら
く
英
語
の
勉
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強
も
兼
ね
て
、
か
な
り
読
み
込
ん
だ
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ

ェ
ン
の
得
意
の
古
典
分
野
か
ら
の
引
用
も
す
べ
て
ベ
ー
コ
ン
か
ら
の
孫
引

き
で
あ
る
。
こ
の
点
は
講
演
そ
の
も
の
が
何
ら
か
の
事
情
で
急
ぎ
の
仕
事

だ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ち
な
み
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
も
そ
の
『
現
代

の
使
命
』
に
お
い
て
ベ
ー
コ
ン
を
引
用
す
る
が
、
彼
は
そ
の
ラ
テ
ン
語
版

か
ら
の
引
用
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
英
語
版
か
ら
の

引
用
で
あ
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
の
大
学
教
授
の
語
学
関
心
の
あ
り
様
の
一

面
が
見
え
て
面
白
い
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
バ
ー
ク
も
ま
た
少
し
く
引
用

し
て
い
る
。

　

就
任
講
演
に
つ
い
て
、「
自
伝
」
で
は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
私
家

版
と
し
て
印
刷
さ
れ
た
就
任
講
演
『
自
然
法
と
歴
史
法
』
は
、
す
べ
て
の

歴
史
現
象
を
是
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
的
な
人
び
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を

与
え
、
そ
の
一
方
、
法
の
体
系
が
人
間
的
恣
意
か
ら
独
立
し
た
、
よ
り
高

次
の
根
源
を
も
つ
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
家
た
ち
に
シ
ョ

ッ
ク
を
与
え
た
。『
あ
な
た
は
一
体
に
よ
り
高
次
の
も
の
、絶
対
的
な
真
理

を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
か
？
』と
わ
た
し
を
非
難
す
る
人
も
い
れ
ば
、

そ
の
一
方
で
、『
一
体
に
法
は
、本
当
に
そ
れ
ほ
ど
深
く
に
根
ざ
し
た
も
の

な
の
か
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
法
に
対
し
て
立
法
者
が
果
た

す
役
割
は
、
本
当
に
そ
れ
ほ
ど
さ
さ
や
か
な
も
の
で
し
か
な
い
の
か
？
』

と
考
え
る
人
も
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
、
ま
さ
に
自
分
が
目
の
敵

に
し
て
い
た
二
種
類
の
人
び
と
全
員
に
不
安
と
警
告
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
た
、
と
誇
っ
て
い
い
」（S. 316, 

邦
訳
、
三
二
―
三
三
頁
）。
こ
れ
に

つ
い
て
、
ジ
モ
ニ
ウ
ス
は
、
あ
た
か
も
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
ベ
ル
リ
ン

時
代
を
通
し
て
「
そ
の
著
作
お
よ
び
口
頭
に
お
い
て
教
え
を
受
け
て
い
た

恩
師
」、
つ
ま
り
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
を
念
頭
に
浮
か
べ
な
が
ら
、
歴
史
法
学
派
に

対
す
る
信
仰
告
白
と
し
て
講
演
を
位
置
づ
け
た
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え

る
、
と
い
う
（Sim

oinius, S. 471

）。
た
し
か
に
、
こ
の
講
演
に
お
い
て

も
歴
史
法
学
派
の
基
本
思
想
は
鳴
り
響
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
、

言
語
、
そ
し
て
法
は
「
民
族
精
神
（V

olksgeist

）
の
無
意
識
の
発
露
で

あ
る
」
と
か
、
法
の
「
静
か
な
秘
密
に
満
ち
た
発
展
」
と
か
、
法
は
「
民

族
生
活
の
当
初
か
ら
民
族
自
身
の
精
神
と
素
質
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
い

う
言
い
回
し
に
は
端
的
に
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
と
な
ら
ん

で
宗
教
と
言
語
を
登
場
さ
せ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

の
法
と
言
語
と
習
俗
の
比
喩
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
「
宗
教
」
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
に
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
ら
し
さ
が
あ
る

が
。
一
方
、
自
然
法
に
対
し
て
も
、
法
の
歴
史
的
認
識
を
優
先
さ
せ
、「
哲

学
的
な
法
学
者
た
ち
が
、
神
に
よ
っ
て
彼
ら
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
理
念
か

ら
、
絶
対
的
に
完
成
さ
れ
た
、
す
べ
て
の
地
域
、
す
べ
て
の
時
代
に
等
し

く
妥
当
す
る
、
い
わ
ゆ
る
自
然
法
」
を
、
何
か
不
遜
な
も
の
（V

erm
es-

senes

）、
不
可
能
な
も
の
（U

nm
ögliches

）
と
見
な
し
、
否
定
し
て
い

る
と
こ
ろ
も
歴
史
法
学
派
と
通
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
法
学
派
に
対
し
て
は
、
他
方
で
、
批
判
的
で
も

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
上
述
の
「
自
伝
」
か
ら
の
引
用
に
も
見
て
取
れ
る

姿
勢
で
あ
る
が
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
は
あ
く
ま
で

「
古
代
生
活
の
一
部
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
古
代
ロ
ー
マ
法
を
普
通
法

か
ら
分
離
し
な
い
方
法
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。「
自
伝
」に
よ
れ

ば
、「
わ
た
し
は
、現
代
の
諸
概
念
に
合
う
よ
う
に
素
材
を
仕
立
て
あ
げ
る

ど
ん
な
試
み
も
、
古
代
の
理
解
を
困
難
に
す
る
歪
曲
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
と
考
え
た
。
現
代
の
諸
概
念
に
し
た
が
っ
て
あ
る
図
式
を
立
て
、
そ

の
下
に
古
代
の
素
材
を
配
置
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
に
は
、
不
当
な
ド
グ
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マ
化
で
あ
り
、
真
の
理
解
に
有
害
で
あ
り
、
多
く
の
間
違
い
や
混
乱
の
温

床
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
た
」（S. 300, 

邦
訳
、
一
〇
―
一
一
頁
）
と
言

い
、
ま
た
、「
ロ
ー
マ
法
に
は
古
代
生
活
の
主
要
な
側
面
が
現
わ
れ
て
い

る
。
…
…
わ
た
し
を
虜
に
し
た
魅
力
は
そ
の
古
さ
で
あ
っ
て
、
そ
の
現
代

的
な
適
用
可
能
性
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
わ
た
し
が
本
当
に
真
剣
に

研
究
し
た
か
っ
た
の
は
、
古
代
の
ロ
ー
マ
法
で
あ
っ
て
、
決
し
て
現
代
の

ロ
ー
マ
法
で
は
な
か
っ
た
。
…
…
わ
た
し
は
、
自
分
が
導
き
手
と
し
て
傾

倒
し
て
き
た
先
生
方
や
書
物
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
ば
し
ば
実
に

心
苦
し
い
思
い
を
し
た
」（S. 299 f., 

邦
訳
、
九
―
一
〇
頁
〕
と
述
べ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
講
演
に
お
い
て
も
、
彼
は
無
条
件
の
歴
史
的

な
研
究
を
目
指
し
て
お
り
、た
と
え
ば
、「
巨
大
な
廃
墟
と
な
っ
た
古
代
都

市
か
ら
出
土
す
る
極
小
の
破
片
さ
え
も
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
不
分
明
な
状

態
に
つ
い
て
予
期
せ
ぬ
解
明
を
も
た
ら
し
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
建

物
全
体
を
再
構
成
す
る
の
を
本
質
的
に
容
易
に
し
て
く
れ
る
」が
ゆ
え
に
、

「
重
要
」
な
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
や
プ
フ

タ
た
ち
の
取
っ
た
方
向
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』（
一

八
四
〇
年
―
四
九
年
）
や
プ
フ
タ
の
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
教
科
書
』（
一
八
三

八
年
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
古
代
ロ
ー
マ
法
を
現
代
風
に

加
工
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。い
わ
ば
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
歴
史
学
を
進
み
、

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
歴
史
法
学
派
は
あ
く
ま
で
法
学
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
、

両
者
の
分
か
れ
道
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
『
現
代
の
使
命
』

に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
本
来
の
主
張
で
は
、
法
の
歴
史
的
研
究
も
等
し
く

重
視
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一

九
四
三
年
か
ら
一
九
四
四
年
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
大
学
で
行
っ

た
講
演
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
の
状
況
」
の
な
か
で
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に

触
れ
、「
一
九
世
紀
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
本
当
の
相
続
人
は
、プ
フ
タ

で
も
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
で
も
な
く
、
ヨ
ハ
ン
・
ヤ
ー
コ
プ
・
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ

ン
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
実
証
主
義
の
時
代
の
現

実
的
諸
問
題
を
眼
中
に
置
か
ず
、
神
話
学
的
研
究
の
実
り
豊
か
な
深
み
と

静
け
さ
の
な
か
へ
と
自
分
の
道
を
進
ん
で
行
っ
た
」（Carl Schm

itt, D
ie 

Lage der europäischen Rechtsw
issenschaft, T

übingen 1950, S. 
26, 

初
宿
正
典
・
吉
田
栄
司
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
の
状
況
』（
成
文
堂
、

一
九
八
七
年
）、
五
九
頁
）
と
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
本
来
の
道
は
法
の
歴
史

的
研
究
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
若
き
イ
ェ

ー
リ
ン
グ
も
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
た
。
一
八
五
二
年
一
〇
月
二
六

日
付
け
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
宛
て
の
手
紙
に
よ
れ
ば
（
こ
れ
は
イ
ェ
ー
リ

ン
グ
が
そ
の
著
書
『
ロ
ー
マ
法
の
精
神
』（
第
一
巻
）
を
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン

に
贈
呈
し
、
そ
の
礼
状
に
対
す
る
返
信
で
あ
る
）、「
貴
方
は
わ
た
し
の
思

っ
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
貴
方
が
、
す
べ
て

の
史
料
を
完
全
に
包
括
的
に
知
る
こ
と
だ
け
が
、
ま
た
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
古
代
ロ
ー
マ
の
す
べ
て
の
側
面
に
精
通
す
る
こ
と
だ
け
が
、
法
史
家
を

し
て
最
古
の
時
代
に
関
し
て
判
断
を
下
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
指
摘
さ

れ
る
と
き
が
、
そ
う
で
す
。
二
、
三
の
ご
く
ご
く
僅
か
の
限
定
的
な
史
料

個
所
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
な
ら
び
に
あ
る
ド
グ
マ
的
問
題

を
取
り
扱
っ
て
き
た
法
史
家
の
こ
れ
ま
で
の
こ
う
し
た
や
り
方
は
、
存
在

す
る
も
の
の
な
か
で
最
も
根
本
的
で
な
く
最
も
表
層
的
な
も
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
絶
対
的
に
必
要
な
こ
と
は
、
生
活
全
体
を
ト
ー
タ
ル
に
観
察
す

る
こ
と
、
古
代
ロ
ー
マ
の
す
べ
て
の
法
を
知
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
っ
て
何
が
は
っ
き
り
し
た
で
し
ょ
う
か
？　

今
後
、
法
律
家
は
最

古
の
法
に
つ
い
て
口
を
は
さ
む
の
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
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と
で
す
。
わ
た
し
に
は
う
ら
や
ま
し
く
思
わ
れ
る
貴
方
の
幸
運
で
外
的
な

終
身
的
地
位
の
お
か
げ
で
、
わ
が
愛
す
る
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
よ
、
貴
方
は

こ
の
種
の
歴
史
的
研
究
へ
ま
っ
た
く
沈
潜
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

り
、
そ
う
し
て
世
の
中
の
お
役
に
立
た
れ
ま
す
よ
う
、
わ
た
し
は
願
っ
て

い
ま
す
。
さ
て
、
貴
方
は
ロ
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
正
規
の
地
位
に
、
す
な
わ

ち
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
教
授
と
し
て
の
地
位
に
就
か
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
的

研
究
を
あ
の
拡
大
へ
と
進
め
る
こ
と
は
、
そ
の
職
業
上
の
義
務
の
下
で
は

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

つ
ま
り
、
そ
の
人

が
そ
の
職
業
上
の
義
務
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
つ
も
り
が
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
で
す
。
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
必
要
で
も
な
い
と
わ
た
し
は
考

え
ま
す
。こ
の
点
で
法
律
家
に
加
勢
す
る
こ
と
は
歴
史
家
の
問
題
で
あ
り
、

そ
し
て
、
わ
た
し
は
、
歴
史
家
に
必
要
な
法
律
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と

の
方
が
、
そ
れ
と
は
逆
に
法
律
家
に
必
要
な
歴
史
的
予
備
知
識
を
修
得
さ

せ
る
こ
と
よ
り
も
は
る
か
に
容
易
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
…
…
貴
方
の
ご

丁
寧
な
コ
メ
ン
ト
に
心
か
ら
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の

も
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
わ
た
し
が
ま
し
て
や
バ
ー
ゼ
ル
で
最
古
代
の
法

史
を
研
究
し
て
い
た
な
ら
ば
、
貴
方
と
の
個
人
的
な
交
際
が
自
分
に
と
っ

て
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
か
、
は
っ
き
り
と
肌
で
感
じ

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
」（Brief von Jhering an 

Bachofen, Giessen, 26. O
ctober 1852, in : (H

rsg.) A
lbert 

Bruckner, U
nbekannte Briefe R. von Jherings aus seiner 

Frühzeit, 1846-1852, in : Zeitschrift für Schw
eizerisches 

Recht, N
.F. Bd. 53, 1934, S. 66-67, 71

）。
た
だ
し
、
イ
ェ
ー
リ

ン
グ
は
法
律
学
に
重
心
を
置
い
て
お
り
、
こ
こ
に
両
者
の
文
通
が
ま
も
な

く
途
絶
え
て
し
ま
う
一
因
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
歴
史
法
学
派
と
の
ず
れ
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
歴
史

哲
学
の
点
で
も
乖
離
を
見
せ
て
い
る
。
講
演
に
お
い
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ

ン
は
、「
理
性
的
法
則
の
提
示
に
お
け
る
進
歩
」
に
「
大
い
な
る
発
展
」
を

見
て
お
り
、
ど
の
時
代
に
も
「
そ
れ
以
前
の
法
則
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に

存
し
て
い
る
」
独
立
の
意
義
が
あ
る
と
す
る
が
、
そ
こ
に
は
理
念
や
概
念

の
展
開
こ
そ
が
歴
史
的
発
展
で
あ
る
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
が
見
ら
れ

る
だ
ろ
う
（V

gl. Sim
onius, S. 474. 

ヴ
ィ
ー
ア
ッ
カ
ー
も
ま
た
同
旨

で
あ
る
。F. W

ieacker, Johann Jakob Bachofen, in : Gründer 
und Bew

ahrer, Göttingen 1959, S.163 f.

）。
さ
ら
に
講
演
で
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弟
子
ガ
ン
ス
（Eduard Gans

）
の
『
世
界
史
的
発
展
に
お

け
る
相
続
法
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
傍
証
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
後
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
も
離
れ
て
行
く

の
で
あ
る
が
。

　

こ
の
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
お
よ
び
歴
史
法
学
派
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
関
係
を
見
せ
て
い
る
が
、
次
い
で
、

い
っ
た
い
な
ぜ
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
こ
の
よ
う
な
「
自
然
法
と
歴
史
法
と

の
対
立
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
い

て
く
る
だ
ろ
う
。
自
然
法
お
よ
び
自
然
法
論
に
つ
い
て
は
と
く
に
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
の
一
八
一
四
年
以
降
、
急
速
に
影
響
力
を
失
っ
て
行
く
し
、
ま
た
考

察
対
象
か
ら
も
は
ず
さ
れ
て
行
き
、
法
は
民
族
的
な
歴
史
的
な
産
物
で
あ

り
、
実
定
法
こ
そ
が
法
の
主
流
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
広
ま
っ
て
い
く

か
ら
で
あ
る
。「
自
然
法
の
夢
は
見
つ
く
さ
れ
た
」
と
い
う
、
か
の
有
名
な

言
葉
が
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
の
は
、
一
八
五
四
年

の
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
（Bernhard W

indscheid, Recht und 
Rechtsw

issenschaft, 1854, in : K
leine Schriften, Reden und 
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Rezension, T
eil 1, Leipzig 1984, S. 363

）。
こ
う
し
て
見
る
と
、

学
問
的
に
は
当
時
す
で
に
あ
る
意
味
で
決
着
が
つ
い
て
い
た
自
然
法
を
、

一
体
な
ぜ
、
い
ま
さ
ら
た
た
く
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
生
ま

れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
お
そ
ら
く
学
問
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
政
治
的
な
も
の
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
青
年
時
代
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
激
動
の
時
代

だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
彼
自
身
、「
自
伝
」
に
お
い
て
も
、「
諸
々
の
民

衆
暴
動
の
分
野
か
ら
注
目
に
値
す
る
自
分
の
体
験
を
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
当
時
は
ど
ぎ
つ
い
色
合
い
の
も
の
だ
け
が
増
え
て
い
た
。
ス
イ
ス
で

は
バ
ー
ゼ
ル
騒
動
、
後
に
義
勇
軍
の
蜂
起
を
、
パ
リ
で
は
何
日
に
も
及
ぶ

街
頭
闘
争
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
街
頭
で
の
破
壊
的
暴
動
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン

で
は
七
教
授
お
よ
び
彼
ら
を
支
持
す
る
学
生
団
に
よ
る
熱
狂
的
な
憲
法
闘

争
を
こ
の
目
で
見
て
き
た
」（S. 335, 

邦
訳
、
五
九
頁
）
と
回
想
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
政
治
的
立
場
は
一
貫
し
て
保
守

主
義
も
し
く
は
反
動
主
義
の
立
場
で
あ
っ
た
（
と
こ
ろ
で
、
以
下
の
引
用

は
い
ず
れ
も
一
八
四
八
年
以
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
一
八
四
一
年
に
お
い

て
も
政
治
姿
勢
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
）。こ
の
素
質
は
彼

の
出
自
が
バ
ー
ゼ
ル
で
の
古
く
か
ら
の
有
産
市
民
層
・
都
市
貴
族
の
出
で

あ
っ
た
こ
と
、
バ
ー
ゼ
ル
の
保
守
主
義
者
た
ち
と
の
交
流
、
イ
ギ
リ
ス
滞

在
の
経
験
（
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
あ
ち
こ
ち
で
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
性
と
い

う
点
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
そ
の
点
、
グ
ナ
イ
ス
ト
に
よ
る
「
議
会
主

義
の
イ
ギ
リ
ス
」
と
い
う
肯
定
的
評
価
（
た
と
え
ば
、
上
山
安
敏
『
憲
法

社
会
史
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
七
年
）、
と
く
に
五
八
頁
以
下
、
参
照
）

と
は
対
照
的
で
あ
る
）
な
ど
に
よ
り
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
バ

ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
保
守
的
な
政
治
姿
勢
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一

連
の
政
治
論
文
で
あ
り
、
と
く
に
は
「
ロ
ー
マ
民
族
の
国
家
生
活
に
関
す

る
政
治
的
諸
考
察
」（
一
八
四
八
年
・
五
〇
年
）
で
あ
る
（Politische 

B
etrachtungen über das Staatsleben des röm

ischen 
V
olkes(1848/50), in : W

erke, Bd. 1, S. 25 ff.

）。
た
と
え
ば
、

「
啓
示
宗
教
の
性
質
と
人
間
理
性
に
よ
る
批
判
が
ほ
と
ん
ど
相
容
れ
な
い

よ
う
に
、
同
じ
く
所
与
の
国
家
的
諸
関
係
と
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
哲

学
的
判
断
も
ほ
と
ん
ど
相
容
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
生
成
さ

れ
た
も
の
の
な
か
に
は
よ
り
高
次
の
啓
示
が
存
し
て
お
り
、
あ
る
民
族
の

生
活
、
そ
の
習
俗
、
そ
の
慣
習
、
そ
の
思
考
様
式
全
般
は
、
決
し
て
人
間

が
自
由
に
作
り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
ま
っ
た
き
意
味
に
お
い
て
神

性
の
発
露
だ
か
ら
で
あ
る
」（S. 48

）。
あ
る
い
は
、
人
は
自
分
の
出
生
身

分
や
い
つ
の
時
代
に
、
ど
こ
の
国
で
生
ま
れ
る
か
、
総
じ
て
出
生
そ
の
も

の
を
自
ら
選
択
し
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
「
高

次
の
摂
理
」、「
最
高
の
法
則
」
が
存
す
る
、
と
述
べ
て
、
以
下
の
よ
う
に

続
け
る
。
つ
ま
り
、「
そ
れ
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
表
現
に
よ
れ
ば
、

個
々
の
市
民
を
し
て
、
自
分
の
故
国
の
法
律
や
習
俗
を
遵
守
す
べ
く
義
務

づ
け
る
神
の
紐
帯
な
の
で
あ
る
。
…
…
い
か
な
る
場
合
に
も
、
人
は
、
自

民
族
の
伝
統
や
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
前
世
代
全
体
の
作
り
出
し
た
も
の
か

ら
逸
脱
す
る
権
利
も
捨
て
去
る
権
利
も
も
っ
て
い
な
い
」（S. 50

）。
ま

た
、「
そ
の
人
の
精
神
が
旧
来
の
民
族
精
神
の
な
か
で
働
い
て
い
る
人
、慣

習
の
伝
統
全
体
を
内
に
秘
め
て
い
る
人
、
素
性
を
敬
う
こ
と
と
未
来
を
信

じ
る
こ
と
と
が
そ
こ
に
根
づ
い
て
い
る
よ
う
な
、
あ
の
宗
教
的
気
分
を
獲

得
す
る
術
を
知
っ
て
い
る
人
」、そ
う
い
う
人
の
み
が
あ
る
民
族
を
再
生
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
（S. 52

）。
最
後
に
、「
し
つ
け
の
い
い
民
衆
は

自
分
自
身
の
力
や
品
位
、
自
分
の
慣
習
や
歴
史
を
自
分
た
ち
の
高
貴
な
人
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び
と
に
お
い
て
崇
敬
す
る
。
…
…
民
主
主
義
的
熱
情
が
支
配
に
至
っ
た
と

こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
こ
れ
ら
の
高
次
の
感
情
に
お
い
て
根
づ
い
て
い
る

紐
帯
が
す
べ
て
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
…
…
民
衆
は
統
率
者
や
指
導
者

を
求
め
、
民
衆
は
上
か
ら
教
化
さ
れ
た
い
と
い
う
欲
求
を
感
じ
て
お
り
、

民
衆
は
高
次
の
権
威
を
欲
し
、
そ
れ
に
耳
を
傾
け
る
。
そ
れ
を
見
つ
け
出

し
た
民
衆
は
幸
せ
だ
！　

そ
れ
が
高
貴
な
指
導
す
る
人
び
と
の
価
値
な
の

だ
！
」（S. 56

）。
こ
こ
に
は
、
ヴ
ィ
ー
ア
ッ
カ
ー
や
ジ
モ
ニ
ウ
ス
も
言
う

よ
う
に
、
反
民
主
主
義
の
保
守
主
義
者
た
る
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
面
目
躍

如
た
る
も
の
が
あ
る
。

　

ふ
た
た
び
、「
自
伝
」
に
よ
れ
ば
、「
完
全
な
民
主
主
義
と
は
善
な
る
も

の
す
べ
て
の
没
落
で
あ
る
。
…
…
人
民
主
権
論
は
わ
た
し
の
最
深
の
歴
史

的
・
宗
教
的
信
念
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
民
主
主
義
は
生
活
の

全
領
域
に
荒
廃
を
も
ち
こ
み
、
ま
さ
に
教
会
や
家
や
家
族
に
最
も
激
し
く

襲
い
か
か
り
、
何
人
に
と
っ
て
も
ご
く
ご
く
些
細
な
問
題
に
よ
っ
て
さ
え

も
本
当
の
立
場
を
狂
わ
さ
れ
る
の
は
、民
主
主
義
の
た
た
り
な
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
自
由
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
、
民
主
主
義
を
憎
む
も
の
で
あ
る
。

実
際
、
勇
敢
で
敬
虔
で
信
心
深
く
勤
勉
な
民
族
の
自
治
に
基
づ
い
て
い
る

自
由
、
自
分
た
ち
よ
り
も
祖
先
を
尊
重
し
、
過
去
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
自
分
た
ち
の
束
の
間
の
享
楽
よ
り
も
子
孫
の
こ
と
に
思
い
を
は
せ

る
民
族
の
自
由

―
実
に
、
そ
の
よ
う
な
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
は
、
多

く
の
不
自
由
を
し
の
ぶ
こ
と
の
代
償
と
し
て
十
二
分
な
も
の
で
あ
る
よ
う

に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
る
」（S. 329 f., 

邦
訳
、
五
〇
―
五
一
頁
）。
し

た
が
っ
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
、
民
主
主
義
を
進
め
る
ス
イ
ス

の
現
状
は
、
決
し
て
容
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
サ
ヴ

ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
自
然
法
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
嫌
悪
さ

れ
て
い
た
の
と
同
じ
く
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
も
、
自
然
法
は
革

命
や
民
主
主
義
の
理
論
的
武
器
に
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、
ス
イ
ス
で
生
成
さ
れ
て
き
た
法
が
民
主
主
義
に
よ
っ
て
破
壊
さ

れ
る
場
面
が
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
目
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、講
演
の
本
文
中
に
名
前
を
あ
げ
て
引
用
さ
れ
た
の
は
、

同
じ
く
保
守
主
義
者
の
シ
ュ
タ
ー
ル
の
み
で
あ
る
。
冒
頭
で
の
シ
ュ
タ
ー

ル
か
ら
の
引
用
と
し
て
、「
信
仰
と
不
信
仰
、
真
理
と
誤
謬
と
の
間
に
は
、

い
か
な
る
同
盟
も
な
い
」
と
い
う
文
章
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ジ
モ
ニ

ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
引
用
さ
れ
た
シ
ュ
タ
ー
ル
の
著
書
の
そ
の
箇
所
に
は
、

信
仰
と
不
信
仰
、
真
理
と
誤
謬
と
な
ら
ん
で
、
正
統
性
（Legitim

ität

）

と
人
民
主
権
（V

olkssouveränität

）
と
が
ま
た
対
置
さ
れ
て
い
る
と
い

う
（Sim

onius, S. 475

）。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
こ
に
も
バ
ハ
オ
ー
フ

ェ
ン
の
隠
さ
れ
た
意
図
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
講
演
に
出
て
く

る
、「
民
族
の
代
表
に
基
づ
い
た
体
制
は
、
ど
れ
も
、
古
代
に
と
っ
て
は
完

全
に
異
質
で
あ
っ
た
し
、そ
の
精
神
に
決
定
的
に
反
し
て
い
た
の
で
あ
る
」

と
い
う
表
現
に
は
、
明
ら
か
に
代
表
制
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
が
う
か

が
わ
れ
る
。
ジ
モ
ニ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
自
分
の
保

守
主
義
的
な
立
場
を
一
八
四
八
年
に
書
い
た
ロ
ー
マ
人
の
政
治
的
諸
関
係

に
関
す
る
諸
考
察
に
お
い
て
詳
細
に
開
陳
し
、
そ
れ
で
も
っ
て
、
立
法
に

お
け
る
諸
改
革
が
、
彼
に
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
ス
イ
ス
連
邦
の

土
台
を
動
揺
さ
せ
、
市
民
た
ち
の
自
然
的
な
、
原
初
的
な
諸
関
係
を
危
険

に
陥
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
」

（ebenda
）。
冒
頭
の
モ
ッ
ト
ー
「
吾
は
仮
説
を
も
て
あ
そ
ば
ず
」
に
は
、

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
言
う
架
空
の
自
然
法
が
仮
託
さ
れ
て
い
た
と
見
て
い
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い
。こ
こ
に
本
講
演
の
密
か
な
重
要
な
動
機
が
あ
る
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、『
国
家
学
の
復
興
』の
著
者
ハ
ラ
ー
と
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の

親
縁
性
も
ま
た
、
ヴ
ィ
ー
ア
ッ
カ
ー
や
ジ
モ
ニ
ウ
ス
、
さ
ら
に
『
全
集
』

第
一
巻
の
政
治
論
文
の
編
者
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
（M

ax 
Burchhardt

）
も
ま
た
、
つ
と
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
講
演
で

も
、「
兄
弟
の
契
り
」と
い
う
発
想
に
は
ハ
ラ
ー
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
現

わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
ボ
イ
ム
ラ
ー
は
、
両
者
の
精
神
史
的

な
つ
な
が
り
を
強
調
す
る（vgl. A

lfred Baeum
ler, zur Einführung, 

in : J. J. Bachofen, Selbstbiographie und A
ntrittsrede über das 

N
aturrecht, hrsg. von A

. Baeum
ler, H

alle 1927, S.4 ff.)

　

最
後
に
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
本
当
に
「
古
代
」
に
開
眼
す
る
の
は
一

八
四
二
年
か
ら
四
三
年
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
お
い
て
の
墳
墓
と
の
出
会

い
、
特
筆
さ
れ
る
の
は
「
ヴ
ィ
ラ
・
パ
ン
フ
ィ
ー
リ
の
コ
ロ
ン
バ
リ
ウ
ム
」

と
出
会
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
就
任
講
演
に
も
、
さ
さ
や
か
で
は
あ

る
が
、
す
で
に
後
年
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
大
地
や
死
者
に
対
す
る
意
識
や
、『
母
権

制
』
に
く
り
返
し
出
て
く
る
ア
タ
ラ
ン
テ
と
黄
金
の
リ
ン
ゴ
の
神
話
の
登

場
で
あ
る
。
前
者
は
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
の
引
用
と
し
て
「
大
地
か
ら
飛
び

出
し
て
き
た
者
」
と
か
、「
河
川
が
、
そ
の
貫
流
す
る
大
地
（Erde

）
の

色
調
を
受
け
取
る
よ
う
に
」
と
か
、「
死
者
と
の
契
り
」
な
ど
に
見
受
け
ら

れ
る
し
、
後
者
は
、
ア
タ
ラ
ン
タ
が
黄
金
の
リ
ン
ゴ
を
追
い
か
け
、
競
争

に
敗
れ
る
と
い
う
神
話
そ
の
も
の
の
引
用
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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