
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
真
意
│
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
へ
の
思
い
の
中
で

│
│
「
統
治
の
秩
序
」
と
「
救
い
の
秩
序
」
│
│

井

上

雅

夫

は

じ

め

に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
カ
ノ
ッ
サ
事
件
を
中
心
に
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
と
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
関
係
、
あ
る
い
は
王
権
、
皇
帝
権
と

法
王
権
の
関
係
、
さ
ら
に
は
世
俗
権
力
と
教
会
権
力
、
は
た
ま
た
国
家
と
宗
教
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
き
た
が
、
こ
の

問
題
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
つ
い
て
は
、
こ
の
人
物
の
真
意
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
概
し
て
、
大

き
な
誤
解
を
し
、
あ
る
い
は
ま
た
誤
解
を
与
え
る
よ
う
な
表
現
を
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
現
世
観
、
世
界
観
に
つ
い
て
例
え
ば
Ｒ
・
シ
ー
フ
ァ
ー
は
、
彼
の
考
え
は
、
法
王
を
個
々
の
王
を
越
え
て
西
洋

の
諸
国
民
の
最
高
の
君
主
そ
し
て
動
か
し
手
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
か
、
す
べ
て
の
地
上
の
権
力
に
対
し
、
法
王
の
宗
教
的
に
根
拠
づ

け
ら
れ
た
優
位
を
法
的
政
治
的
な
形
に
お
い
て
も
表
現
す
る
こ
と
を
、
彼
は
既
に
法
王
に
な
る
以
前
か
ら
努
力
し
て
い
た
と
見
て
い
る

し
⑴
、
Ｇ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ガ
ー
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
法
王
の
指
導
の
下
で
の
地
上
の
神
の
国
の
実
現
を
欲
し
た
と
し
、
法
王
に
す
べ
て

の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
は
従
う
べ
き
も
の
で
、
法
王
権
に
君
主
や
諸
民
族
の
上
に
立
つ
指
導
権
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
体
制
を
欲
し
、

― １ ―



法
王
は
今
や
地
上
で
の
一
種
の
神
的
皇
帝
と
な
り
、
宗
教
面
世
俗
面
の
す
べ
て
を
裁
き
う
る
存
在
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
⑵
。
Ｓ
・
ヴ

ァ
イ
ン
フ
ル
タ
ー
も
、
最
高
の
地
上
の
地
位
を
め
ぐ
る
争
い
が
出
て
き
た
と
か
、
あ
る
い
は
地
上
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
で
最
高
の
段
階

を
求
め
て
の
王
と
法
王
と
の
争
い
に
な
っ
た
と
し
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
の
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
々
か
ら
最
高
の

服
従
を
要
求
し
た
と
述
べ
て
い
る
⑶
。

同
様
に
Ｈ
・
フ
ー
ル
マ
ン
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
王
を
法
王
の
承
認
に
従
う
職
務
管
理
者
と
し
、
世
俗
権
力
は
教
会
の
権
力
の
下
に
立

つ
も
の
と
し
た
と
見
て
い
る
し
⑷
、
Ｈ
・
Ｋ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
頃
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
二
つ
の
最
高
権
力
の
調
和

的
な
協
力
へ
の
思
想
に
代
わ
っ
て
、
世
界
に
対
す
る
法
王
権
の
支
配
に
つ
い
て
の
考
え
が
出
て
き
た
と
し
、
法
王
庁
は
も
は
や
教
会
の
宗

教
的
な
頭
の
役
目
で
満
足
せ
ず
、
今
や
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
指
導
を
要
求
し
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
⑸
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
宗
教
界
の

み
な
ら
ず
、
世
俗
世
界
、
一
般
的
な
政
治
世
界
に
お
い
て
も
、
支
配
者
、
第
一
人
者
に
な
ろ
う
と
し
た
と
い
う
見
方
、
い
わ
ば
世
俗
の
王

や
皇
帝
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
彼
ら
に
代
わ
っ
て
自
ら
王
や
皇
帝
に
な
ろ
う
と
し
た
と
い
う
見
方
、
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
王
権
・
皇
帝
権
と
法

王
権
の
両
権
が
相
並
ぶ
二
元
論
的
な
秩
序
、
後
述
の
二
権
論
、
二
権
力
論
に
代
わ
り
、
法
王
が
王
や
皇
帝
の
上
に
立
つ
一
元
論
的
な
秩
序

を
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
見
方
が
、
現
在
に
ま
で
及
ぶ
従
来
の
一
般
的
な
見
方
、
考
え
方
で
あ
ろ
う
⑹
。

さ
ら
に
こ
の
点
は
右
の
一
般
的
な
意
味
で
の
世
俗
の
支
配
権
と
法
王
権
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
世
俗
の
支
配
権
の
具
体
的
な
特
別
な
例

と
し
て
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
と
い
う
ド
イ
ツ
王
・
皇
帝
と
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
と
い
う
法
王
と
関
係
に
お
い
て
も
│
と
い
う
よ
り
も
こ
の

二
人
の
関
係
を
出
発
点
と
し
て
一
般
的
な
意
味
で
の
世
俗
権
力
と
法
王
権
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
│
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ

ス
に
つ
い
て
同
様
な
見
方
が
さ
れ
て
き
た
の
が
大
方
の
傾
向
で
あ
ろ
う
。
Ｔ
・
シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と

協
力
を
求
め
て
い
る
段
階
に
お
い
て
は
、
な
お
両
権
（
王
権
と
法
王
権
）
の
調
和
的
共
存
と
相
互
の
支
持
の
関
係
か
ら
出
発
し
て
い
た
の

に
、
今
や
世
俗
権
力
の
厳
格
な
下
位
を
要
求
し
た
と
述
べ
て
い
る
⑺
。
本
稿
で
は
ま
ず
こ
の
後
者
の
こ
と
、
即
ち
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
の
ド
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イ
ツ
の
王
権
と
法
王
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
考
え
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
次
に
前
者
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
一
般

的
な
面
で
の
世
俗
権
力
観
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
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世
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思
い

そ
も
そ
も
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
上
述
の
今
日
ま
で
の
一
般
的
な
見
方
の
よ
う
に
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
の
関
係
に
お
い
て
本
当
に
ド
イ
ツ
の

王
権
や
皇
帝
権
を
下
に
置
き
、
さ
ら
に
は
自
ら
王
や
皇
帝
の
地
位
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
は
彼
は
ド
イ
ツ
の
王

権
や
皇
帝
権
を
打
倒
し
て
、
自
ら
法
王
皇
帝
主
義
を
打
ち
樹
て
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
彼
の
考
え
を
見
る
場
合
、

ま
ず
次
の
三
つ
の
視
点
に
注
目
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
め
の
視
点
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
両
親
で
あ
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
と
ア
グ
ネ
ス
へ
の
彼
の
尊
敬
の
気
持
が
非
常
に
強
く
確
た
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
気
持
は
彼
の
手
紙
の
中
で
何
度
も
出
て
く
る
も
の
で
、
そ
れ
は
彼
が
彼
ら
へ
の
尊
敬
の
念
が
如
何
に
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深
く
、
真
実
の
気
持
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
十
分
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
の
人
間
的
な
面
に
つ
い
て
は
も
っ
と
注

目
さ
れ
て
い
い
は
ず
で
あ
り
、
彼
ら
の
子
と
し
て
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
彼
の
特
別
な
思
い
が
彼
の
手
紙
か
ら
し
ば
し
ば
窺
え
る
の
で
あ

る
。グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
彼
の
法
王
就
任
初
期
の
一
〇
七
三
年
五
月
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
大
公
ル
ー
ド
ル
フ
に
宛
て
た
手
紙
で
、「
讃
え
ら

れ
る
べ
き
思
い
出
の
あ
る
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
は
、
す
べ
て
の
イ
タ
リ
ア
人
の
中
で
特
別
な
名
誉
を
も
っ
て
私
を
扱
い
…
」
と
述

べ
⑴
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
を
破
門
し
た
あ
と
の
一
〇
七
六
年
夏
に
ド
イ
ツ
の
自
身
の
支
持
者
に
宛
て
た
手
紙
で
も
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
の

「
父
母
へ
の
尊
敬
の
ゆ
え
に
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
こ
の
王
の
サ
リ
ー
家
を
「
最
も
輝
か
し
い
家
門
」
と
表
現
し
⑵
、
さ
ら
に
同
年
九

月
三
日
の
ド
イ
ツ
に
向
け
た
手
紙
│
こ
の
手
紙
で
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
ド
イ
ツ
で
の
反
王
派
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
代
わ
る
新
王
擁
立
へ
の
動

き
を
条
件
付
で
容
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
│
で
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
つ
い
て
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
最
後
の
訴
え
と
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の

「
父
母
に
つ
い
て
の
敬
虔
で
高
貴
な
思
い
出
を
無
視
し
な
い
で
下
さ
い
。
彼
ら
に
対
し
て
は
、
今
の
時
代
に
は
帝
国
の
統
治
の
た
め
に
匹

敵
す
る
よ
う
な
人
を
見
出
せ
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
⑶
、
彼
が
尊
敬
す
る
彼
ら
の
子
で
あ
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
何
と
か
助
け
た
い
と

い
う
強
い
思
い
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
ま
た
こ
れ
よ
り
三
年
前
の
一
〇
七
三
年
九
月
に
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
司
教
ブ
ル
ー
ノ
に
宛
て
た
手
紙
で
も
、
当
時
問
題
の
多

か
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
対
し
て
「
聖
な
る
王
た
ち
の
手
本
」
を
ま
ね
る
よ
う
に
願
っ
て
い
る
が
⑷
、
こ
の
「
聖
な
る
王
た
ち
」
の
一
人
と

し
て
彼
が
王
の
父
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
へ
の
尊
敬
の
気
持
を
最
も
よ
く
証
す
る
も
の
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
へ
の
再
度
の
破
門
の
中
で
、

こ
の
王
と
決
定
的
に
決
裂
し
た
と
思
わ
れ
る
一
〇
八
〇
年
四
月
に
デ
ン
マ
ー
ク
王
に
宛
て
た
彼
の
手
紙
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
が
デ
ン
マ
ー

ク
王
が
他
の
王
た
ち
に
優
る
立
派
な
王
で
あ
る
と
讃
え
る
中
で
、「
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
さ
え
も
例
外
と
し
な
い
」
ほ
ど
と
述
べ
て
、

― ５ ― グレゴリウス七世の真意



す
べ
て
の
人
々
よ
り
こ
の
デ
ン
マ
ー
ク
王
の
ロ
ー
マ
教
会
へ
の
愛
を
称
揚
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
彼
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
へ
の
尊
敬
心

が
普
段
か
ら
如
何
に
強
く
あ
っ
た
か
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
⑸
。

こ
の
よ
う
な
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
両
親
へ
の
深
い
尊
敬
の
念
へ
の
理
解
な
く
し
て
は
、
子
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
関
係
、
気

持
は
論
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
父
母
へ
の
思
い
が
恐
ら
く
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ

に
対
し
、
法
王
就
任
初
期
の
早
く
か
ら
特
別
な
思
い
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
こ
の
王
へ
の
強
い
期
待
、
配
慮
を
彼
は
五
月
六
日

の
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
大
公
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
へ
の
手
紙
で
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
王
の
「
現
在
の
、
そ
し
て
将
来
の
栄
誉
に
つ
い
て

私
よ
り
も
心
配
し
、
ま
た
大
き
な
望
み
を
も
っ
て
い
る
者
は
い
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
⑹
、
さ
ら
に
上
述
の
ブ
ル
ー
ノ
宛
の
手
紙
で
も
、

王
が
「
聖
な
る
王
た
ち
の
手
本
を
ま
ね
、
子
供
じ
み
た
行
い
を
捨
て
る
努
力
を
す
る
な
ら
」、
如
何
に
彼
が
王
の
「
名
誉
に
つ
い
て
配
慮

す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
か
」
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
⑺
。
ま
た
こ
の
手
紙
よ
り
前
の
同
年
六
月
の
ト
ス
カ
ナ
女
伯
ベ
ア
ト
リ
ッ
ク
ス

と
マ
テ
ィ
ル
デ
に
宛
て
た
手
紙
で
も
、
彼
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
「
帝
国
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
…
形
に
教
え
鍛
え
あ
げ
る
」
こ
と
を
願
っ

て
い
た
の
で
あ
る
⑻
。
こ
の
言
葉
に
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
将
来
授
け
る
予
定
の
皇
帝
位
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
に
育
て
た
い
と
願
う
彼
の
思

い
が
現
れ
て
い
る
し
、
こ
こ
に
は
ま
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
彼
が
懐
い
て
い
た
父
親
的
な
気
持
、
情
愛
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

彼
の
父
親
的
な
感
情
と
い
う
の
も
│
実
際
の
年
齢
差
か
ら
見
て
も
両
者
は
父
子
的
な
関
係
に
あ
っ
た
│
、
彼
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
気
持
を

考
え
る
場
合
、
従
来
殆
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
見
逃
し
え
な
い
重
要
な
要
素
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
⑼
。

い
ず
れ
に
せ
よ
一
〇
七
四
年
春
に
こ
の
王
と
の
和
解
が
実
現
し
た
時
に
、
こ
の
和
解
に
尽
力
し
た
王
の
母
ア
グ
ネ
ス
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

が
宛
て
た
感
謝
の
手
紙
か
ら
は
、
彼
が
こ
の
和
解
の
成
立
を
「
欣
喜
雀
躍
し
て
い
る
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
が
ど
ん
な
に
こ
の

和
解
を
喜
ん
で
い
た
の
か
が
直
に
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
で
、
こ
れ
は
彼
の
王
へ
の
真
情
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
⑽
。
こ
の
手
紙

は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
王
へ
の
本
当
の
思
い
を
最
も
よ
く
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
彼
の
王
へ
の
立
場
を
考
え
る
場
合
、
最
も
重
視
す
べ
き
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も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
一
〇
七
四
年
十
二
月
七
日
に
王
に
出
し
た
二
通
の
手
紙
の
一
つ
で
も
、
そ
の
冒
頭
で
王
に
「
神
が
諸
物
（
権

力
）
の
最
高
に
置
い
た
あ
な
た
」
と
語
り
か
け
、「
多
く
の
人
々
が
正
し
き
道
か
ら
そ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
守
る
か

が
掛
か
っ
て
い
る
あ
な
た
」
と
、
王
権
が
担
う
重
要
な
役
割
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
彼
が
東
方
へ
の
遠
征
（
一
種
の
十
字
軍
）
に
自
ら
行

く
時
に
、「
あ
な
た
に
ロ
ー
マ
教
会
を
委
ね
る
」
と
さ
え
語
り
、
王
に
つ
い
て
彼
は
「
多
く
の
人
々
が
考
え
る
以
上
に
期
待
し
て
い
な
か

っ
た
ら
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
無
駄
に
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
如
何
に
強
く
彼
が
王
を
信
頼
し
て
い
た
か
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
⑾
。
Ｒ
・
シ
ー
フ
ァ
ー
も
、
こ
の
東
方
遠
征
計
画
の
こ
ろ
、
彼
が
王
に
ど
の
君
主
よ
り
も
よ
り
多
く
の
信
頼
の
表
明
を

与
え
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
⑿
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
こ
の
よ
う
な
王
へ
の
強
い
信
頼
の
有
無
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
王
へ
の
彼
の
期
待
の
気
持
は
、
上
述
の
九
月
三

日
の
手
紙
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
カ
ノ
ッ
サ
事
件
の
少
し
前
に
も
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
カ
ノ
ッ
サ
事
件
後
も
彼
に
は
最
後
ま
で
表
に
現
れ

な
い
本
心
と
し
て
あ
っ
た
と
見
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
に
は
王
が
父
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
の
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
期
待
が

常
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
二
つ
め
の
視
点
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
の
ロ
ー
マ
帝
国
さ
ら
に
そ
の
皇
帝
の
尊
厳
、
栄
光
、
地
位
へ
の
強
い
思
い
や
、

ま
た
王
の
地
位
の
名
誉
へ
の
思
い
で
あ
る
。
Ｕ
│

Ｒ
・
ブ
ル
ー
メ
ン
タ
ー
ル
も
、
彼
の
手
紙
は
彼
が
如
何
に
深
く
ロ
ー
マ
帝
国
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
と
し
、
彼
は
古
代
ロ
ー
マ
や
そ
の
栄
光
、
そ
の
世
界
支
配
的
な
位
置
へ
の
思
い
出
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た

と
も
見
て
い
る
が
⒀
、
彼
は
既
述
の
ル
ー
ド
ル
フ
宛
の
手
紙
で
、「
帝
国
の
状
態
が
よ
り
輝
か
し
く
統
治
さ
れ
る
…
…
」
と
い
う
表
現
を

使
っ
た
り
⒁
、
同
様
に
既
述
の
九
月
三
日
の
手
紙
で
も
、「
我
々
の
怠
慢
に
よ
っ
て
…
ロ
ー
マ
帝
国
の
栄
誉
が
大
き
な
破
滅
に
向
か
わ
な

い
よ
う
に
、
彼
（
王
）
の
傷
に
慈
悲
の
油
を
塗
り
な
さ
い
」
と
述
べ
、「
帝
国
全
体
の
救
い
に
必
要
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
表
現
も
使

― ７ ― グレゴリウス七世の真意



い
⒂
、
さ
ら
に
は
既
述
の
王
の
両
親
に
関
す
る
発
言
に
も
「
帝
国
の
威
信
の
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
⒃
、
ま
た
カ
ノ
ッ
サ
事
件
後

も
、「
王
が
傲
慢
と
欲
望
の
炎
を
全
能
の
神
の
栄
誉
に
反
し
て
燃
や
し
、
ロ
ー
マ
帝
国
全
体
の
荒
廃
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
な
ら
」
と
語

り
⒄
、「
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
亡
に
導
か
れ
た
な
ら
、
私
の
心
は
非
常
な
悲
哀
や
悲
嘆
の
中
を
動
揺
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
⒅
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
存
在
や
そ
の
栄
光
が
彼
に
と
っ
て
如
何
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ

て
、
こ
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
担
い
手
と
し
て
サ
リ
ー
家
こ
そ
正
統
な
王
家
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
こ
と
は
⒆
、
後
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ

四
世
の
対
立
王
と
な
る
ル
ー
ド
ル
フ
へ
の
彼
の
態
度
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
⒇
。
こ
の
サ
リ
ー
家
の
継
承
者
と
し
て
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四

世
へ
の
彼
の
期
待
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
21
。

彼
は
こ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
ド
イ
ツ
王
と
し
て
の
地
位
に
つ
い
て
も
高
い
評
価
を
し
、
一
〇
七
五
年
十
二
月
八
日
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
一

種
の
最
後
通
牒
の
よ
う
な
手
紙
で
も
、「
あ
な
た
は
他
の
人
々
よ
り
も
名
声
、
栄
誉
そ
し
て
力
に
お
い
て
勝
っ
て
い
る
」
と
語
り
22
、
一

〇
七
六
年
夏
の
手
紙
で
も
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
彼
の
忠
告
を
聞
き
、
行
い
を
改
め
る
な
ら
、
そ
の
時
に
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、「
最
も
広
い
王
国

の
支
配
権
を
も
ち
、
普
遍
的
な
平
和
と
正
義
の
守
護
者
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
」
と
23
、
ド
イ
ツ
王
が
事
実
上
、
皇
帝
の
地
位
に
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
Ｒ
・
シ
ー
フ
ァ
ー
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
ド
イ
ツ
に

つ
い
て
「
最
も
広
い
王
国
」、「
最
も
高
貴
な
国
」
等
の
言
葉
を
使
い
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
彼
に
よ
っ
て
「
俗
人
の
頭
」
と
表
示
さ
れ
、「
権

力
の
頂
点
」
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
と
評
し
て
い
る
24
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
一
〇
七
三
年
五
月
の
法
王
就
任
初
期
に
お
い
て
も
既
に
、
彼

の
願
い
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
「
王
の
地
位
の
名
誉
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
意
見
が
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
の
で
あ

る
25
。な

お
こ
こ
で
い
う
ロ
ー
マ
帝
国
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
古
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
な
く
、
中
世
の
人
々
が
自
分
た
ち
の
時

代
な
り
国
を
古
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
続
く
も
の
と
し
て
見
て
い
た
と
こ
ろ
の
中
世
で
の
ロ
ー
マ
帝
国
で
あ
り
、
こ
の
見
方
が
ま
た
「
神
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聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
と
い
う
呼
称
と
も
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
ミ
ュ
ラ
ー
│

メ
ル
テ
ン
ス
が
主
張
し
た
説
│
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
か
ら
皇
帝
的
地
位
を
否
定
し
、
単
な
る
ド
イ
ツ
王
に
し
て
い
く
と
い
う
主
張
│
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
既
に
筆
者
が

指
摘
し
た
26
。
こ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
ロ
ー
マ
帝
国
観
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
の
対
立
の
中
で
も
終
生
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。最

後
に
三
つ
め
の
視
点
と
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
破
門
の
真
意
で
あ
る
。
カ
ノ
ッ
サ
事
件
へ

と
つ
な
が
る
一
〇
七
六
年
の
王
へ
の
破
門
は
、
一
般
に
誤
解
さ
れ
が
ち
な
よ
う
に
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
対
決
、
敵
対
し
、
こ
の
王
を
打
倒
す

る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
こ
の
破
門
に
お
い
て
次
章
で
論
じ
る
「
救
い
の
秩
序
」
か
ら
王
と
の
関

係
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
破
門
後
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
発
言
か
ら
も
分
か
る
の
で
あ
る
。
彼
は
王
を
破
門
し
た
あ
と
も
、
こ
の
破

門
宣
言
を
「
統
治
の
秩
序
」
の
面
ま
た
は
単
な
る
世
俗
権
力
上
の
面
か
ら
王
へ
の
優
位
や
支
配
の
た
め
に
使
っ
た
の
で
は
な
く
、
王
が
こ

の
破
門
に
よ
っ
て
悔
悛
し
、
法
王
権
と
和
解
で
き
る
よ
う
に
願
っ
て
い
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
Ａ
・
フ
リ
シ
ュ
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

は
二
月
の
破
門
宣
言
を
し
た
会
議
以
来
、
償
罪
す
る
な
ら
王
を
赦
す
用
意
が
あ
る
こ
と
を
何
度
も
宣
言
し
て
い
る
し
、
彼
は
破
門
の
宣
言

と
同
じ
厳
粛
さ
を
も
っ
て
赦
免
を
宣
言
す
る
気
持
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
27
。

実
際
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
王
を
破
門
し
た
年
の
一
〇
七
六
年
の
夏
に
王
に
つ
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
も
っ
て
非
難
し
切
願
し
叱
責
し
な

が
ら
、
王
の
生
活
を
改
善
す
る
よ
う
に
促
し
て
き
た
」
と
ド
イ
ツ
で
の
自
身
の
支
配
者
に
語
り
、
破
門
を
し
た
の
も
、「
私
が
慈
悲
深
く

し
て
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
き
び
し
く
し
て
救
い
の
道
に
王
を
呼
び
戻
し
う
る
た
め
」
だ
っ
た
と
は
っ
き
り
主
張
し
、
破
門
が
単
に
王

を
滅
す
た
め
の
対
決
や
敵
対
の
手
段
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
王
が
「
私
の
忠
告
を
聞

き
、
彼
の
生
活
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
私
は
彼
の
救
い
と
名
誉
に
つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
喜
ぶ
か
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
彼

の
本
心
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
彼
は
ま
た
「
私
は
あ
な
た
方
の
た
め
に
、
神
に
王
の
心
を
悔
悛
へ
と
向
か
わ
せ
る
よ
う
に
お
願
い
し
て
い

― ９ ― グレゴリウス七世の真意



ま
す
」
と
も
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
28
。

こ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
立
場
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
王
と
対
立
し
王
を
あ
く
ま
で
罷
免
し
よ
う
と
す
る
反
王
派
と
は
、
一
見
両
者
は
王

を
共
通
の
敵
と
し
て
同
盟
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
来
の
立
場
、
意
図
か
ら
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
も
っ
ぱ
ら
「
救
い
の
秩
序
」
の
面
か
ら
王
に
対
応
し
、
破
門
も
上
述
の
よ
う
に
王
を
「
救
い
の
道
に
呼
び
戻
す
た
め
」

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
反
王
派
は
こ
の
破
門
を
彼
ら
の
反
王
的
行
動
へ
の
絶
好
の
機
会
と
見
て
利
用
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
反
王

派
、
特
に
そ
の
急
進
派
に
と
っ
て
は
、
王
と
の
和
解
な
ど
、
は
じ
め
か
ら
全
く
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
右
の
夏
の
半
ば
の
手
紙
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
七
月
二
十
五
日
に
同
じ
く
ド
イ
ツ
の
自
身
の
支
持
者
に
出
し
た
手
紙
で

も
、
王
に
つ
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
も
っ
て
、
王
を
悪
魔
の
手
よ
り
救
い
出
し
、
真
の
悔
悛
に
呼
び
戻
す
よ
う
に
し
て
下
さ
い
」
と
語

り
29
、
王
が
現
在
は
「
悪
魔
の
手
」
の
中
に
あ
る
も
の
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
後
述
の
「
反
キ
リ
ス
ト
の

仲
間
」
と
同
じ
状
況
に
あ
る
と
見
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
こ
の
状
況
に
あ
る
王
と
戦
い
こ
れ
を
滅
す
こ
と
よ
り
も
、
王

を
救
う
こ
と
が
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
本
来
の
願
い
、
真
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

さ
ら
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
同
年
の
九
月
三
日
の
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
王
権
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
人
々
へ
の
最
後
の
訴
え
と
も
言
え
る
既

述
の
手
紙
で
も
、
王
が
「
心
か
ら
神
に
改
心
す
る
な
ら
、
王
を
暖
か
く
迎
え
て
下
さ
い
」
と
語
り
か
け
、
一
部
既
に
引
用
し
た
も
の
で
あ

る
が
、「
ロ
ー
マ
帝
国
の
栄
誉
が
大
き
な
破
滅
に
向
か
わ
な
い
よ
う
に
、
王
の
傷
に
慈
悲
の
油
を
塗
り
な
さ
い
。
王
か
ら
邪
悪
な
顧
問
を

離
し
て
下
さ
い
」
と
訴
え
て
30
、
王
と
敵
対
し
た
り
、
王
を
否
定
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
本
心
は
あ
く
ま
で
も
王
の
改
心
、
改

善
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
の
王
と
の
和
解
を
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
王
が
「
邪
悪
な
顧
問
」
に
囚
わ
れ
て
、
い
わ
ば
「
反
キ

リ
ス
ト
の
仲
間
」
に
な
り
、「
救
い
の
道
」
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
彼
の
発
言
か
ら
見
て
も
、
彼
が
王
と
の
関
係
を
「
統
治
の
秩
序
」
か
ら
で
は
な
く
、「
救
い
の
秩
序
」
か
ら
見
て
い
た
こ
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と
が
は
っ
き
り
分
か
る
の
で
あ
る
。
彼
が
上
記
の
手
紙
で
、
王
が
「
も
は
や
教
会
が
王
の
婢
の
よ
う
に
従
属
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ず
、

主
人
と
し
て
上
位
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
」
と
発
言
し
て
い
る
の
も
31
、
単
純
に
政
治
上
の
上
下
関

係
の
主
張
と
理
解
せ
ず
、「
救
い
の
秩
序
」
か
ら
の
上
下
関
係
の
主
張
と
見
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
王
が
法
王
に
よ
っ
て
破
門
さ
れ
た
理
由
は
、「
統
治
の
秩
序
」
に
お
け
る
何
か
複
雑
な
支
配
権
力
や
政
治
体
制
を
め
ぐ
る
対

立
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
く
、
意
外
と
単
純
な
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
上
記
の
「
邪
悪
な
顧
問
」
へ
の
言
及
に
も
見
ら
れ
た

が
、
後
述
の
よ
う
に
一
〇
七
五
年
十
二
月
の
既
述
の
最
後
通
牒
に
よ
る
と
、
王
が
「
破
門
さ
れ
た
者
と
の
交
際
」
を
止
め
な
い
か
ら
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
「
ミ
ラ
ノ
教
会
の
件
」
で
、
王
が
法
王
へ
の
約
束
を
守
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
破
門
の
罰
そ
の
も
の
が
「
救
い

の
秩
序
」
に
関
係
す
る
の
は
当
然
だ
が
、
右
の
破
門
の
理
由
も
、
い
ず
れ
も
本
質
的
に
「
救
い
の
秩
序
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
〇

七
六
年
二
月
の
四
旬
節
会
議
で
の
破
門
の
判
決
も
、
ほ
ぼ
同
様
に
結
局
は
王
が
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
服
従
す
る
こ
と
を
軽
視
し
、
見

捨
て
た
神
に
帰
ら
ず
、
破
門
さ
れ
た
者
と
交
わ
り
、
多
く
の
不
法
な
こ
と
を
行
い
、
彼
の
救
い
の
た
め
に
私
が
送
っ
た
忠
告
を
…
無
視
し

…
教
会
か
ら
離
れ
、
こ
れ
を
分
裂
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
」
の
で
、
破
門
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
31
。
こ
こ
で
も
「
キ
リ
ス
ト
教

徒
と
し
て
の
服
従
」
と
は
ま
さ
に
「
救
い
の
秩
序
」
に
お
け
る
上
下
関
係
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
、
法
王
の
王
へ
の
忠
告
も
、
王
の

「
救
い
の
た
め
」
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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二
、「
統
治
の
秩
序
」
と
「
救
い
の
秩
序
」

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
世
俗
国
家
観
を
考
え
る
場
合
、
筆
者
が
以
前
か
ら
し
ば
し
ば
簡
単
で
は
あ
る
が
触
れ
て
き
、
ま
た
本
稿
の
前
章
で
も

少
し
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、「
統
治
の
秩
序
」
と
「
救
い
の
秩
序
」
と
い
う
二
つ
の
「
秩
序
観
」
か
ら
彼
の
立
場
を
理
解
す
べ
き
な
の

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
「
秩
序
」
│
ま
た
は
「
構
図
」
と
い
う
べ
き
も
の
│
に
つ
い
て
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
こ
れ

に
関
連
す
る
こ
と
を
発
言
し
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
自
身
は
筆
者
が
こ
こ
で
用
い
て
い
る
よ
う
な
用
語
や
概
念
で
も
っ
て
明
確
に
意
識
し

て
発
言
し
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
理
論
化
も
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
彼
が
こ
の
二
つ
の
「
秩
序
」
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
発
言
し
て
い

な
い
た
め
に
、
彼
の
在
世
当
時
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
そ
の
後
ず
っ
と
現
代
に
至
る
ま
で
、
彼
の
発
言
か
ら
汲
み
取
れ
る
こ
の
二
つ
の

「
秩
序
」
の
存
在
に
つ
い
て
の
十
分
な
認
識
が
な
い
中
で
、
こ
の
二
つ
の
「
秩
序
」
に
つ
い
て
混
乱
し
た
見
方
が
見
ら
れ
、
結
局
は
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
の
立
場
が
誤
解
さ
れ
、
彼
の
真
意
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
「
秩
序
」
の
う
ち
、
前
者
の
「
統
治
の
秩
序
」
と
は
、
こ
の
世
の
統
治
に
関
し
て
、
王
と
法
王
が
お
互
い
に
ど
の
よ
う
な

立
場
や
関
係
を
も
つ
か
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
支
配
関
係
上
、
王
か
法
王
の
ど
ち
ら
か
が
上
に
立
っ
て
こ
の
世
を
治
め
る
一
元
論

か
、
そ
れ
と
も
王
と
法
王
が
こ
の
世
に
対
し
同
等
の
立
場
で
相
並
ん
で
協
力
し
て
こ
の
世
を
治
め
る
二
元
論
の
二
つ
の
あ
り
方
が
理
論
的

に
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、
彼
ら
二
人
の
上
に
は
神
が
最
高
の
権
威
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
秩
序
、

構
図
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
あ
り
方
の
う
ち
、
一
元
論
の
方
は
、
特
に
王
│
法
王
と
い
う
順
序
の
上
下
関
係
│
い
わ
ゆ
る
皇
帝
法
王
主
義

│
は
理
論
上
は
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
、
西
洋
の
中
世
で
は
ま
ず
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
⑴
。
逆
の
法
王
│
王
の
順
序
の

上
下
関
係
│
法
王
皇
帝
主
義
│
の
実
現
も
、
後
述
の
よ
う
に
実
際
は
ま
ず
な
か
っ
た
も
の
で
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
も
ハ
イ
ン
リ
ヒ
も
、「
統
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治
の
秩
序
」
と
し
て
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
た
の
は
二
元
論
の
方
で
あ
り
、
以
下
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

一
方
「
救
い
の
秩
序
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
観
か
ら
見
て
信
者
に
対
す
る
救
い
手
ま
た
は
救
い
の
仲
介
者
と
し
て
の
立
場
か

ら
の
上
下
関
係
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
法
王
が
明
ら
か
に
王
に
対
し
て
救
い
手
、
救
い
の
仲
介
者
で
あ
り
、
神
│
法
王
│
王
と
い
う
一
種

の
一
元
論
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

二
│
一
、「
統
治
の
秩
序
」

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
や
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
実
際
に
主
張
し
て
い
た
「
統
治
の
秩
序
」
の
う
ち
の
「
二
元
論
」
の
具
体
的
な
表
現
と
し
て
は
、
五

世
紀
末
の
法
王
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
一
世
が
東
ロ
ー
マ
の
皇
帝
に
対
し
て
述
べ
た
「
二
権
力
論
」、「
二
権
論
」
が
古
典
的
な
典
拠
と
な
り
⑵
、
後

に
見
る
よ
う
に
「
二
つ
の
眼
の
論
」
や
「
二
剣
論
」
な
ど
の
同
様
の
内
容
を
も
つ
「
二
権
論
」
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

但
し
右
の
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
は
、
こ
の
世
を
治
め
る
も
の
と
し
て
二
つ
の
権
力
、
権
威
、
即
ち
「
司
祭
の
聖
な
る
権
威
と
王
の
権
力
」
が
あ

る
と
し
、
こ
の
う
ち
司
祭
の
権
威
は
「
神
の
裁
判
」
に
お
い
て
王
の
た
め
に
弁
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、「
そ
れ
だ
け
重
い
」
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
⑶
、
彼
の
論
の
前
半
は
「
統
治
の
秩
序
」
に
関
連
し
、
後
半
は
「
神
の
裁
判
」
へ
の
言
及
か
ら
し
て
「
救
い
の
秩

序
」
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
論
の
中
に
既
に
二
つ
の
「
秩
序
」
の
問
題
が
入
っ
て
い
る
こ
と
に
、
ま
ず
第
一
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
自
身
が
こ
の
二
つ
の
「
秩
序
」
の
区
別
を
明
瞭
に
意
識
し
て
発
言
し
て
い
な
い
た
め
に
、
後

世
に
彼
の
論
の
解
釈
に
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
従
来
の
研
究
も
こ
の
点
へ
の
認
識
が
十
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
Ｇ
・
テ
レ
ン
バ
ハ
が
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
正
し
い
秩
序
の
考
え
に
よ
る
と
、
宗
教
的
権
威
の
ゲ
ラ

シ
ウ
ス
に
よ
る
終
末
論
的
に
は
「
よ
り
高
い
（
右
の
「
そ
れ
だ
け
重
い
」
の
こ
と
）
地
位
」
は
地
上
の
現
実
の
世
界
に
お
い
て
も
通
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
見
た
り
、
主
な
こ
と
は
世
俗
と
教
会
の
両
権
力
の
関
係
に
お
い
て
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
よ
る
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
の
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二
権
論
の
決
定
的
な
修
正
と
言
っ
て
い
る
の
は
⑷
、
二
つ
の
「
秩
序
」
を
区
別
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
テ
レ
ン
バ
ハ
が
、
教
会

人
が
俗
人
そ
れ
も
そ
の
頂
点
の
王
権
に
対
し
て
さ
え
よ
り
高
い
地
位
に
あ
る
こ
と
は
、
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
以
来
主
張
さ
れ
一
般
に
認
め
ら
れ
て

い
た
と
言
う
の
も
⑸
、「
救
い
の
秩
序
」
に
関
し
て
と
見
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

い
や
こ
の
よ
う
に
近
現
代
の
研
究
に
二
つ
の
「
秩
序
」
へ
の
不
十
分
な
認
識
や
誤
解
が
あ
る
ば
か
り
か
、
当
時
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
も
故
意

に
か
あ
る
い
は
本
心
か
ら
か
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
二
つ
の
秩
序
観
を
理
解
せ
ず
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
「
救
い
の
秩
序
」
か
ら
見
て
い
る
法

王
│
王
の
順
序
の
上
下
関
係
の
主
張
を
、「
統
治
の
秩
序
」
に
お
け
る
法
王
│
王
の
上
下
関
係
を
要
求
す
る
も
の
と
誤
解
し
た
の
で
あ

る
⑹
。
こ
こ
か
ら
両
者
の
対
立
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
王
を
破
門
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
対
立
を
激
化
さ
せ
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
の
和
を
既
述
の
よ
う
に
本
心
で
は
優
先
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
「
統
治
の
秩
序
」
に
お
い
て
は
、

法
王
│
王
の
よ
う
な
一
元
論
で
は
な
く
、
王
と
法
王
が
相
協
力
す
る
二
元
論
の
立
場
を
、
対
立
が
始
ま
っ
た
あ
と
も
依
然
と
し
て
維
持
し

て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
信
者
の
救
い
と
い
う
大
き
な
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
世
俗
君

主
の
協
力
を
期
待
し
て
い
た
。
彼
は
Ｐ
・
ダ
ミ
ア
ニ
の
よ
う
に
、
教
会
改
革
の
た
め
に
共
同
の
働
き
の
前
提
と
し
て
世
俗
と
教
会
の
両
権

の
平
和
の
中
で
の
永
続
的
な
協
調
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
⑺
。

彼
は
次
章
で
も
見
る
よ
う
に
本
質
的
に
世
俗
世
界
そ
の
も
の
に
対
し
野
心
を
も
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
彼
は
徹
頭
徹
尾
こ
の

世
の
秩
序
に
関
し
て
は
基
本
的
に
二
元
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
法
王
皇
帝
主
義
的
な
一
元
論
の
立
場
を
明
確
に
主

張
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
DP
も
一
元
論
の
立
場
を
明
示
し
た
も
の
で
は
な
い
⑻
。
彼
は
法
王
庁
と
封
建
関
係
に
あ
っ
た
諸
国

の
政
治
に
関
し
て
も
、
宗
教
的
道
徳
的
な
理
由
以
外
で
は
介
入
し
な
か
っ
た
⑼
。
こ
の
介
入
は
「
救
い
の
秩
序
」
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
「
統
治
の
秩
序
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
た
の
か
。
彼
は
こ
の
「
統
治
の
秩
序
」
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に
お
け
る
王
権
・
皇
帝
権
と
法
王
権
の
二
元
論
的
な
統
治
に
つ
い
て
、
既
述
の
一
〇
七
三
年
九
月
の
ル
ー
ド
ル
フ
宛
の
手
紙
に
お
い
て
、

こ
の
二
つ
の
権
力
、
権
威
が
「
協
調
の
一
致
に
お
い
て
結
ば
れ
る
」
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
根
拠
、
理
由
と
し
て
、「
人
間
の
体
が
二

つ
の
眼
に
よ
っ
て
…
導
か
れ
る
よ
う
に
、
教
会
の
体
は
こ
の
二
つ
の
権
威
に
よ
っ
て
…
統
治
さ
れ
照
ら
さ
れ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い

る
」
と
「
二
つ
の
眼
の
論
」
を
述
べ
て
い
る
⑽
。
こ
こ
で
い
う
「
教
会
の
体
」
は
「
こ
の
世
」
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
見
方
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
側
も
右
の
法
王
側
の
見
方
を
知
ら
さ
れ
る
前
に
全
く
独
立
的
に
右
の
手
紙
と
同
じ
頃
に

法
王
側
に
出
し
た
手
紙
で
示
し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
で
王
も
、
世
俗
と
教
会
の
両
権
力
が
正
し
く
管
理
さ
れ
存
在
す
る
た
め
に
は
、「
お

互
い
の
援
助
」
が
必
要
で
あ
り
、
両
権
が
お
互
い
に
対
立
す
る
こ
と
な
く
、「
キ
リ
ス
ト
の
絆
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
統
一
の
協
調
」

が
守
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
⑾
。
王
も
法
王
も
、
こ
の
よ
う
に
ほ
ぼ
同
じ
考
え
を
お
互
い
に
独
立
し
て
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
見

方
が
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
王
側
は
、
一
〇
七
六
年
五
月
に
も
両
権
の
関
係
を
「
霊
の
剣
」
と
「
肉
の
剣
」
と
い

う
二
つ
の
剣
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
秩
序
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
「
二
剣
論
」
を
示
し
、
こ
れ
を
「
神
の
恵
み
深
い
秩
序
」、「
神
の

秩
序
」
と
表
現
し
て
い
る
⑿
。

こ
の
よ
う
な
二
元
論
は
中
世
後
半
に
お
い
て
も
一
般
的
で
、
十
三
世
紀
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
よ
っ
て
も
、
さ
ら
に
ダ
ン
テ
や
Ｗ
・

オ
ッ
カ
ム
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
し
⒀
、
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
で
さ
え
も
二
元
論
で
、
両
権
の
調
和
的
な
協
力
の
考
え
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
る
⒁
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
両
権
の
関
係
を
「
愛
と
平
和
の
絆
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
の
関
係
を
単
な
る
政
治
的
支
配
的
な
次
元
で
の

関
係
と
は
見
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
も
同
様
で
、
上
記
の
手
紙
で
「
愛
の
関
係
」
と
表
現
し
、
一
〇
七

四
年
春
に
王
と
の
和
解
が
成
立
し
た
時
、
既
述
の
よ
う
に
彼
は
こ
れ
を
大
変
喜
び
、
こ
の
和
解
に
貢
献
し
た
王
の
母
ア
グ
ネ
ス
へ
の
手
紙

で
も
、
両
権
の
関
係
を
「
愛
の
絆
」、「
愛
の
一
致
」
と
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
⒂
。
こ
の
和
解
の
少
し
前
に
も
、
彼
は
ト
ス
カ
ナ
の
ベ
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ア
ト
リ
ッ
ク
ス
と
マ
テ
ィ
ル
デ
へ
の
手
紙
で
、
王
を
「
ロ
ー
マ
教
会
へ
の
愛
情
に
呼
び
戻
す
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
⒃
。
こ
の
王

と
法
王
が
共
に
使
っ
て
い
る
「
愛
」
と
い
う
一
見
曖
昧
な
表
現
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
王
権
と
法
王
権
の
二
元
論
的
な
関
係
に
は
、
理

路
整
然
た
る
精
緻
な
理
論
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
し
⒄
、
こ
の
二
元
論
的
な
関
係
は
、
厳
密
に
政
治
的
な
次
元
の
み
の
も
の
で
は
な
い

こ
と
も
明
ら
か
で
、
こ
の
点
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
に
対
し
て
も
、「
友
情
」、「
愛
の
に
か
わ
」、「
愛
の
ひ
も
」
と
い
う
表
現
を
使
っ

て
い
る
し
⒅
、
法
王
と
一
般
の
世
俗
君
主
の
関
係
と
し
て
デ
ン
マ
ー
ク
王
や
イ
ギ
リ
ス
王
へ
の
対
応
に
見
る
よ
う
に
、
父
と
子
、
あ
る
い

は
母
と
子
と
い
っ
た
家
族
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
⒆
。
Ａ
・
フ
リ
シ
ュ
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
デ
ン
マ
ー
ク
王
の
ス
ウ
ェ
ン

二
世
と
は
常
に
最
高
の
情
愛
的
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
⒇
。
ち
な
み
に
こ
う
し
た
面
か
ら
見
て
も
、
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
は
厳
密
に
政
治
的
な
面
で
世
俗
の
支
配
権
に
対
し
、
野
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
王
権
と
法
王
権
の
両
権
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
手
紙
で
は
な
い
が
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
手
紙
の
中
に
最
も
よ
く
表

わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
紙
は
一
〇
七
六
年
五
月
の
第
二
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
会
議
へ
の
参
加
を
求
め
て
ド
イ
ツ
の
司
教
た
ち
に
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
王
は
既
述
の
「
二
剣
論
」
の
譬
え
を
も
っ
て
、「
神
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
教
会
権
力
の
剣
に
よ
っ
て
神
の
た
め

に
王
へ
の
服
従
へ
と
強
制
さ
れ
、
そ
し
て
王
の
剣
を
も
っ
て
、
外
に
向
か
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
敵
を
追
い
払
い
、
内
に
お
い
て
は
教
会

諸
階
級
へ
の
服
従
に
向
か
う
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
21
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
も
、
一
〇
七
四
年

十
二
月
七
日
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
宛
の
手
紙
で
、
王
の
役
割
を
「
ロ
ー
マ
教
会
を
母
と
し
て
世
話
を
し
、
そ
の
名
誉
の
た
め
に
守
る
」
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
し
22
、
同
日
の
も
う
一
通
の
王
へ
の
手
紙
で
も
、
王
が
王
権
を
正
し
く
も
っ
て
い
る
の
は
、
王
権
を
「
教
会
の
回
復
と
保
護

の
た
め
に
」
向
け
る
時
で
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
23
。
こ
の
二
つ
の
手
紙
の
う
ち
の
前
者
の
手
紙
で
は
ま
た
、
王
に
対
し
「
多
く
の

人
々
が
正
し
い
道
か
ら
そ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
守
る
か
が
掛
か
っ
て
い
る
あ
な
た
」
と
語
り
24
、
王
権
の
教
会
へ
の
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世
話
役
、
保
護
者
と
し
て
の
役
割
を
示
し
て
い
る
。
王
の
方
も
、
既
述
の
一
〇
七
三
年
夏
の
法
王
へ
の
手
紙
で
、「
私
は
教
会
を
当
然
そ

う
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
保
護
し
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
、
自
ら
の
誤
り
を
告
白
し
25
、
王
権
が
教
会
の
保
護
者
の
役
割
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
Ｗ
・
フ
シ
ュ
ナ
ー
も
、
王
の
最
も
重
要
な
任
務
と
さ
れ
た
の
は
、
教
会
の
保
護
と
促
進
で
あ
っ
た
と
見
て
い
る

し
26
、
テ
レ
ン
バ
ハ
も
、
王
の
役
割
に
つ
い
て
、「
王
の
行
為
は
神
の
委
任
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
特
に
平
和
の
た
め
の
王
の
配
慮
は
、

外
へ
は
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
…
に
対
し
、
内
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
秩
序
の
維
持
に
向
け
ら
れ
た
」
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
27
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ

ス
も
こ
う
い
う
「
統
治
の
秩
序
」
に
お
け
る
王
、
皇
帝
の
任
務
と
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
彼
の
忠
告
を
聞
き
、
そ
の
生
活
を
改
め
た
な

ら
、
既
述
の
よ
う
に
王
は
「
普
遍
的
な
平
和
と
正
義
の
守
護
者
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
28
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
手
紙
で
示
し
た
よ
う
な
二
元
論
の
立
場
は
、
彼
の
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
へ
の
手
紙
に
も

見
ら
れ
、
王
権
と
教
会
と
の
協
調
に
よ
る
こ
の
世
の
統
治
を
理
想
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
29
。
Ｔ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ビ
ュ
ヘ
ル

も
見
る
よ
う
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
と
っ
て
皇
帝
権
と
教
会
権
力
の
調
和
は
、
最
も
困
難
な
闘
争
や
最
も
厳
し
い
苦
境
の
時
に
も
廃
止
さ

れ
な
い
理
想
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
30
。
彼
に
と
っ
て
は
、
世
俗
権
力
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
の
よ
う
な
人
物
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い

る
場
合
は
、
高
く
評
価
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
王
権
の
神
的
起
源
さ
ら
に
王
権
と
教
会
が
こ
の
世
の
指
導
の
た
め
に
協
調
す

る
こ
と
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
31
。

「
統
治
の
秩
序
」
に
お
け
る
二
元
論
に
お
い
て
、
王
と
法
王
の
上
に
は
共
通
の
権
威
と
し
て
神
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
り
、

従
っ
て
王
と
教
会
人
は
そ
れ
ぞ
れ
神
に
塗
油
さ
れ
た
者
と
い
う
共
通
点
を
も
つ
し
、
彼
ら
は
同
時
に
双
子
と
し
て
キ
リ
ス
ト
に
由
来
す
る

と
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
32
。
こ
の
神
と
つ
な
が
る
王
権
に
つ
い
て
、
Ｇ
・
コ
ッ
ホ
は
、
直
接
の
神
の
委
任
と
い
う
考
え
は
サ
リ
ー
家
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
支
配
根
拠
づ
け
の
核
心
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
33
、
テ
レ
ン
バ
ハ
も
、
王
は
神
に
よ
り
民
や
教
会
の
保
護
の
た

め
に
任
命
さ
れ
た
神
の
恵
み
の
職
と
し
て
の
王
の
支
配
権
の
理
想
は
、
中
世
前
期
と
同
じ
く
十
世
紀
そ
し
て
十
一
世
紀
前
半
に
お
い
て
問
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題
な
く
そ
し
て
異
議
な
く
支
配
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
34
。
こ
の
神
の
恵
み
に
よ
る
王
の
立
場
、
即
ち
神
聖
王
権
の
立
場
は
、
後
述
の

よ
う
に
十
一
世
紀
前
半
ど
こ
ろ
か
、
後
半
に
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
自
身
も
決
し
て
こ
れ
を
否
定
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
神
の
恵
み
に
よ
る
王
」、
王
の
神
聖
性
、
神
聖
王
権
と
い
う
の
は
、
こ
の

「
統
治
の
秩
序
」
に
お
け
る
王
の
役
割
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、「
救
い
の
秩
序
」
に
お
け
る
信
者
の
立
場
と
し
て
は
、
王
も
他
の
人
々
と
同

様
に
「
罪
人
」
な
の
で
あ
り
35
、
こ
の
「
救
い
の
秩
序
」
の
面
か
ら
は
、
王
も
破
門
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
違
い
に
従

来
の
研
究
は
十
分
に
気
づ
か
ず
、
こ
の
区
別
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
王
も
破
門
さ
れ
る
前

か
ら
、
こ
の
面
で
は
一
般
の
信
者
と
同
様
に
「
罪
人
」
な
の
で
あ
る
。
Ｔ
・
ロ
イ
タ
ー
が
例
え
ば
、「
カ
ノ
ッ
サ
で
王
は
俗
人
と
し
て
暴

露
さ
れ
た
。
彼
は
聖
別
に
も
拘
わ
ら
ず
、
教
会
人
の
霊
的
な
指
導
に
従
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
裁
判
的
な
権
威
に
従
っ
た
」
と
言
っ
て

い
る
の
も
、「
聖
別
に
も
拘
わ
ら
ず
」
と
ま
る
で
王
が
こ
の
「
救
い
の
秩
序
」
に
お
い
て
「
罪
人
」
で
は
な
い
か
の
如
く
誤
解
し
て
い
る

の
で
あ
る
36
。
フ
ー
ル
マ
ン
も
、「
カ
ノ
ッ
サ
で
王
の
職
の
『
神
の
恵
み
の
地
位
』
と
不
可
侵
性
は
償
い
難
い
害
を
受
け
た
。
即
ち
王
も

罪
の
人
間
と
し
て
法
王
の
教
会
高
権
の
下
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
の
裁
判
官
職
を
強
調
し
た
」
と
見
て
い
る

が
37
、
こ
れ
も
明
ら
か
に
二
つ
の
「
秩
序
」
に
お
け
る
王
の
立
場
の
違
い
を
区
別
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

二
│
二
、「
救
い
の
秩
序
」

こ
れ
に
対
し
「
救
い
の
秩
序
」
で
は
、
王
と
法
王
の
関
係
に
お
い
て
法
王
は
救
い
手
、
救
い
の
仲
介
者
で
あ
り
、
こ
の
救
い
手
に
導
か

れ
る
存
在
と
し
て
の
王
は
法
王
の
下
位
に
立
ち
、
こ
の
点
で
は
神
│
法
王
│
王
と
い
う
一
種
の
一
元
論
的
な
関
係
が
出
て
く
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
「
救
い
の
道
」
と
い
う
点
か
ら
の
み
見
た
と
こ
ろ
の
上
下
関
係
は
、
決
し
て
こ
の
世
の
統
治
を
め
ぐ
る
権
力
関
係
、
支
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配
関
係
上
で
の
上
下
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
の
世
の
統
治
の
問
題
で
は
常
に
「
統
治
の
秩
序
」
を
考
え
て
お

り
、
そ
の
場
合
は
王
と
法
王
が
同
等
に
相
並
ぶ
二
元
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
基
本
的
に
お
互
い
に
協
調
し
協
力
し
て
統
治
す
る
も
の

で
あ
り
、
法
王
が
王
ら
の
世
俗
権
力
に
対
し
、
干
渉
し
一
見
命
令
し
支
配
す
る
か
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の
は
、
既
に
少
し
ふ
れ
た
よ
う

に
、「
救
い
の
秩
序
」
の
面
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
の
統
治
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
思
想
に
は
一
貫
し
て
一
つ
の
立
場
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
永
遠
の
救
い
」
へ
の
関
心
で
あ
り
、
彼
の
場
合

こ
こ
か
ら
す
べ
て
の
行
動
が
出
て
い
た
の
で
あ
る
38
。
彼
の
全
行
動
を
律
し
て
い
た
の
は
、
あ
の
世
で
の
「
永
遠
の
救
い
」
へ
の
強
い
願

い
で
あ
っ
た
。
彼
が
常
に
注
意
を
向
け
さ
せ
た
の
は
、「
恐
る
べ
き
裁
判
」
で
あ
っ
た
39
。

信
者
の
救
い
と
い
う
大
き
な
目
標
の
中
で
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
世
俗
君
主
と
の
関
係
を
樹
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
40
、
彼
の
行
動
の

大
半
は
こ
の
「
救
い
の
秩
序
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
後
述
の
彼
の
手
紙
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
「
救
い
の
秩
序
」
に
関
連
す
る
法
王
の

「
結
び
（
縛
り
）
解
く
権
力
」
に
つ
い
て
、
フ
リ
シ
ュ
は
こ
の
権
限
を
十
分
に
実
行
す
る
こ
と
に
彼
は
専
念
し
て
い
た
と
し
41
、
迷
っ
た

羊
（
信
者
）
を
羊
小
屋
に
連
れ
戻
す
た
め
の
悔
悛
と
赦
免
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
彼
の
計
画
で
あ
っ
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
42
。
フ
リ

シ
ュ
に
よ
れ
ば
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
彼
が
王
を
神
の
裁
判
の
前
で
代
理
し
、
王
の
誤
ち
に
つ
い
て
神
に
報
告
を
し
、
王
の
救
い
に
責
任
を

も
ち
、
王
が
救
い
の
道
か
ら
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
役
目
を
も
っ
て
い
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
43
。
フ
ー
ル
マ
ン
も
、
か
の
ゲ

ラ
シ
ウ
ス
の
言
葉
の
中
に
は
法
王
が
何
ら
か
の
世
俗
権
力
を
決
し
て
求
め
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
法
王
の
権
力
の
特
別
な
性
質

は
、
魂
の
救
い
へ
の
配
慮
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
44
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
に
対
し
て
、
王
の
魂
の
救
い
が
、
王
に
神
の
裁
判
の
前
で
王
の
代

理
と
し
て
の
法
王
に
従
う
こ
と
を
義
務
づ
け
る
の
だ
と
い
う
時
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
れ
で
も
っ
て
自
己
を
教
会
職
の
範
囲
に
留
め
て
い

た
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
救
い
の
秩
序
」
の
こ
と
で
あ
る
45
。
同
様
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、「
太
陽
と
月
」
の
よ
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う
な
二
つ
の
光
の
譬
え
が
二
つ
の
権
力
の
一
方
の
優
位
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
出
さ
れ
る
例
が
多
く
あ
る
が
、
そ
の
証
言
の
大
半
は
政
治

的
な
優
位
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
の
も
46
、
こ
れ
も
「
救
い
の
秩
序
」
で
の
優
位
と
考
え
る
と
分
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
ま
た
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
に
出
し
た
手
紙
も
、
王
権
に
対
す
る
法
王
権
の
優
位
を
示
す
が
、
法
王
の
政
治
的
な
支
配
権
を
問
題
に
し

て
い
な
い
と
評
さ
れ
る
の
も
47
、
さ
ら
に
「
太
陽
と
月
」
の
譬
え
を
よ
く
用
い
た
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
で
さ
え
、
法
王
権
へ
の
精
神

的
な
優
位
を
要
求
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
も
48
、
同
様
に
「
救
い
の
秩
序
」
の
中
で
の
優
位
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
純
粋
に
政
治
的
な
事
柄
で
対
立
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
永
遠
の
救
い
」
に
係
わ
る
事
柄
に

お
い
て
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
49
。
彼
の
常
に
首
尾
一
貫
し
た
立
場
は
、「
永
遠
の
救
い
」
へ
の
関
心
で
あ
り
50
、
こ
れ
を

達
成
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
状
態
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
51
。
彼
は
「
永
遠
の
救
い
」
に
係
わ
る
こ
と
、
い
わ
ば
教
会
的
な
事
柄
に
こ

そ
関
心
が
あ
り
、
世
俗
政
治
的
な
も
の
そ
の
も
の
に
は
原
則
的
、
原
理
的
な
面
で
干
渉
す
る
こ
と
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
彼
は
最
後
の
時
に
自
ら
を
殉
教
者
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
も
し
世
俗
的
な
も
の
を
め
ぐ
っ
て
争
う
政

治
家
と
し
て
行
動
し
て
い
た
の
な
ら
、
彼
は
自
ら
を
単
に
政
治
的
な
敗
北
者
と
し
て
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
52
。
殉
教
者
と
し
て
の
彼
の

最
後
の
自
己
認
識
こ
そ
、
彼
の
法
王
時
代
を
貫
く
魂
の
救
い
手
、
導
き
手
と
し
て
の
立
場
や
意
識
を
最
終
的
に
確
認
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
彼
は
決
し
て
「
統
治
の
秩
序
」
に
お
い
て
法
王
│
王
と
い
う
上
下
関
係
の
一
元
論
を
求
め
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
彼
の
最
後

の
自
己
認
識
が
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
「
救
い
の
秩
序
」
に
つ
い
て
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
自
身
は
ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
の
か
。
彼
の
発
言
で
ま
ず
重
要

な
の
は
、
既
述
の
一
〇
七
五
年
十
二
月
八
日
の
王
へ
の
手
紙
で
あ
る
53
。
こ
こ
で
彼
は
王
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
つ
め
の
問
題
と
し
て

王
に
対
し
、「
あ
な
た
は
あ
な
た
を
教
会
の
息
子
と
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教
会
の
長
、
即
ち
使
徒
の
頭
な
る
ペ
テ
ロ
を
よ
り

尊
敬
を
も
っ
て
見
る
こ
と
が
、
王
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
次
に
二
つ
め
の
問
題
と
し
て
、「
あ
な
た
は
主
の
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羊
に
属
し
て
い
る
な
ら
、
あ
な
た
は
…
彼
（
ペ
テ
ロ
）
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
語
り
、
さ
ら
に
三
つ
め
の
問
題
と
し
て
、「
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
と
教
会
の
状
態
が
最
も
永
遠
の
救
い
に
役
立
つ
こ
と
に
お
い
て
は
、
あ
な
た
は
私
で
は
な
く
、
…
神
に
ふ
さ
わ
し
い
尊
敬
を
拒
む

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
点
は
「
救
い
」
の
問
題
に
関
し
て
の
神
│
ペ
テ

ロ
（
法
王
）
│
王
ま
た
は
神
│
ペ
テ
ロ
│
法
王
│
王
と
い
う
上
下
関
係
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
「
永
遠
の
救
い
」
と
い
う
言

葉
が
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
永
遠
の
救
い
」
に
関
し
「
私
で
は
な
く
神
に
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
最
終
的
な
救
い

手
と
し
て
の
神
の
存
在
へ
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
で
あ
り
、
救
い
手
の
立
場
の
順
序
と
し
て
、
神
│
ペ
テ
ロ
│
法
王
│
王
の
上
下
関
係

は
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
三
つ
の
問
題
点
で
主
張
さ
れ
て
い
る
上
下
関
係
は
、

「
救
い
の
道
」、「
救
い
の
秩
序
」
に
お
け
る
「
救
い
手
、
救
い
の
仲
介
者
」
と
「
救
わ
れ
る
者
」
と
の
上
下
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
の

世
の
支
配
や
統
治
を
め
ぐ
っ
て
の
政
治
上
、
権
力
支
配
関
係
上
で
の
上
下
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
も
注
意
す
べ
き
重
要
な
点
は
、
こ
の
手
紙
全
体
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
救
い
」
に
関
す
る
こ
と
、
即
ち
宗
教

面
、
魂
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
で
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
王
の
問
題
点
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、

一
つ
は
王
が
「
破
門
さ
れ
た
者
と
の
交
際
」
を
止
め
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
め
は
「
ミ
ラ
ノ
教
会
の
件
で
約
束
を
守
っ
て
い
な

い
」
こ
と
と
、
イ
タ
リ
ア
中
部
の
ロ
ー
マ
の
大
司
教
管
区
に
属
す
る
フ
ェ
ル
モ
と
ス
ポ
レ
ト
の
司
教
職
を
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
「
知
ら
な
い

人
物
」
に
王
が
与
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
ミ
ラ
ノ
等
の
大
司
教
、
司
教
の
任
命
の
問
題
は
、
教
区
民
の
「
救
い
」
に
係
わ
る
人
物
の
問
題
で
あ
り
、
政
治
支
配
関
係
上
の
事

柄
で
は
な
い
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
王
の
司
教
へ
の
叙
任
権
の
有
無
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
任
命
さ

れ
る
人
物
の
良
否
、
適
否
を
問
題
に
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
任
命
さ
れ
る
人
物
が
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
意
に
適
っ
て
い
る
な

ら
、
王
の
叙
任
も
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
叙
任
権
の
有
無
そ
の
も
の
が
問
題
の
場
合
な
ら
、
王
の
当
該
教
会
へ
の
世
俗
的
な
支
配
権
の
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問
題
も
か
ら
ん
で
く
る
が
、
人
物
さ
え
良
け
れ
ば
、
王
の
叙
任
す
る
人
物
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
王
の
世
俗
的
支
配
権
が
あ
ろ

う
と
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
本
質
的
に
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
純
然
た
る
教
会
上
の
問
題
、
い
わ
ゆ
る
司
牧
上
の
問
題
で
あ

り
、「
救
い
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

実
際
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
の
手
紙
で
、
王
に
つ
い
て
「
教
会
の
信
仰
が
最
も
多
く
要
求
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
あ
な
た
は
反
抗
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
か
、
同
年
二
月
に
開
か
れ
た
ロ
ー
マ
の
教
会
会
議
に
つ
い
て
、「
主
の
羊
群
の
危
険
と
明
ら
か
な
喪
失

を
心
配
し
て
、
我
々
は
教
父
た
ち
の
規
定
や
教
義
に
立
ち
帰
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
救
い
」
の
問
題
が
中
心
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

従
っ
て
こ
の
手
紙
の
最
後
に
彼
が
「
父
の
愛
を
も
っ
て
あ
な
た
に
忠
告
す
る
こ
と
は
、
あ
な
た
の
上
に
キ
リ
ス
ト
の
帝
権
が
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
、
あ
な
た
の
名
誉
を
キ
リ
ス
ト
の
名
誉
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
如
何
に
危
険
で
あ
る
か
を
考
え
な
さ
い
」
と
語
り
、
そ
し
て

「
神
へ
の
畏
れ
が
│
こ
の
神
の
手
と
力
の
中
に
す
べ
て
の
王
権
と
帝
権
が
あ
る
│
…
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
も
、
一
見
こ
の
箇
所
だ
け

を
見
れ
ば
、
こ
の
世
の
支
配
や
統
治
を
め
ぐ
っ
て
「
統
治
の
秩
序
」
に
お
け
る
上
下
関
係
を
主
張
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ

の
文
の
解
釈
も
こ
の
手
紙
全
体
に
流
れ
て
い
る
「
救
い
の
秩
序
」
へ
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
、
一
般
に
よ
く
誤
解
さ
れ
て
い
る
一
〇
七
六
年
八
月
の
メ
ッ
ツ
司
教
ヘ
ル
マ
ン
宛
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
手
紙
で

も
言
え
る
の
で
あ
る
54
。
こ
の
手
紙
で
も
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
王
を
破
門
し
た
こ
と
へ
の
人
々
の
疑
問
に
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
の
中

心
は
王
の
破
門
で
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
救
い
の
秩
序
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
破
門
宣
言
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
彼
は

過
去
の
同
様
な
世
俗
支
配
者
へ
の
破
門
の
例
と
さ
れ
る
も
の
を
列
挙
す
る
と
と
も
に
、
ペ
テ
ロ
や
法
王
の
信
者
へ
の
教
導
権
の
根
拠
と
さ

れ
る
「
私
の
子
羊
を
養
い
な
さ
い
」
と
い
う
ペ
テ
ロ
へ
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
（
新
約
バ
イ
ブ
ル
、
ヨ
ハ
ネ
伝
二
十
一
章
十
五
節
）
を
引
用

し
、
王
も
こ
の
「
羊
」
に
属
す
る
者
と
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
救
い
手
と
し
て
の
法
王
が
救
わ
れ
る
べ
き
王
の
上
に
立
っ
て
い
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る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
「
救
い
の
秩
序
」
の
中
で
、
次
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
引
用
す
る
や
は
り
新
約
バ
イ
ブ
ル
の
マ
タ
イ
伝
に
由
来
す
る
「
結
び
解
く
権

力
」
も
、
王
の
「
救
い
」
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
ン
フ
ル
タ
ー
も
、
当
時
の
『
教
会
統
一
保
持
論
』
の
中
で
、
ペ
テ
ロ
（
法

王
）
の
こ
の
「
結
び
解
く
力
」
は
罪
に
の
み
関
連
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
55
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
救
い
の
秩
序
」
の
文
脈
の
中
で
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
「
使
徒
の
座
が
神
よ
り
与
え
ら
れ
た
基
本
的
な
権
利
を
も
っ

て
、
霊
的
な
こ
と
を
判
断
し
判
決
す
る
な
ら
、
ど
う
し
て
世
俗
的
な
こ
と
を
判
断
し
判
決
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
有
名
な

言
葉
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
般
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
発
言
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
単
純
に

「
統
治
の
秩
序
」
に
お
け
る
上
下
関
係
を
主
張
す
る
も
の
と
見
て
し
ま
う
と
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
れ
ま
で
の
「
統
治
の
秩
序
」
に
お
け

る
二
元
論
的
な
秩
序
観
を
捨
て
、
一
元
論
的
に
法
王
が
王
の
上
に
支
配
権
を
も
つ
と
主
張
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
テ
レ
ン
バ
ハ
も
、
こ
の
論
証
を
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
世
俗
へ
の
方
向
に
と
っ
て
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
誤
解
し
て
い
る
が
56
、
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
は
右
の
発
言
を
「
救
い
の
秩
序
」
の
面
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
世
俗
権
力
と
同
次
元
に
立
っ
て
支
配
権
上
の
上
下
関
係
を
主

張
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
な
誤
解
が
、
こ
の
同
じ
手
紙
の
後
半
に
出
て
く
る
こ
れ
ま
た
有
名
な
発
言
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
は
、
王
と
司
祭
の
地
位
を
比
べ
て
、「
王
の
地
位
は
人
間
の
傲
慢
が
見
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
司
教
の
地
位
は
神
の
慈
悲
が
作
っ
た

も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
を
前
後
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
こ
の
文
だ
け
を
単
純
に
読
め
ば
、
彼
は
こ
れ
ま
で
の
王
権
の

神
聖
性
、
そ
の
神
的
起
源
、
王
権
神
授
の
考
え
を
否
定
し
た
か
に
見
え
、
中
世
の
王
権
観
に
革
命
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
な
ろ

う
。
実
際
例
え
ば
シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
か
ら
服
従
│
こ
れ
は
下
位
を
意
味
す
る
│
を
求
め
た
だ
け
で
な

く
、
彼
の
中
世
の
王
に
与
え
ら
れ
て
い
た
神
聖
な
地
位
を
否
定
し
た
と
述
べ
57
、
Ｗ
・
シ
ュ
ト
ュ
ル
マ
ー
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
の
手
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紙
で
支
配
権
力
の
起
源
に
つ
い
て
最
も
簡
に
し
て
要
を
得
た
表
明
を
し
て
い
る
と
し
、
彼
は
王
職
を
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
、
神
の
知
ら

な
い
も
の
と
し
、
世
俗
の
支
配
者
は
デ
ー
モ
ン
た
ち
の
僕
で
あ
り
悪
魔
の
体
の
一
部
で
あ
り
、
彼
ら
の
運
命
は
永
遠
の
断
罪
で
あ
る
と
解

釈
し
て
い
る
と
見
て
い
る
58
。

さ
ら
に
こ
う
い
う
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
へ
の
見
方
か
ら
、
ヴ
ァ
イ
ン
フ
ル
タ
ー
も
、
彼
の
下
で
の
改
革
法
王
庁
が
一
〇
七
六
年
以
来
、
王
権

の
神
聖
な
正
当
化
に
対
し
て
も
向
か
い
、
王
を
今
や
た
だ
俗
人
の
頭
と
し
て
だ
け
見
、
法
王
の
恵
み
に
よ
る
王
に
引
き
下
げ
よ
う
と
し
た

時
、
王
権
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
の
下
で
達
成
さ
れ
た
よ
う
な
高
み
か
ら
の
完
全
な
転
落
の
危
険
が
迫
っ
て
い
た
と
述
べ
59
、
Ｗ
・
フ
ー
シ

ュ
ナ
ー
も
、
王
権
・
皇
帝
権
の
神
聖
性
は
、
十
一
世
紀
後
半
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
派
の
改
革
者
た
ち
に
よ
っ
て
決
定
的
に
否
定
さ
れ
た
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
60
。

し
か
し
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
本
当
に
こ
ん
な
王
権
の
非
神
聖
化
等
を
無
条
件
に
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
主
張
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
等
で
依
然
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
王
権
観
と
一
致
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
61
。
こ
の
後
者
の

疑
問
は
、
そ
れ
こ
そ
近
世
の
絶
対
王
政
下
で
の
王
権
神
授
説
は
勿
論
の
こ
と
、
十
二
世
紀
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
の
王
権
観
や
十
三
世
紀

半
ば
か
ら
の
公
文
書
で
の
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
と
い
う
表
現
の
使
用
を
考
え
て
も
当
然
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
主
張

し
た
と
さ
れ
る
王
権
の
非
神
聖
化
は
特
殊
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
は
、
皇
帝
は
そ
の
権
力
を
諸
侯
の
選
挙
を
通
し
て

神
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
と
考
え
、
彼
は
皇
帝
権
を
直
接
神
か
ら
由
来
す
る
支
配
権
と
理
解
し
て
い
た
し
62
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
も
、

彼
の
権
力
を
直
接
神
か
ら
受
け
取
っ
た
と
い
う
立
場
に
彼
の
前
任
者
た
ち
と
同
様
に
固
執
し
て
い
た
の
で
あ
り
63
、
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス

三
世
で
も
、
世
俗
君
主
に
は
自
治
的
な
神
に
直
接
つ
な
が
る
権
力
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
64
。と

も
か
く
も
問
題
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
は
勿
論
の
こ
と
、
次
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
も
、
王
の
神
聖
性
を
示
す
「
神
の
恵
み
の
王
」
と
い
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う
称
号
を
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
65
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
当
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
自
身
も
、
右
の
手
紙
よ
り
後
の
一
〇
八
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
の

ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
へ
の
手
紙
で
、「
神
は
…
使
徒
と
王
の
権
威
を
こ
の
地
上
の
統
治
の
た
め
に
与
え
た
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
66
、
一

般
的
な
面
で
彼
は
王
権
神
授
の
考
え
を
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
フ
リ
シ
ュ
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
王
権
に
つ
い
て
高
い
評
価
を

し
、
そ
の
神
的
起
源
を
疑
っ
て
い
な
い
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
67
。

や
は
り
こ
の
ヘ
ル
マ
ン
宛
の
手
紙
の
問
題
の
文
も
こ
の
文
だ
け
を
単
独
に
取
り
上
げ
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
前
後
の
文
脈
の
中
で
、

手
紙
全
体
の
趣
旨
の
中
で
、
こ
の
発
言
を
見
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
の
発
言
の
少
し
前
に
既
述
の
よ
う
に
、
自

分
の
「
願
い
よ
り
も
神
を
優
先
し
、
人
間
よ
り
も
神
の
命
令
に
従
う
者
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
の
仲
間
で
あ
り
」、
自
分
の
名
誉
や
利
益
を

神
の
名
誉
よ
り
も
優
先
す
る
者
た
ち
は
「
反
キ
リ
ス
ト
の
仲
間
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
反
キ
リ
ス
ト
の
仲
間
」
に
な
っ
た

者
が
、
王
の
地
位
が
司
教
の
地
位
に
優
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
へ
の
反
駁
の
文
脈
の
中
で
上
述
の
問
題
の
発
言
が
あ
る
の
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
こ
で
い
う
「
王
の
地
位
」
は
「
反
キ
リ
ス
ト
の
仲
間
」
に
な
っ
た
「
王
の
地
位
」
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
王
に
は
破
門
さ
れ
て
い

る
王
の
場
合
と
同
様
に
、
明
ら
か
に
王
権
神
授
の
状
態
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
右
の
問
題
の
発
言
は
、
彼
の
王
権
一
般
へ
の
見
方
や
評
価
へ
の
無
条
件
的
、
絶
対
的
な
変
更
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
彼
が
「
反
キ
リ
ス
ト
の
仲
間
」
に
な
っ
て
い
る
と
見
て
い
る
時
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
つ
い
て
の
発
言
と
見
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ

る
68
。
実
際
既
述
の
よ
う
に
当
時
彼
は
、
王
を
「
悪
魔
の
手
」
の
中
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
状
態
に
あ
る

王
だ
か
ら
こ
そ
、「
む
な
し
き
栄
誉
を
た
え
ず
追
っ
て
い
る
」
と
見
て
、
王
の
存
在
を
否
定
的
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
右
の
手
紙
全
体
の
本
質
的
な
主
張
は
「
救
い
の
秩
序
」
の
問
題
か
ら
の
発
言
で
あ
り
、
こ
の
秩
序
の
中
に
お
い
て
は
、

法
王
は
王
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
救
い
の
秩
序
」
に
お
い
て
は
、
王
も
も

と
も
と
神
聖
で
は
な
く
罪
人
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
同
じ
年
の
一
〇
七
六
年
の
四
旬
節
会
議
に
お
い
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
判
決
を
下
し
た
時
、
最
も
重
く
中
心
に
な

っ
た
判
決
、
罰
は
破
門
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
判
決
の
宣
言
順
序
と
し
て
は
、
罷
免
（
厳
密
に
は
王
権
停
止
）、
王
へ
の
臣
下
の
忠
誠
誓

約
の
解
除
、
そ
し
て
最
後
に
三
番
目
と
し
て
破
門
が
来
る
た
め
、
一
般
に
は
こ
の
順
序
通
り
に
一
番
重
い
罰
を
罷
免
と
見
て
い
る
が
69
、

む
し
ろ
こ
れ
は
逆
で
あ
り
、
一
番
重
く
一
番
一
般
に
与
え
る
衝
撃
が
大
き
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
破
門
が
い
わ
ば
最
後
に
重
々
し
く
宣
言
さ

れ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
王
も
「
救
い
の
秩
序
」
に
お
い
て
は
罪
人
で
あ
る
と
は
い
え
、
や
は
り
王
へ
の
破
門
の
衝
撃
は
大
き
か

っ
た
の
で
あ
り
、
実
際
こ
れ
ら
の
判
決
へ
の
人
々
の
反
応
、
反
響
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
破
門
で
あ
っ
た
し
70
、
こ
の
判
決
の
数

ヶ
月
後
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
出
し
た
ド
イ
ツ
へ
の
数
通
の
手
紙
も
、
一
番
重
要
な
問
題
と
し
て
破
門
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
71
。

一
〇
八
〇
年
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
再
び
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
よ
り
処
罰
さ
れ
た
時
、
や
は
り
最
も
重
要
な
罰
は
破
門
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
は

破
門
は
二
度
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
以
前
の
破
門
よ
り
は
衝
撃
は
少
な
く
、
重
要
性
の
順
序
通
り
に
破
門
か
ら
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
72
。

こ
の
再
度
の
破
門
の
場
合
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
当
然
「
救
い
の
秩
序
」
か
ら
発
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
前
回
と
同
様
に

言
及
し
て
い
る
ペ
テ
ロ
の
「
結
び
解
く
権
利
」
も
、「
霊
的
な
こ
と
を
判
断
」
す
る
な
ら
、「
世
俗
的
な
こ
と
」
に
つ
い
て
も
判
断
し
う
る

と
い
う
権
利
も
、
同
じ
く
「
救
い
の
秩
序
」
の
中
で
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
〇
八
〇
年
の
判
決
で
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は

ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
前
回
と
違
っ
て
は
っ
き
り
と
罷
免
し
、
ル
ー
ド
ル
フ
を
新
し
い
王
と
し
て
認
め
た
が
、
そ
れ
で
も
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
最
後
に

「
悔
悛
し
…
救
わ
れ
る
」
こ
と
を
願
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
判
決
の
意
図
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
「
救
い
の
秩
序
」
の
問
題
で
あ

り
、
決
し
て
こ
の
判
決
は
単
純
に
「
統
治
の
秩
序
」
を
め
ぐ
っ
て
の
王
権
へ
の
優
位
や
支
配
権
の
主
張
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
は
、
二
元
論
の
一
方
の
相
手
で
あ
る
王
権
の
担
い
手
と
し
て
ル
ー
ド
ル
フ
を
認
め
た
だ
け
で
あ
り
、
ま
し
て
彼
自
身
が
ハ
イ
ン

リ
ヒ
に
代
わ
っ
て
王
に
な
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
王
の
罷
免
は
破
門
の
自
然
な
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。「
救
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い
の
秩
序
」
に
お
い
て
は
王
も
罪
人
で
あ
り
、「
神
の
恵
み
の
状
態
」
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
破
門
さ
れ
れ
ば
、
王
は
明
瞭
に
「
神
の
恵

み
の
状
態
」
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
統
治
の
秩
序
」
に
お
け
る
二
元
論
の
一
方
の
相
手
で
あ
る
資
格
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注⑴

ド
イ
ツ
の
「
帝
国
教
会
体
制
」
も
厳
密
に
は
皇
帝
法
王
主
義
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
し
、
地
方
の
小
さ
な
単
位
で
こ
の
皇
帝
法
王
主
義
的
な
体

制
は
あ
り
え
て
も
、
西
洋
中
世
の
国
単
位
の
規
模
で
こ
の
よ
う
な
体
制
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

⑵

フ
リ
シ
ュ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
の
言
葉
は
十
一
世
紀
末
ご
ろ
の
宗
教
上
の
論
争
に
た
び
た
び
出
て
く
る
も
の
で
、
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
も
ヘ
ル
マ
ン
へ
の
手
紙
で
引
用
し
て
い
る
。

A
.Fliche,II,p.391.

R
eg.V

III.21.

⑶

L.K
nabe,D

ie
gelasianische

Zw
eigew

altentheorie
bis
zum

Ende
des

Investiturstreits.

（1936,1965

）S.12.

⑷

G
.Tellenbach,D

ie
w
estliche

K
irche

vom
10.bis

zum
frühen

12.Jahrhundert.

（1988

）S.208,212.

⑸

ibid,s.258.

同
様
に
フ
リ
シ
ュ
が
、
こ
の
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
の
手
紙
は
ロ
ー
マ
教
会
の
特
権
と
教
会
権
力
の
優
位
に
つ
い
て
の
二
つ
の
基
本
的
な
詳

説
の
口
火
を
切
っ
た
と
見
て
い
る
の
も
、
二
つ
の
「
秩
序
」
を
区
別
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

A
.Fliche,II,p.398.

⑹

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
一
〇
七
五
年
十
二
月
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
「
救
い
の
秩
序
」
か
ら
王
権
の
教
会
へ
の
下
属
を
求
め
た
の
に
対
し
、
法
王
は
「
統

治
の
秩
序
」
に
お
い
て
王
権
を
法
王
の
手
の
中
に
あ
り
、
法
王
が
与
え
る
も
の
と
主
張
し
て
い
る
と
誤
解
し
た
の
で
あ
る
。

R
eg.III.10.

B
H
.N
r.12,13.

⑺

前
掲
拙
稿
、「
一
〇
七
七
年
」、
三
十
八
ペ
ー
ジ
。

⑻

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈢
、（
人
文
学
、
一
三
九
号
、
昭
和
五
十
八
年
）、
七
十
八
〜
七
十
九
ペ
ー
ジ
。

⑼

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈡
、（
人
文
学
、
一
三
八
号
、
昭
和
五
十
八
年
）、
六
十
七
ペ
ー
ジ
。

⑽

R
eg.I.19.

⑾

B
H
.N
r.5.

⑿

B
H
.N
r.13.

Ｃ
・
ジ
ー
バ
ー
│

レ
ー
マ
ン
は
、
カ
ー
ル
大
帝
の
戴
冠
前
に
出
来
た
と
見
ら
れ
る
ラ
テ
ラ
ノ
宮
の
モ
ザ
イ
ク
画
が
、
キ
リ
ス
ト
が

― ２９ ― グレゴリウス七世の真意



ペ
テ
ロ
に
天
国
の
鍵
を
与
え
、
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
軍
旗
を
与
え
、
さ
ら
に
次
に
ペ
テ
ロ
が
法
王
レ
オ
に
パ
リ
ウ
ム
（
肩
衣
）
を
与

え
、
カ
ー
ル
大
帝
に
軍
旗
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
王
と
世
俗
支
配
者
の
こ
の
二
重
の
同
等
性
に
よ
っ
て
、
こ
の
画
は
二
つ
の
権
力
論

を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
と
見
て
い
る
。

C
.Sieber-Lehm

ann,S.43.

⒀

W
.W
eber,S.164,168,172.

⒁

ibid,S.157-158,160.

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
に
つ
い
て
、
彼
が
二
つ
の
権
力
の
間
の
上
下
関
係
と
い
う
場
合
も
、
法
王

権
に
精
神
的
な
優
位
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
、
世
界
（
世
俗
）
へ
の
支
配
権
で
は
な
い
と
見
て
い
る
。
た
だ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ

ウ
ス
八
世
に
な
っ
て
世
界
支
配
の
考
え
、
世
俗
権
力
は
教
会
権
力
に
下
属
す
る
と
い
う
主
張
が
出
て
く
る
と
見
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
救
い
の
秩

序
」
の
面
か
ら
と
言
え
る
も
の
で
、
彼
も
世
俗
の
君
主
に
自
ら
な
ろ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

ibid,S.160.

⒂

R
eg.I.85.

⒃

R
eg.I.11.

⒄

そ
れ
に
テ
ィ
ア
ニ
ー
が
見
る
よ
う
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
自
身
が
抽
象
的
な
理
論
を
整
然
と
体
系
化
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

B
.Tierney,p.55.

⒅

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈡
、
七
十
二
ペ
ー
ジ
。

R
eg.IX

.37.

⒆

前
掲
拙
稿
、「
一
〇
七
七
年
」、
三
十
六
ペ
ー
ジ
。

⒇

A
.Fliche,II,p.342.

ち
な
み
に
こ
う
し
た
見
方
と
も
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
テ
レ
ン
バ
ハ
は
、
十
一
世
紀
前
半
に
関
し
て
皇
帝
権
の
支
配
下
で
の
法
王
権
と
い
う

言
い
方
は
誤
っ
て
い
る
と
し
、
次
の
時
代
に
お
い
て
も
誤
り
に
導
き
や
す
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
同
様
に
逆
に
法
王
権
の
支
配
下
で
の
皇
帝
権
と

い
う
表
現
や
見
方
も
問
題
が
多
い
の
で
あ
る
。
テ
レ
ン
バ
ハ
は
ま
た
、
す
で
に
普
遍
的
な
世
界
の
代
表
者
と
し
て
の
「
皇
帝
権
」
と
「
法
王
権
」

と
い
う
概
念
の
組
が
現
実
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
と
い
う
よ
り
も
、
そ

ん
な
に
精
緻
な
理
論
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
フ
ル
ー
リ
の
ユ
ー
グ
も
、
両
権
は
相
互
の
兄
弟

的
な
愛
で
結
び
つ
き
、
お
互
い
へ
の
配
慮
の
中
で
お
互
い
を
守
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
っ
た
表
現
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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G
.Tellenbach,S.68.

C
.Sieber-Lehm

ann,S.147.

21
B
H
.N
r.13.

22
R
eg.II.31.

23

R
eg.II.30.

24

R
eg.II.31.

25

B
H
.N
r.5.

26

W
.H
uschner,D

ie
ottonisch-salische

R
eichskirche.

（H
R

）S.99.

27

G
.Tellenbach,S.44.

28

Ep.N
o.44.

シ
ュ
プ
リ
ン
ガ
ー
は
、
中
世
の
皇
帝
の
権
力
範
囲
は
そ
の
要
求
か
ら
す
る
と
、
全
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
広
が
っ
て
い
た
と
見
て
い

る
。

M
.Springer,M

agdeburg,das
H
eilige

R
öm
ische

R
eich

und
die
K
aiser

im
M
ittelalter.

（H
R

）S.127.

29

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈡
、
七
十
五
ペ
ー
ジ
。

30

T.Steinbüchel,C
hristliches

M
ittelalter.
（1968

）S.245.

前
掲
拙
稿
、「
一
〇
七
七
年
」、
四
十
〜
四
十
一
ペ
ー
ジ
。

31

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈡
、
七
十
六
ペ
ー
ジ
。

32

C
.Sieber-Lehm

ann,S.71,73.

33

S.W
einfurter,H

errschaft,S.134.

G
.K
och,A

uf
dem

W
ege

zum
Sacrum

lm
perium

.

（1972
）S.86.

34

G
.Tellenbach,S.44.

35

王
ど
こ
ろ
か
法
王
も
罪
人
で
あ
る
こ
と
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
へ
の
手
紙
で
も
見
ら
れ
る
が
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
「
我
々
す
べ

て
は
審
判
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
も
か
く
キ
リ
ス
ト
教
的
な
見
方
か
ら
は
誰
も
が
罪
人
で
あ

り
、
こ
れ
に
は
例
外
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
「
統
治
の
秩
序
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
、
民
に
対
し
て
は
王
や
法
王
は
神
聖
な
存
在
と
見
な

さ
れ
、
同
一
人
物
に
二
つ
の
側
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。

R
eg.V

II.23,
II.51.

A
.Fliche,II.,p.322.
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36

T.
R
euter,

C
ontextualising

C
anossa

:
excom

m
unication,

penance,
surrender,

reconciliation,

（T.
R
euter,

M
edieval

Politics
&
m
odern

m
entalities.ed.by

J.L.N
elson.2006,2010

）,p.148.
37

H
.Fuhrm

ann,G
regor

V
II.,„G

regorianische
R
eform

“
und

Investiturstreit.

（D
as
Papsttum

.I.hg.v.M
.G
erschat.1985

）S.171.
38

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈢
、
七
十
八
〜
八
十
ペ
ー
ジ
。

39

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈡
、
八
十
九
ペ
ー
ジ
。

40

前
掲
拙
稿
、「
一
〇
七
七
年
」、
二
十
九
ペ
ー
ジ
。

41

A
.Fliche,II,p.295.

42

ibid,p.296.

43

ibid,p.319-320.

44

H
.Fuhrm

ann,D
er
w
ahre

K
aiser,S.101.

45

W
.W
eber,S.155.

46

ibid,S.154.

47

ibid,S.154-155.

48

ibid,S.158.

49

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈢
、
七
十
九
ペ
ー
ジ
。

フ
リ
シ
ュ
も
、
法
王
は
「
罪
の
弁
明
の
た
め
に
」
王
た
ち
に
彼
ら
の
行
為
に
つ
い
て
彼
に
説
明
す
る
こ
と
を
強
い
た
と
見
、
彼
が
王
た
ち
に
注
意

し
た
の
は
、
神
学
的
、
宗
教
的
な
観
点
か
ら
で
あ
り
、
政
治
本
来
の
こ
と
に
介
入
す
る
気
は
な
か
っ
た
と
見
て
い
る
。
フ
リ
シ
ュ
は
ま
た
、
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
は
世
俗
君
主
に
対
し
良
心
の
真
の
指
導
者
で
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
王
へ
の
手
紙
（R

eg.IV
.28

）
は
、
世
俗
君
主
に
対
し
彼
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
精
神
的
指
導
の
手
紙
の
典
型
と
見
て
い
る
。

A
.Fliche,II,p.333-334,323,321-322.

50

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈡
、
九
十
一
ペ
ー
ジ
。

51

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈢
、
七
十
九
〜
八
十
ペ
ー
ジ
。

52

同
右
、
八
十
ペ
ー
ジ
。

53

R
eg.III.10.
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54

R
eg.IV

.2.

55
S.W

einfurter,H
errschaft,S.134.

56
G
.Tellenbach,S.261.

57

T.Struve,S.59.

58

W
.Stürm

er,G
regors

V
II
Sichtvom

U
rsprung

der
herrscherlichen

G
ew
alt.

（SG
.X
IV
.1991

）S.61.

同
様
に
、
ジ
ー
バ
ー
│

レ
ー
マ
ン
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
一
〇
八
一
年
の
ヘ
ル
マ
ン
宛
の
手
紙
（R

eg.V
III.21

）
で
、
教
会
権
力
の
優
位
を
強
く

描
き
、
世
俗
の
支
配
権
を
悪
魔
の
作
っ
た
も
の
と
し
て
弾
劾
し
た
と
し
、
シ
ー
フ
ァ
ー
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
の
手
紙
で
世
俗
の
権
力
は
そ
の

起
源
か
ら
罪
の
性
質
を
も
つ
と
見
て
い
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
一
〇
八
一
年
の
ヘ
ル
マ
ン
宛
の
手
紙
は
、
一
〇
七
六
年
の
も
の
と
は
主
な
点
で
は
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。

C
.Sieber-Lehm

ann,S.149.
R
.Schieffer,G

regor
V
II,S.208.

59

S.W
einfurter,H

errschaftslegitim
ation,S.87.

ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
ボ
ス
ホ
ー
フ
も
カ
ノ
ッ
サ
事
件
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
指
導
は
今
や
は
っ
き
り
と
法
王
の
も
と
に
あ
っ
た
と
見
、
そ

れ
ゆ
え
「
王
位
の
非
神
聖
化
」、「
中
世
王
権
史
に
お
け
る
決
定
的
な
画
期
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。

W
.H
artm

ann,D
er
Investiturstreit.

（1993
）S.89.

E.B
oshof,D

ie
Salier.

（1987

）S.234-235.

60

W
.H
uschner,S.108.

61

王
の
支
配
権
の
神
か
ら
の
由
来
を
強
調
す
る
た
め
に
、「D

ei
gratia

」（
神
の
恵
み
に
よ
る
）
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
な
正
当
化
の
文
言
で
も
っ

て
示
さ
れ
た
が
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
は
一
〇
七
六
年
以
後
も
こ
の
「D

eigratia

」
を
使
い
続
け
、
そ
の
後
の
王
も
同
様
で
あ
る
。

W
.H
uschner,S.99.

62

F.K
em
pf,Innocenz

III.

（D
as
Papsttum

I.op.cit.

）S.206.
F.J.Schm

ale,D
as
Papsttum

im
Zeitalter

B
ernhards

von
C
lairvaux

und
der

frühen
Staufer.

（D
as
Papsttum

I.op.cit.

）S.185.

63

O
.Engels,V

on
den

Staufern
zu
den

A
njou.

（D
as
Papsttum

I.op.cit.

）,S.214.

64

F.K
em
pf,S.198.

Ｏ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
皇
帝
権
の
神
よ
り
の
直
接
性
と
こ
の
地
位
の
法
王
と
の
同
等
性
は
、
法
王
庁
に
よ
り
も
は
や
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
評
を
十
二
世
紀
末
の
と
こ
ろ
で
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
は
少
な
く
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ

― ３３ ― グレゴリウス七世の真意



う
。
テ
レ
ン
バ
ハ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
君
主
権
の
「
非
神
聖
化
」
は
歴
史
の
現
実
の
中
で
失
敗
し
た
と
評
し
て
い
る
。

O
.Engels,S.226.

G
.Tellenbach,S.269.

65

前
注
、
61
、
参
照
。

66

R
eg.V

II.25.
A
.Fliche,II,p.319.

ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
、
こ
の
手
紙
で
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
「
太
陽
と
月
」
の
譬
え
を
二
元
論
的
な
意
味
で
解
釈
し
、
王
権
と
法
王
権
の
両
権
が
人
間
を
と

も
に
統
治
す
る
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

W
.W
eber,S.155.

67

A
.Fliche,II,p.318.

フ
リ
シ
ュ
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
王
へ
の
手
紙
も
こ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

R
eg.V

.10,
V
II.21.

68

フ
リ
シ
ュ
は
、
こ
の
点
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
と
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
発
言
の
違
い
か
ら
、
前
者
に
と
っ
て
二
つ
の

権
力
は
何
の
留
保
条
件
も
な
し
に
神
か
ら
出
て
い
る
の
に
、
後
者
は
ヘ
ル
マ
ン
へ
の
手
紙
で
王
権
を
「
こ
の
世
の
人
間
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
」

も
の
と
し
て
い
る
と
し
、
ヘ
ル
マ
ン
へ
の
手
紙
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
へ
の
手
紙
の
違
い
か
ら
、「
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
自
ら
矛
盾
し
た
の
か
」

と
疑
問
を
出
し
苦
し
い
説
明
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
い
う
ヘ
ル
マ
ン
へ
の
手
紙
は
一
〇
八
一
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
既
述
の

よ
う
に
一
〇
七
六
年
の
も
の
と
主
な
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。

A
.Fliche,II,p.402-405.

69

フ
リ
シ
ュ
は
、
破
門
と
罷
免
は
分
け
難
い
も
の
で
あ
り
、
罷
免
は
多
く
の
点
で
破
門
の
結
果
で
あ
る
と
見
て
い
る
の
に
、
他
方
で
は
、
こ
の
判
決

に
お
い
て
罷
免
が
破
門
に
先
じ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
以
前
の
誰
も
、
ペ
テ
ロ
（
法
王
）
の
権
力
を

世
俗
の
こ
と
に
拡
張
し
な
か
っ
た
と
矛
盾
し
た
見
方
を
し
て
い
る
。

A
.Fliche,II,p.286-287,285.

70

よ
く
知
ら
れ
た
ボ
ニ
ゾ
ー
の
こ
の
判
決
に
つ
い
て
の
記
述
も
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
破
門
の
知
ら
せ
で
、「
ロ
ー
マ
世
界
が
震
動
し
た
」
と
表
現
し
て

い
る
。

B
onizo,Liber

ad
am
icum

,

（M
onum

enta
G
regoriana,1865,1964

）S.670.
C
.Sieber-Lehm

ann,S.49.

71

R
eg.IV

.1,2.
Ep.N

o.14.
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72

R
eg.V

II.14
a.

三
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
現
世
観
、
こ
の
世
観

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
「
統
治
の
秩
序
」
に
お
い
て
、
世
俗
の
君
主
と
支
配
権
を
争
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
前
章
で
示
し
た
が
、
こ
の
こ

と
は
彼
の
現
世
観
か
ら
見
て
も
十
分
に
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

彼
は
、「
人
間
の
生
が
如
何
に
は
か
な
く
、
現
世
に
生
き
る
人
々
の
希
望
が
如
何
に
偽
り
の
も
の
で
あ
る
か
」
と
語
り
⑴
、
デ
ン
マ
ー

ク
王
に
も
「
こ
の
地
上
の
も
の
は
、
如
何
に
は
か
な
く
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
た
え
ず
す
べ
て
の
も
の
が
破
滅
へ
と
急
い
で
い
る
」

と
諭
し
て
い
る
よ
う
に
⑵
、
彼
が
常
に
強
調
し
て
い
た
こ
と
は
、
現
世
的
な
も
の
へ
の
強
い
軽
蔑
、
蔑
視
で
あ
り
、
彼
が
世
俗
的
な
栄
誉

や
財
産
を
求
め
、
権
力
欲
に
駆
ら
れ
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
手
紙
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
⑶
。

彼
は
一
〇
七
六
年
二
月
の
四
旬
節
会
議
で
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
破
門
等
の
判
決
文
に
お
い
て
、
ペ
テ
ロ
に
対
し
彼
が
法
王
に
な
っ
た
の

も
、「
私
は
盗
み
の
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
誓
い
、
法
王
の
地
位
に
就
く
こ
と
に
つ
い
て
、「
こ
の
世
の
栄
誉
の
た
め
に
、
こ
の
世

の
企
み
に
よ
っ
て
ペ
テ
ロ
の
地
位
を
奪
い
取
る
よ
り
も
、
私
の
生
涯
を
巡
礼
の
中
で
終
り
た
く
思
っ
て
い
た
こ
と
」
へ
の
ペ
テ
ロ
が
「
証

人
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
⑷
。

さ
ら
に
一
〇
七
六
年
七
月
二
十
五
日
の
ド
イ
ツ
宛
の
手
紙
で
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
「
邪
悪
な
諸
侯
や
不
信
仰
な
教
会
人
に
対
し
私
を

駆
り
立
て
る
の
は
、
快
適
な
世
俗
的
な
も
の
へ
の
顧
慮
で
は
な
く
、
私
の
職
へ
の
顧
慮
と
使
徒
の
座
の
力
で
あ
る
」
と
語
り
⑸
、
同
年
九

月
三
日
の
ド
イ
ツ
宛
の
手
紙
で
も
、「
こ
の
世
の
傲
慢
や
こ
の
世
の
む
な
し
い
欲
望
で
は
な
く
」、
法
王
座
と
教
会
へ
の
配
慮
と
規
律
が

「
私
を
王
へ
の
反
対
」
へ
と
動
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
⑹
、
世
俗
的
な
権
力
へ
の
野
心
で
は
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い

― ３５ ― グレゴリウス七世の真意



る
。
フ
リ
シ
ュ
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
現
世
的
な
栄
光
へ
の
欲
望
や
傲
慢
さ
を
、
そ
の
源
が
全
く
悪
魔
的
な
も
の
で
悲
し
む
べ
き
情
熱
で

あ
る
と
見
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
⑺
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
最
晩
年
に
近
い
一
〇
八
四
年
七
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
書
い
た
手
紙
で
も
、
人
々
が
「
世
俗
へ
の
愛
に
酔
い
、
む

な
し
い
野
心
に
惑
わ
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
と
誠
実
を
欲
望
と
傲
慢
の
あ
と
に
お
い
て
い
る
」
と
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
⑻
、
彼
の
行
動

は
一
般
の
世
俗
の
支
配
者
の
行
動
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
は
現
世
で
の
世
俗
的
な
野
心
と
い
う
も
の
は
無
縁
の
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
⑼
。

彼
の
こ
の
現
世
的
な
も
の
へ
の
根
本
的
な
蔑
視
に
関
し
て
、
従
来
の
研
究
で
は
概
し
て
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
し
、
欧
米
の

研
究
者
に
あ
り
が
ち
な
劇
的
な
も
の
を
求
め
る
傾
向
か
ら
、
彼
の
行
動
に
つ
い
て
世
俗
の
君
主
た
ち
と
同
じ
次
元
で
野
心
に
燃
え
華
々
し

く
戦
い
争
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
来
の
研
究
の
大
き
な
欠
陥
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
例

え
ば
シ
ュ
ル
ツ
ェ
が
、
カ
ノ
ッ
サ
城
は
、
王
に
対
す
る
法
王
の
勝
利
、
神
政
政
治
に
対
す
る
教
権
政
治
の
勝
利
と
見
、
そ
の
象
徴
と
な
っ

た
と
し
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
こ
の
世
紀
的
な
戦
い
の
主
役
と
な
り
、
こ
の
戦
い
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
殲
滅
戦
、
そ
し
て

絶
望
的
な
戦
い
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
⑽
。
あ
る
い
は
既
述
の
よ
う
に
ヴ
ァ
イ
ン
フ
ル

タ
ー
も
、
地
上
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
で
最
高
位
を
求
め
て
王
と
法
王
が
争
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
か
ら
最
高
の
服
従
を
要
求
し
た
と
見
て

い
る
が
⑾
、
こ
の
よ
う
に
地
上
で
激
し
く
戦
う
、
威
圧
的
と
も
見
え
る
支
配
者
の
姿
な
ど
、
彼
の
現
世
観
、
こ
の
世
観
を
十
分
に
考
慮
に

入
れ
れ
ば
、
彼
の
本
心
か
ら
は
余
り
に
も
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

注⑴

R
eg.IV

.24.

前
掲
拙
稿
、「
一
〇
七
七
年
」、
二
十
六
ペ
ー
ジ
。
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⑵

R
eg.V

II.21.

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈡
、
九
十
〜
九
十
一
ペ
ー
ジ
。

⑶

前
掲
拙
稿
、「
一
〇
七
七
年
」、
二
十
六
ペ
ー
ジ
。

⑷
R
eg.III.10

a.
⑸

R
eg.IV

.1.

⑹

R
eg.IV

.3.

⑺

A
.Fliche,II,p.407.

⑻

Ep.va.54.

⑼

前
掲
拙
稿
、「
晩
年
」、
㈢
、
七
十
八
ペ
ー
ジ
。

⑽

H
.K
.Schulze,S.412-413.

⑾

S.W
einfurter,H

errschaftslegitim
ation,S.88.

S.W
einfurter.D

ie
Salier

und
das

R
eich,S.10.

お

わ

り

に

カ
ノ
ッ
サ
事
件
に
つ
い
て
の
Ｊ
・
フ
リ
ー
ト
の
新
し
い
見
解
は
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
⑴
、
こ
の
新
説
を
め
ぐ
る
議
論
は
今
も
結
着

は
つ
い
て
い
な
い
と
は
い
え
⑵
、
ま
た
実
際
こ
の
説
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
彼
が
提
示
し
た
「
平
和
条
約
」
と
し
て
の

カ
ノ
ッ
サ
評
価
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
立
場
を
考
え
る
と
、
十
分
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
⑶
。

こ
の
フ
リ
ー
ト
説
が
出
る
ま
で
は
、
概
し
て
カ
ノ
ッ
サ
へ
の
評
価
に
お
い
て
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
の
関
係
が
対
立
的

敵
対
的
、
あ
る
い
は
勝
者
敗
者
の
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
で
は
、
特
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ

ス
の
立
場
や
真
意
へ
の
誤
解
に
な
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
一
面
き
び
し
く
激
し
い
性
格
の
持
ち
主
で
あ
り
、
教
会
改
革
に
つ
い
て
も
大
変
熱
心
な
人
物
で
あ
っ
た
⑷
。

― ３７ ― グレゴリウス七世の真意



こ
の
面
か
ら
は
彼
は
急
進
的
過
激
な
改
革
派
、
革
新
派
さ
ら
に
は
革
命
的
な
人
物
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
が
、
他
面
し
か
し
彼
は
特
に

ド
イ
ツ
の
王
権
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
穏
健
で
保
守
的
伝
統
主
義
的
な
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
特
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
に
対
し
て
言
え

る
ば
か
り
か
、
こ
の
王
へ
の
特
別
に
強
い
尊
敬
の
念
か
ら
、
そ
の
子
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
に
対
し
て
も
特
別
な
思
い
や
強
い
期
待
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
彼
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
に
懐
く
父
親
的
な
気
持
か
ら
も
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
に
対
し
て
は
他
の
王
に
は
見
ら

れ
な
い
親
し
み
を
強
く
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

強
い
教
会
改
革
へ
の
志
向
が
世
俗
権
力
に
対
し
て
も
革
新
的
革
命
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
、
宗
教
上
の
改
革
派
が
そ
の
ま
ま
政
治
上
の

改
革
派
と
な
る
と
一
般
的
に
は
見
ら
れ
や
す
い
が
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
へ
の
誤
解
も
こ
の
よ
う
な
面

か
ら
来
て
い
る
が
、
彼
に
と
っ
て
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
の
時
代
は
王
権
・
皇
帝
権
と
法
王
権
の
協
調
、
協
力
の
下
に
教
会
改
革
が
推
進
さ

れ
た
理
想
の
時
代
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
再
現
を
子
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
に
常
に
期
待
し
夢
見
て
い
た
と
い
う
の
が
、
彼
の

本
心
や
本
音
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
⑸
。
カ
ノ
ッ
サ
の
和
も
、
こ
の
気
持
か
ら
初
め
て
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ノ
ッ
サ
後
、
彼
の

希
望
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
行
動
や
対
立
王
の
出
現
な
ど
に
よ
り
実
現
は
し
な
か
っ
た
が
、
彼
は
最
後
ま
で
ど
こ
か
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
へ
の

期
待
を
も
ち
夢
を
追
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
こ
の
世
の
秩
序
と
し
て
は
最
後
ま
で
二
元
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
論
の
よ
う
に
「
統
治
の
秩
序
」
と
「
救
い
の
秩

序
」
と
い
う
二
つ
の
秩
序
観
を
想
定
す
れ
ば
十
分
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
従
来
の
研
究
は
こ
の
二
つ
の
「
秩
序
」
へ
の
認

識
が
不
十
分
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
真
意
へ
の
誤
解
を
生
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
既
に
フ
リ
シ
ュ
も
、「
世
俗
的
秩
序
」、「
政
治
的
秩
序
」
と
「
宗
教
的
秩
序
」、「
カ
ノ
ン
的
秩
序
」
と
い
う
用
語
で
も
っ
て
本

論
の
二
つ
の
「
秩
序
」
に
近
い
も
の
を
指
し
て
い
る
が
⑹
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
内
容
を
本
論
の
よ
う
に
、
王
権
と
法
王
権
の
同
等
性
や
上

下
関
係
を
「
統
治
」
や
「
救
い
」
の
面
で
明
確
に
し
て
い
な
い
た
め
に
、
二
つ
の
「
秩
序
」
の
区
別
、
違
い
が
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い
な
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い
の
で
あ
る
⑺
。
例
え
ば
フ
リ
シ
ュ
が
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
政
治
的
秩
序
の
あ
ら
ゆ
る
考
え
か
ら
無
縁
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
見
、
既
述
の

ヘ
ル
マ
ン
宛
の
手
紙
（R

eg.IV
.2

）
に
お
い
て
、
封
建
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
頂
点
に
法
王
を
置
く
こ
と
は
全
く
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
し
、

君
主
た
ち
の
上
に
何
ら
の
主
権
を
も
僣
取
し
て
い
な
い
と
見
て
い
る
こ
と
は
⑻
、「
救
い
の
秩
序
」
の
面
と
し
て
的
確
な
の
で
あ
る
が
、

他
方
フ
リ
シ
ュ
が
例
え
ば
カ
ノ
ッ
サ
で
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
皇
帝
法
王
主
義
が
ロ
ー
マ
の
首
位
権
の
前
に
屈
服
し
た
と
述
べ
た
り
、
彼
の
著

書
の
第
六
章
の
表
題
を
「
キ
リ
ス
ト
教
諸
王
国
の
法
王
座
へ
の
従
属
」
と
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
⑼
、
本
論
で
い
う
二
つ
の
「
秩

序
」
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
し
、
ま
た
誤
解
を
与
え
る
表
現
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
彼
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四

世
の
立
場
を
一
貫
し
て
「
皇
帝
法
王
主
義
」
と
見
て
い
る
の
も
問
題
な
の
で
あ
る
⑽
。

二
つ
の
「
秩
序
」
の
存
在
を
明
瞭
に
区
別
し
て
考
え
れ
ば
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
対
し
て
は
勿
論
の
こ
と
、
世
俗
権
力
一

般
に
対
し
て
も
、
決
し
て
こ
れ
と
政
治
支
配
上
の
問
題
で
同
次
元
に
立
っ
て
対
決
し
戦
お
う
と
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
の
立
場
は
、
彼
の
現
世
観
、
こ
の
世
観
を
考
え
れ
ば
、
な
お
一
層
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
る
。

欧
米
の
研
究
者
は
一
般
に
、
敵
・
味
方
、
善
悪
、
正
邪
、
黒
白
の
対
比
で
物
事
を
捉
え
が
ち
で
あ
り
、
し
か
も
劇
的
な
も
の
、
目
立
つ

も
の
へ
の
志
向
か
ら
か
歴
史
の
流
れ
の
中
に
劇
的
な
変
化
や
画
期
を
性
急
に
求
め
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
、
誇
張
さ
れ
た
説
に
な
り
や
す

い
の
で
あ
る
。
神
聖
王
権
へ
の
見
方
も
そ
の
一
つ
の
典
型
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
へ
の
評
価
に
も
こ
れ
が
顕
著
に
見
ら

れ
、
結
局
は
彼
の
真
意
や
本
音
が
十
分
に
汲
み
取
ら
れ
ず
、
相
変
わ
ら
ず
誤
解
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
い
や
少
な
く

と
も
誤
解
を
与
え
る
よ
う
な
表
現
が
相
も
変
わ
ら
ず
好
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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