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「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

わ
れ
た
金
剛
菩
薩

(Vajra)

釈
尊
の
入
減
せ
ら
れ
る
や
、

つ
の
恐
ろ
し
い
姿
、

(hetu,vidya) 

（
竜
桐
）

、-

し
カ

い
ら
い
の
密
教
に
お
い
て
法
身
（
本

た
だ
ち
に
大
日
如
来

(
M
a
h
a
v
a
i
r
o
c
a
n
a
)
が
そ
の
弟
子
た
ち
の
み
を
集
め
て
説
法
せ
ら
れ
た
と
き
、

Ill 

シ
ヴ
ァ
神

(Siva)
す
な
わ
ち
不
動

(Acala)

は
、
そ
の
と
き
、
他
の
弟
子
た
ち
が
シ
ヴ
ァ
神
の
光
の
た
め
目
が
く
ら
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
な
か
に
、

と
り
師
の
方
を
向
い
て
「
こ
ん
な
輝
し
い
姿
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
が
、

か
れ
は
何
人
で
し
ょ
う
か
。
」

て
如
来
は
「
か
れ
は
な
ん
じ
自
身
だ
。
」
と
言
わ
れ
、
金
剛
菩
薩
は
た
だ
ち
に
そ
の
意
味
を
知
っ
た
。

ひ

と
問
う
た
。
そ
れ
に
答
え

注
山
密
教
の
画
像
で
は
不
動
明
王
の
ワ
キ
に
キ
ン
カ
ラ

(Kirp.kara,
随
順
）
と
チ
ェ
ー
ク
カ

(Cetaka,
息
災
、
福
寿
）
の
二
少
年
を
立
た
し
め
て
い

る
。
不
動
の
意
義
を
後
に
述
べ
る
ご
と
く
解
す
る
と
き
は
、
こ
の
二
少
年
に
よ
る
陰
喩
は

J
u
n
g
の
精
神
分
析
学
に
よ
っ
て
裏
付
け
せ
ら
れ
る
。

古
代
イ
ン
ド
の
こ
の
寓
話
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ひ
ろ
く
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ

地
身
）
説
法
の
と
き
出
現
し
た
不
動
の
姿
で
あ
り
、
弘
法
大
師
の
密
教
は
非
凡
の
知
者
に
は
こ
の
説
法
に
対
す
る
三
昧
（
さ
ん
ま
い
）
を
、

山

そ
れ
以
外
の
も
の
に
は
方
便
的
に
三
昧
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
真
言
（
し
ん
ご
ん
）
を
唱
え
る
こ
と
の
み
を
要
求
す
る
。
大
師
の
密
教
が

真
言
宗
と
称
せ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
こ
こ
に
存
す
る
。
し
か
る
に
一
方
に
お
い
て
顕
教
に
お
け
る

a
n
i
c
c
a
sarp.khara 
(
諸
行
無
常
）
は
誤

り
で
あ
り
、
そ
れ
は
釈
尊
の
ご
遺
言
た
る

v
a
y
a
d
h
a
m
m
a
sarp.khara (
諸
行
是
因
縁
所
生
）
に
バ
ラ
モ
ン
的
注
釈
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
す
で
に
わ
が
富
永
半
次
郎
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
因
縁

(hetu,paccaya)
を
原
因
と
解
す
る
伝
統
的
解

釈
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ワ
レ
ー
ザ
ー

(
M
a
x
 W
a
l
l
e
s
e
r
)
、
わ
が
松
本
文
三
郎
、
和
辻
哲
郎
両
博
士
は
因
縁
を
因
明

に
お
け
る
因

(hetu)
す
な
わ
ち
論
理
学
に
お
け
る
理
由
と
解
す
る
新
説
を
示
し
て
、
旧
説
を
是
正
し
て
い
る
。

ニ―――九

の
姿
が
光
り
輝
い
て
現
わ
れ
た
。
弟
子
の
う
ち
第
一
の
知
者
と
言
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の
精
神
的
支
柱

(
m
o
r
a
l
s
t
a
n
d
b
y
s
)
の
―
つ
で
あ
り
、

（
昭
和
三
十
七
年
七
月
一
日
）

に
お
い
て
も
「
精
神
的
支
柱
の
な
い

ら
ば
密
教
に
お
け
る
不
動
は
顕
教
に
お
け
る
梵
文
法
華
経
の

r
d
d
h
y
a
b
h
i
s
a
i
p
.
s
k
a
r
a
(saip.skara11[P.] 
saip.khara) 
の
―
つ
の

主
要
な
る
シ
ン
ボ
ル
に
該
当
し
、
か
つ
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
キ
リ
ス
ト
教
的
考
え
方
に
お
け
る

q
u
a
l
m
s
(pangs, o
r
 p
a
c
k
s
)
 
o
f
 

②
 

c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
 
(
~
,
心
の
か
し
ゃ
く
）
に
当
る
。
し
か
も
こ
の
良
心
の
か
し
ゃ
く
は
イ
ギ
リ
ス
文
化
の
中
心
を
な
し
、
か
つ
イ
ギ
リ
ス
国
家

し
た
が
っ
て
精
神
的
ス
ク
ミ
ナ

(
m
o
r
a
l
s
t
a
m
i
n
a
)
す
な
わ
ち
精
神
的
バ
ッ

（昭一
1

一七

注
山
真
言
の
一
例
。
光
明
真
言
で
は
「
オ
ン
・
ア
ボ
ギ
ャ
・
ペ
イ
ロ
シ
ャ
ノ
ー
・
マ
カ
ボ
ダ
ラ
・
マ
ニ
・
ハ
ン
ド
マ
・
ジ
ン
バ
ラ
・
ハ
ラ
バ
リ
ク
ヤ
•

ウ
ン
」
と
い
う
梵
文
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
の
凡
人
に
と
っ
て
「
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
わ
か
ら
な
い
語
で
あ
り
」
、
英
語
で
ê
That
is 
all 
G
r
e
e
k
 

(Sanskrit) 
to 
ordinary Japanese,")
で
ネ
て
る
ぶ
～
‘
子

J

の音
H
沐
は
不
空
大
日
の
大
印
で
如
意
宝
・
け
ん
げ
・
光
明
を
発
生
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
法
身
大
日
如
来
の
大
愛
の
偉
大
な
る
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
光
り
輝
く
大
自
然
の
美
を
讃
え
て
い
る
。
武
島
羽
衣
の
作
詩
「
美
し
き
天
然
」
、
自

作
、
「
ト
・
テ
ィ
・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
と
私
」
（
関
大
・
法
学
論
集
十
一
巻
一
1
-
•四
•
五
合
併
号
、
―
-
＝
二
頁
）
参
照
。

②
イ
ギ
リ
ス
人
の
も
の
の
考
え
方
に
お
け
る
文
化
と
社
会
（
国
家
を
含
む
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
自
著
「
英
国
刑
事
公
民
政
治
史
序
説
」

年
版
）
中
の
「
英
語
の

culture
に
つ
い
て
」
参
照
。

し
か
る
に
一
方
に
お
い
て
太
平
洋
戦
争
の
直
前
と
戦
時
に
お
い
て
禅
の
不
立
文
字
と
善
悪
不
二
は
そ
の
質
的
弁
証
法
と
ャ
ス
。
＾
ー
ス
的

国
家
観
に
よ
っ
て
戦
争
哲
学
を
生
ん
だ
が
、
こ
の
種
の
戦
争
哲
学
の
う
ち
も
っ
と
も
目
立
っ
た
も
の
は
田
辺
元
文
博
の
論
文
「
国
家
の
道

義
性
」
（
中
央
公
論
、
昭
和
十
六
年
秋
季
特
大
号
所
載
）
で
あ
り
、
仏
国
禅
師
の
北
条
時
宗
に
対
す
る
こ
と
ば
で
結
ん
で
即
時
の
開
戦
を
強

調
し
て
お
り
、
こ
の
悲
し
む
ぺ
き
仏
教
的
政
治
哲
学
に
関
す
る
一
般
国
民
の
反
省
と
追
憶
が
戦
後
の
日
本
国
家
か
ら
そ
の
精
神
的
支
柱
を

奪
っ
て
し
ま
っ
た
。
朝
日
新
聞
の
「
こ
こ
ろ
の
ペ
ー
ジ
宗
教
時
評
」

国
」
と
題
し
て
、
現
在
の
わ
が
国
に
お
い
て
「
示
さ
れ
る
日
本
と
い
う
国
家
像
」
に
は
精
神
的
支
柱
が
な
い
と
記
し
、
そ
れ
に
つ
い
で

ク
ボ
ウ
ン

(
b
a
c
k
b
o
n
e
)
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

ニ
四

0

720 



「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

過
程

(
c
a
m
p
a
i
g
n
)
の
義
か
ら
の
転
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
は
民
主
制
（
国
会
中
心
の
）
の
主
張
が
強
く
、
こ
の
主
張
は
民
主
制
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
た

る
言
論
の
自
由
に
対
し
て
も
西
ド
イ
ッ
風
に
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、

が
主
張
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
主
張
に
お
け
る
民
主
制
は
、

民
主
制
で
あ
る
。
な
お
民
主
制
の
必
須
要
件
が
言
論
の
自
由
に
あ
る
こ
と
は
．
論
者
の
主
張
す
る
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
要
件
を
成
就
せ
し

め
る
た
め
に
は
民
主
制
が
正
し
い
文
化
的
基
礎
す
な
わ
ち
正
し
い
精
神
的
支
柱
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
基
礎
な
く
し
て
言
論

の
自
由
あ
る
民
主
制
は
不
安
定
で
あ
り
、
西
ド
イ
ッ
風
の
制
限
論
の
出
る
ゆ
え
ん
こ
こ
に
存
す
る
。
ゆ
え
に
あ
く
ま
で
言
論
の
自
由
を
尊

重
し
つ
つ
、
民
主
制
を
守
ろ
う
と
す
る
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
風
学
者
た
ち
の
多
く
は
社
会
体
系

(the
physical social 
s
y
s
t
e
m
)
と
政

治
過
程

(the
p
r
o
c
e
s
s
 of g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 t
h
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 p
r
g
e
s
s
)
と
を
主
張
し
、
政
府
と
あ
ら
ゆ
る

p
r
e
s
s
u
r
e
g
r
o
u
p
s
 

と
の
間
に
お
け
る
、
力
の
均
衡

(balance
of 
p
o
w
e
r
`
l
'
e
q
u
i
l
i
b
r
e
 
d
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
)
す
な
わ
ち
力
の
政
略
的
均
衡

(political

equilibrium, l'equilibre 
politique) 
に
よ
っ
て
革
命
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
。
う
え
の
原
語
た
る
米
語
の

p
r
o
c
e
s
s
と
は
作
戦

つ
ぎ
に
戦
後
に
は
禅
プ
ー
ム
の
時
期
が
起
っ
て
現
に
存
す
る
と
言
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
戦
後
に
禅
（
南
宗
禅
）
に
お
け
る
座
禅
の
実
践
的

研
究
が
流
行
し
て
来
た
の
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
研
究
は
主
と
し
て
つ
ぎ
の
三
つ
の
目
的
か
ら
行
な
わ
れ
て
来
た
。
7
2

か
え
れ
ば
、
精
神
的
支
柱
を
有
す
る
民
主
制
で
は
な
く
、

て
い
る
。

ニ
四

「
国
家
に
絶
対
的
な
神
性
を
与
え
た
ナ
チ
ス
、
国
家
と
民
族
を
民
族
宗
教
的
な
仏
教
ー
—
特
に
禅
ー
に
よ
っ
て
結
合
し
て
国
家
を
宗
教

化
し
た
過
去
の
日
本
の
哲
学
の
に
が
い
追
憶
が
、
そ
う
し
た
空
白
な
国
家
像
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
光
）
」
と
論
じ

フ
ラ
ン
ス
風
に
あ
く
ま
で
こ
の
自
由
を
守
る
べ
き
こ
と

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
の
ご
と
き
文
化
的
基
礎
に
立
つ
民
主
制
で
は
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
風
に
文
化
を
し
て
社
会
（
国
家
を
含
む
）

、、
し、＞

に
優
越
せ
し
め
る
場
合
の



注
山
自
著
、
英
国
刑
事
公
民
政
治
史
序
説
（
昭
三
七
年
版
）
附
録
舘
頁
。

哲
学
を
国
民
に
奨
励
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。

二塁

す
な
わ
ち
日
戦
前
戦
後
に
西
洋
的
教
育
の
み
の
影
響
を
受
け
て
座
禅
に
顕
教
に
お
け
る
如
来
禅
（
北
宗
禅
、
三
昧
）
と
祖
師
禅
（
南
宗
禅
）

と
密
教
に
お
け
る
三
昧
の
区
別
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
イ
ン
テ
リ
が
精
神
修
養
の
た
め
の
一
種
の
静
座
法
を
研
究
す
る
た
め
か
、
口
脳
研

究
の
生
理
学
者
た
ち
が
、
形
式
論
理
学
的
思
考
の
た
め
に
大
脳
は
筋
肉
が
動
い
て
い
る
と
き
ほ
ど
よ
く
慟
く
と
考
え
て
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な

山

ペ
リ
。
＾
ト
ス
や
仏
教
の
座
禅
を
含
め
た
東
洋
的
静
座
一
般
を
研
究
す
る
た
め
か
、
国
禅
（
南
宗
禅
）
の
坐
禅
の
際
に
お
け
る
自
己
催
眠
の

変
態
心
理
学
的
研
究
を
行
な
っ
て
精
神
分
析
学
に
よ
る
心
身
相
関
症

(
p
s
y
c
h
o
,
s
o
m
a
t
i
c
diseases)

の
治
療
に
応
用
す
る
た
め
か
の

た
め
、
禅
の
座
禅
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
来
た
。
さ
れ
ば
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
禅
プ
ー
ム
は
禅
が
日
本
国
家
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
家
観
念
を
離
れ
て
禅
が
国
民
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
な
お
、
昭
和
二
十
五
年
追
放
令
が
依
然
と
し
て
厳
然
行
な
わ
れ
て
い
た
と
き
、
わ
が
政
府
が
上
記
の
「
国
家
の
道
義
性
」
で
対

米
開
戦
を
あ
ふ
り
た
て
た
田
辺
元
氏
に
文
化
懃
章
を
与
え
た
の
も
、
当
局
者
の
思
想
的
無
知
か
ら
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
田
辺
氏
の
戦
争

し
か
ら
ば
今
後
の
日
本
に
お
い
て
は
、
国
家
、
し
か
も
民
主
制
国
家
の
精
神
的
支
柱
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
こ
の
支

柱
が
戦
前
戦
時
の
戦
争
哲
学
た
り
し
仏
教
弁
証
法
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
支
柱
は
形
式
論
理
学
1

イ
ン
ド
で
は
因
明

I

の
も
と
良
心
の
自
由
を
認
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
。
し
か
も
こ
の
支
柱
は
国
民
一
般
の
精
神
的
支
柱
と
な
ら
ね
ば

な
ら
な
い
か
ら
、
哲
学
に
裏
付
け
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
宗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
イ
ギ
リ
ス
的
キ
リ

ス
ト
教
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
さ
し
つ
か
え
な
い
。
し
か
し
長
い
仏
教
的
伝
統
を
有
す
る
日
本
で
は
、
そ
れ
が
仏
教
で
あ
り
、

え
の
ご
と
き
、
良
心
の
自
由
を
認
め
る
仏
教
で
あ
る
こ
と
が
日
本
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
便
宜
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

し
か
も
う
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心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

意
味
る
い
ろ
は
歌
を
東
密
の
弘
法
大
師
の
作
と
考
え
て
来
て
い
る
。

し
か
ら
ば
民
主
制
の
思
想
が
は
い
り
国
会
が
設
立
せ
ら
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
の
日
本
に
お
い
て
、
な
ぜ
う
え
の
ご
と
き
、
良
心
の
自
由

を
認
め
る
仏
教
が
日
本
国
家
の
精
神
的
支
柱
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
明
治
維
新
以
前
か
ら
わ
が
仏
教
は
顕
教
も

密
教
も
諸
行
無
常
の
哲
学
的
解
釈
を
認
め
て
お
り
、
個
性
の
絶
対
尊
厳
を
認
め
る
こ
と
を
迷
い
と
観
じ
た
が
、
こ
の
点
と
、
こ
の
考
え
か

ら
多
く
の
教
派
で
は
形
式
論
理
学
的
な
禁
欲
主
義
を
主
張
し
、
ま
た
一
部
の
教
派
で
は
質
的
弁
証
法
を
主
張
し
た
点
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
顕
教
の
う
ち
に
お
い
て
た
だ
禅
は
不
立
文
字
を
主
張
し
、
諸
行
無
常
に
つ
い
て
の
形
式
論
理
学
的
な
禁
欲
主
義
解
釈
を
否
定
し
て
善
悪

不
二
の
質
的
弁
証
法
を
主
張
し
た
。
た
だ
し
富
永
半
次
郎
氏
は
既
述
の
ご
と

v
anicca sarp.khara
は
バ
ラ
モ
ン
的
。
ハ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に

過
す
ぎ
な
い
と
発
見
し
て
質
的
弁
証
法
に
賛
成
は
し
た
が
、
諸
行
無
常
の
哲
学
的
解
釈
を
も
否
定
し
た
。
な
お
俗
説
で
は
、
諸
行
無
常
を

明
治
以
前
か
ら
の
仏
教
の
こ
の
伝
統
的
解
釈
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、

い
ろ
は
歌

が
平
安
朝
中
期
以
後
の
創
作
で
あ
る
こ
と
は
そ
こ
に
は
ア
行
の
チ
と
ヤ
行
の
二
の
発
音
的
区
別
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
専
門
学
者

の
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
い
ろ
は
歌
が
弘
法
大
師
の
歌
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

注
山
こ
れ
に
反
し
て
、
五
十
音
図
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
お
い
て
は
、
ア
行
の
二
と
ヤ
行
の
子
も
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
平
安
朝
中
期
以

前
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
字
母
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
よ
り
見
て
弘
法
の
作
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。

し
か
ら
ば
な
に
ゆ
え
仏
教
の
う
え
の
如
き
誤
解
が
生
じ
た
か
。
そ
れ
が
一
面
、
諸
行
無
常
と
因
縁
所
生
の
伝
統
的
解
釈
に
と
ら
わ
れ
た

点
に
よ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
他
の
一
面
、
近
世
日
本
に
お
い
て
一
般
に
は
「
弘
法
も
筆

と
称
せ
ら
れ
、
日
本
人
の
名
に
弘
（
ヒ
ロ
シ
）
・
弘
子
が
お
お
く
、
弘

の
誤
り
」
ー
E
v
e
n
H
o
m
e
r
 s
o
m
e
t
i
m
e
s
 n
o
d
s
に

当

る

I

法
の
大
学
者
た
る
こ
と
が
信
ぜ
ら
れ
、
毎
月
二
十
一
日
が
神
聖
な
る
日
と
し
て
庶
民
の
信
仰
を
集
め
、
毎
年
京
都
の
大
文
字
山
の
聖
火
が

ニ四一――
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今
な
お
国
内
の
人
気
を
集
め
、
弘
法
大
師
に
対
す
る
今
日
の
信
仰
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
今
日
ま
で
大
師
の
哲
学
を
研
究
す
る
専
門

家
が
理
論
物
理
学
の
最
近
の
発
展
と
大
師
哲
学
の
結
び
つ
き
に
気
づ
か
な
か
っ
た
か
ら
、
学
者
に
よ
る
大
師
哲
学
の
近
代
的
見
な
お
し
が

行
な
わ
れ
な
か
っ
た
点
に
よ
る
こ
と
も
大
き
い
。
そ
も
そ
も
イ
ン
ド
の
サ
ー
ン
ク
ヤ
哲
学
に
お
い
て
は
五
大

(pafica
m
a
h
a
,
b
h
u
t
a
n
i
,
 

sing. b
h
u
t
a
1
1
存
在
物
）
と
し
て
地

(prithivi,
国
土
）
、
水
(apas)
、
火

(tejas,
光
明
、
威
力
）
、
風

(vayu,
風
、
風
神
o

[

比
]

v
a
t
a
1
1
風
）
、
空

(akasa,
aka<;a,
虚
空
）
を
認
め
た
が
、
そ
の
う
ち
地
水
火
風
の
四
大
(
c
a
t
v
a
r
i
~
)
は
四
つ
の
元
素

(
e
l
e
m
e
n
t
s
)

で
あ
り
、

お
の
お
の
を
色

(
r
u
p
a
)

と
呼
び
、
そ
れ
ぞ
れ
ミ
ジ
ン
（
aゼ
u"
微
塵
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
お
の
お
の
の
ミ
ジ
ン
は
ゴ
ク
ミ

(paramaI}.u,
極
微
）
よ
り
成
る
。
さ
れ
ば
ミ
ジ
ン
は
原
子
に
当
り
、
ゴ
ク
ミ
は
究
極
的
の
粒
子
に
当
る
と
せ
ら
れ
、
こ
の
四
大
は
ギ
リ

シ
ア
哲
学
の
四
つ
の
根

(tessara
r
h
i
z
6
h
m
a
t
a
)
た
る
地

(
g
e
h
`
e
a
r
t
h
,
土
）
、
水

(
h
u
d
o
r
,
w
a
t
e
r
)
、
風

(aehr,
air,
空
気
）
、

火
(p1lr,
fire)
に
当
る
と
い
わ
れ
る
。
サ
ー
ン
ク
ヤ
哲
学
は
四
大
の
ほ
か
に
空
大

(akac;a-bhuta)
を
発
見
し
、
空
大
を
も
っ
て
可
入
性

(penetrability)

を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
四
大
と
空
大
と
の
調
和
的
関
係
を
発
見
す
る
た
め
苦
し
ん
だ
。
し
か
る
に
密
教
の
祖
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
五
大
の
ほ
か
に
識
大

(vijfiana,bhuta)
を
発
見
し
て
、
六
大

(!;la!?
b
h
u
t
a
n
i
)
を
認
め
、
識
大
を
金
剛
界

(
V
a
j
r
a
,

d
h
a
t
u
)
と
し
、
五
大
を
胎
蔵
界

(
G
a
r
b
h
a
k
o
~
a
d
h
a
t
u
)

と
し
て
四
大
と
空
大
と
の
調
和
的
関
係
を
発
見
し
た
。
こ
の
調
和
的
関
係

の
発
見
は
今
世
紀
に
お
け
る
理
論
物
理
学
に
て
ネ
ル
ス
・
ボ
ー
ア
が
粒
子
性
と
波
動
性
が
補
足
性
関
係
に
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
る
に
当

る
。
わ
が
弘
法
大
師
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
か
く
の
ご
と
く
す
ば
ら
し
い
経
験
主
義
哲
学
思
想
を
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ

て
大
師
は
霊
魂
不
減
、
個
性
の
絶
対
尊
厳
を
認
め
ら
れ
た
が
、
大
師
の
こ
の
密
教
思
想
は
聖
徳
太
子
が
調
和
（
相
生
）
的
関
係
に
お
い
て

木
火
土
金
水
の
五
行
と
陰
陽
を
認
め
ら
れ
た
に
通
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
師
研
究
の
専
門
家
が
う
え
の
ご
と
き
理
論
物
理
学
と
大
師
思
想

の
結
び
つ
き
に
気
づ
か
ず
、
そ
の
た
め
か
れ
ら
に
よ
る
大
師
哲
学
の
近
代
的
見
な
お
し
の
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
注
意
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

ニ
四
四
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「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

以
上
に
お
い
て
論
述
し
た
る
と
こ
ろ
を
い
っ
そ
う
説
明
す
る
た
め
に
は
上
述
の
仏
教
を
さ
ら
に
詳
論
し
、
そ
の
う
え
イ
ギ
リ
ス
人
の
キ

リ
ス
ト
教
的
な
考
え
か
た
に
お
け
る
良
心
の
自
由
(
f
r
e
e
d
o
m
o
f
 c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
)
と
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
法
の
支
配
(
R
u
l
e
of 
L
a
w
)
 

の
関
係
に
つ
い
て
詳
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
は
う
え
の
仏
教
の
詳
論
を
別
の
機
会
に
譲
り
、
後
者
す
な
わ
ち

イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
も
の
を
論
述
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
の
支
配
に
つ
い
て
は
そ
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
の
中
心
で
あ
る
判
決
拘
束
の

art(古
語
）

11art
a
n
d
 science 

自
作
「
ト
・
テ
ィ
・
ニ
ー
ソ
・
エ
イ
ナ
イ
と
私
」
（
前
掲
）
な
ど
参
照
。

イ
ギ
リ
ス
人
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
政
治
の
考
え
か
た
の
哲
学
的
裏
づ
け
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト

山

テ
レ
ー
ス
政
治
哲
学
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
「
最
高
学
芸
」

(arkhitektonikeh,
m
a
s
t
e
r
,
a
r
t
)
~

言
っ
た
が
、

②
 

そ
れ
ほ
ど
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
わ
た
く
し
も
信
ず
る
が
ゆ
え
に
、
別
の
個
所
に
述
べ
る
。

注
山図

何
故
に
こ
の
緒
論
を
書
い
た
か
は
以
上
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
こ
の
緒
論
は
太
平
洋
戦
に
進
ん
で
特
攻
隊
員
な
ど

、
、
、

と
な
り
、
あ
た
ら
若
い
生
命
を
絶
っ
た
純
真
な
る
数
多
い
学
徒
兵
た
ち
の
み
た
ま
と
開
戦
後
の
協
力
の
み
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
ま
た
は
処

罰
さ
れ
た
不
幸
な
る
ひ
と
び
と
に
対
し
、
心
安
か
れ
と
祈
り
つ
つ
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
開
戦
ま
で
は
ひ
と
え
に
平
和
を
念
願

し
、
あ
ら
ゆ
る
悪
条
件
に
苦
し
み
つ
つ
陰
に
陽
に
戦
争
に
反
対
し
た
ひ
と
び
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
運
命
の
皮
肉
は
そ
れ
が
戦
争
を
作
っ

た
ひ
と
び
と
に
対
し
し
ば
し
ば
驚
く
べ
き
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
か
れ
ら
と
と
も
、
ま
た
ロ
ー
マ
の
哲
人
ボ
ニ
テ
ィ
ウ
ス

が
、
摂
理
は
無
限
で
あ
る
と
信
じ
た
く
、
ま
た
こ
の
考
え
を
も
っ
て
か
れ
ら
に
対
す
る
「
哲
学
の
な
ぐ
さ
め
」

(stare decisis) 

注
山

自
著
、
王
冠
の
政
治
学
的
意
義
（
昭
一

1

＿七版）、一――――-|-―一六頁。

法
理
に
問
題
を
絞
り
、

(Boethius)) 

ニ
四
五

(consolatione 
philo, 

と
と
も
に
、
運
命
は
有
限
で
あ
る

か
れ
ら
に
は
す
ぺ
て
悲
痛
き
わ
ま
る
不
幸
が
待
っ
て
い
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ま
ず
こ
こ
に
い
う
「
良
心
の
自
由
」
の
意
義
を
述
べ
る
に
、
そ
れ
は
英
語
の

で
あ
る
。
従
っ
て
ま
ず
英
語
の

f
r
e
e
d
o
m
(or 
liberty)
の
意
義
を
述
べ
る
を
便
宜
と
す
る
。

こ
の

f
r
e
e
d
o
m
に
は
「
自
由
」
と
訳
さ
れ
る
意
味
と
「
特
権
」
と
訳
さ
れ
る
意
味
が
あ
り
、
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
ラ
テ
ン
語

(
L
a
w
 L
a
t
i
n
)
で
は
一
ibertas
と
言
わ
れ
る
。

よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
、

自
由
と
訳
さ
れ
る
場
合

f
r
e
e
d
o
m
~
個
人
の
行
為
(
a
c
t
)

が
外
部
の
物
理
的
ま
た
は
精
神
的
力

(
p
h
y
s
i
c
a
l

O!'." 

m
o
r
a
l
 forces)

に

か
つ
こ
の
こ
と
が
良
心
の
自
由
を
離
れ
て
存
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
分
析
し
て
説
明
す
る
。

H
f
r
e
e
o
m
(
以
下

f.
と
か
く
）
と
は
そ
の
主
体
が
外
部
の
物
理
力
ま
た
は
精
神
力
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
そ
れ
は
「
自
由
」
と
訳
さ
れ
る
ド
イ
ツ
語
の
F
r
e
i
h
e
i
t
(

以
下
F
.と
か
く
）
に
通
ず
る
。
口
f
.
~そ
の
主
体
の
行
為
(
a
c
t
)

に

注
田図

s
o
p
h
i
a
e
)
と
し
た
い
。
か
く
の
ご
と
き
運
命
観
は
中
国
的
な
宿
命
観
で
も
な
く
、
ま
た
運
命
を
も
っ
て
盲
目
的
な
偶
然
と
考
え
る
も
の
で

旧

も
な
く
、
人
間
の
運
命
を
も
っ
て
神
の
摂
理
と
両
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
的
考
え
方
の
運
命
観
で
あ
り
、
有
名
な
政
治

tions) 

家
の
バ
ー
ク

A 

f
r
e
e
d
o
m
 
(or 
liberty) 
o
f
 c
o
n
s
c
i
e
n
c
e

の
中
i
華

g

(
B
u
r
k
e
)
も
「
東
洋
の
政
治
家
は
幸
運
な
機
会
に
関
す
る
占
星
家
の
意
見
な
く
し
て
け
っ
し
て
何
事
も
し
な
い
。
…
…
も

っ
と
先
見
の
明
な
る
政
治
家
も
ま
た
幸
運
な
機
会
を
さ
が
す
。
し
か
し
か
れ
ら
は
、
運
ぼ
し
の
合
と
衝

(conjunctions
a
n
d
 opposi, 

に
お
い
て
で
な
く
、
人
と
物
と
の
合
と
衝
に
お
い
て
そ
れ
を
求
め
る
」
と
記
し
て
い
る
。

自
作
、
「
偶
然
と
い
う
こ
と
」
（
「
綜
合
法
学
」
昭
和
三
七
年
十
月
号
所
載
）

Burke, Letter to 
a
 Me
m
b
e
r
 of 
the National Assembly, 1
7
9
1
.
 

f
r
e
e
d
o
m
 of 
a
 city
と
い
う
場
合
の

f
r
e
e
d
o
m
は
特
権

(priviledge)
で
あ
る
。

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

ニ
四
六
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「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

(f. 
o
f
 d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
)
を
今
口
み
つ
つ
、

ニ
四
七

121 

関
す
る
。
超
経
験
主
義
的
考
え
方
の
強
い
ド
イ
ツ
人
は
法
律
事
実
に
事
件

(
E
r
e
i
g
n
i
s
)

と
な
ら
ん
で
く
e
r
h
a
l
t
e
n
を
認
め
、
こ
れ
に

a
u
s
s
e
r
e
s
 V
e
r
 ha
 te
n
と
i
n
n
e
r
e
s
V
.
と
を
区
別
す
る
が
、
経
験
主
義
に
徹
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
場
合
は
法
律
事
実
に
事
件

(event)

と
な
ら
ぶ
も
の
は
行
為

(act)
で
あ
り
、
行
為
は
う
え
の

a
u
s
s
e
r
e
s
V
.
に
当
り
、

i
n
n
e
r
e
s
V・

を
含
ま
な
い
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に

F
.
は
そ
の
主
体
の

V
e
r
h
a
l
t
e
n
に
関
し
、

f.
は
そ
の
行
為
に
関
す
る
。
国

f.
の
主
体
は
個
人
で
あ
る
が
、

団
体
で
あ
り
、
F
.
に

b
U
r
g
e
r
l
i
c
h
e
F
.
と

k
o
r
p
e
r
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
F
.
が
あ
り
、

k
o
r
p
e
r
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
F
.
は

k.
S
e
l
b
s
t
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 

と
も
言
わ
れ
、
多
元
国
家
的
な

a
k
t
i
v
e
S
e
l
b
s
t
r
e
g
i
e
r
u
n
g
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
い
う

a
k
a
d
e
m
i
s
c
h
e
F
.
は
も
と
も
と

③
 

の
一
種
の
団
体
的
F
.
で
あ
り
、
哲
学
部
の
治
外
法
権
主
張
で
あ
っ
た
。

注
田

O
l
d
Latiǹ
Classical 
Latin 
(c.75B.C.ー

c.175A.D.),
L
a
t
e
 Latin (
c
.
1
7
5
A
•
D
.
|
c
.
6
0
0
A
.
D
.

の
文
学
用
語
）
、M
e
d
i
e
v
a
l(Middle) 

Latin, M
o
d
e
r
n
 (
N
e
w
)
 
Latin
に
対
し
、

L
o
w
(Vulgar) 
Latin 
(c.175A.D.
以
後
の
民
間
用
語
）
が
あ
り
、
低
（
俗
）
ラ
テ
ン
語
の
う

ち
に
イ
ギ
リ
ス
の

L
a
w
Latin
が
あ
る
。

②
自
著
「
英
国
刑
事
公
民
政
治
史
序
説
」
（
昭
三
七
版
）
、
附
録
8
頁。

③
自
作
「
ド
イ
ッ
政
治
史
と
学
問
の
自
由
」
（
関
大
、
法
学
論
集
第
九
巻
第
一

1-
、
四
号
合
併
号
所
載
）

つ
ぎ
に
f
.

は
四
「
良
心
の
自
由
」
そ
の
も
の
で
な
い
が
、
そ
れ
を
離
れ
て
存
し
な
い
0

f
.

の
日
口
曰
ま
で
の
特
色
で
は
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス

人
の
考
え
方
に
あ
る

liberte
に
共
通
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
四
の
点
で
そ
れ
と
区
別
せ
ら
れ
る
0

f.
は
「
良
心
の
自
由
」
の
結
果
た

る
「
議
論
の
自
由
」

叫
ん
だ
の
は
言
い
え
て
妙
で
あ
り
、

「
良
心
の
自
由
」
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
「
良
心
の
自
由
」

と
両
立
す
る
か
ぎ
り
認
め
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
ロ
ー
ラ
ン
夫
人
が
断
頭
台
上
に
お
い
て

liberte
に
つ
い
て
《
0
L
i
b
e
r
t
e
,
 
L
i
b
e
r
t
e
,
 q
u
e
 

d
e
 c
r
i
m
e
s
 o
n
 c
o
m
m
e
t
 e
n
 t
o
n
 n
o
m
!
}
 (1Q1Q・
目
EEi
ょ
、
白
口
中
i
よ、

お
前
の
名
前
で
犯
さ
れ
る
罪
悪
の
な
ん
と
多
い
こ
と
か
。
）
と

日
本
の
識
者
が
す
で
に
ド
イ
ツ
人
の
自
由
を
あ
る
程
度
に
詳
し
く
述
べ
た
あ
と
で
「
そ
こ
に
ド
イ
ツ

F
.
の
主
体
は
個
人
ま
た
は
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．

、

、

、

c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
と
し
し

人
の
自
由
が
、

フ
ラ
ン
ス
人
の
自
主
独
往
的
な
自
由
と
も
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
相
手
方
と
の
調
和
を
予
想
し
た
自
由
と
も
、

山

し
く
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
記
し
て
い
る
の
も
巧
妙
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
つ
ぎ
に
英
語
の

f.
of c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
と
は
な
に
ぞ
や
。
お
よ
そ
良
心
(

[

E

]

[F] 
conscience, d
a
s
 G
e
w
i
s器
n)
と
は

人
間
の
有
す
る
直
覚
で
あ
る
道
徳
的
判
断
力

(di咎retion,
di咎retion)
で
あ
り
、
神
と
自
己
の
法
廷
に
従
う
ほ
か
何
に
も
屈
せ
ず
、

主
と
し
て
自
ら
を
裁
く
も
の
を
言
う
。
こ
の
裁
き
の
結
果
に
つ
い
て
、
良
心
の
と
が
め

(
q
u
a
l
m
s
 
[pricks, 
o
r
 p
a
n
g
s
]
 
of c
o
n
s
c
 

ience; 
d
e
s
 r
e
m
o
r
d
s
,
 d
e
s
 r
e
m
o
r
d
s
 d
e
 conscience; 
die G
e
w
i
s
s
e
n
s
b
i
s
s
e
,
 ~
心
の
カ
シ
ャ
ク
）
が
存
＂
す
る
。
し
か
る
に

英
語
の

c
o
n
咎
i
e
n
c
e
と
は
う
え
の
義
の
良
心
の
う
ち

natural
e
q
u
i
t
y
を
知
る
力
で
あ
り
、
正
義
ま
た
は
愛
に
基
づ
く
、

validity

（
有
効
性
、
適
切
性
）
を
有
す
る
道
徳
的
判
断
を
な
す
力
で
あ
り
、
う
え
の
正
義
ま
た
は
愛
も
人
間
の
自
然
の
本
性

に
基
づ
く
ゆ
え
、
ま
た
validity
を
有
し
、

い
ち
じ
る

(
h
u
m
a
n
 nature) 

か
つ
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
~
一
種
の
知
覚
な
る
が
ゆ
え
に
、
何
人
も
こ
れ
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

情
意
の
う
ち
に
あ
っ
て
情
意
に
正
当
な
る
範
囲
を
与
え
る
。
何
人
も
こ
れ
を
有
す
る
か
ら

c
o
m
m
o
n
s
e
n器
と
も
言
う
。
こ
れ
に
反
し

て
フ
ラ
ン
ス
語
と
ド
イ
ツ
語
の
場
合
、

c
9
n
s
c
i
e
n
c
e
`
d
a
s
G
e
w
i
s
s
e
n
と
は
う
え
の
広
義
の
良
心
の
う
ち
で
、
抽
象
的
妥
当
性
を
有
す

る
道
徳
的
判
断
を
な
す
力
で
あ
り
、

一
般
法
則
を
発
見
す
る
力
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
一
般
法
則
か
ら
演
ニ
キ
し
て
、
具
体
的
妥
当
性
を

有
す
る
道
徳
的
判
断
を
な
す
力
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
力
は
知
覚
で
な
い
か
ら
、
人
間
か
な
ら
ず
し
も
こ
れ
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か

つ
情
意
の
そ
と
に
あ
っ
て
、
情
意
を
否
定
し
た
り
、
拘
束
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

[
E
J
conscience
の
命
令
に
従
っ
て
行
為
(act)

す
る

f.
を

f.
of c
o
n
咎
i
e
n
c
e
と
い
い
、

[
F
J
c
o
n
s
c
i
e
n
c
の
命
令
に
従
っ
て
行
為
す
る
一
iberte
こ
と
に
信
教
の

l．を

liberte
d
e
 

、
、
、
、
、
、
、

d
a
s
 G
e
w
i
s
s
e
n
の
命
令
に
従
っ
て
行
為
す
る
か
ま
た
は
思
考
す
る

F.
こ
と
に
信
教
の

F.
を

die
F. d
e
s
 

注
山
笠
信
太
郎
「
も
の
の
見
方
に
つ
い
て
」
（
河
出
書
房
、
市
民
文
庫
1
)
八
六
頁
。

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
|
ク
え
ん
源

ニ
四
八
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ニ
四
九

samvitti, 

②
 

G
e
w
i
s
s
e
n
s
ま
た
は
d
i
e
G
e
w
i
s
s
e
n
s
f
.
,
 
d
i
e
 G
l
a
u
b
e
n
s
,
u
n
d
 G
e
w
i
s
s
e
n
s
f
r
e
i
h
e
i
t
と
称
す
る
。

"
 "
A
 g
o
o
d
 conscience is 
a
 soft 
pillow.",,Ein gut 
G
e
w
i
s
s
e
n
 ist 

注

山

諺
|
|
"
A
磨
ilty
conscience needs n
o
 
accuser. 

ein 
sanftes Ruhekissen." 

図
以
下
と
く
に
注
意
し
な
い
か
ぎ
り
、
良
心
と
英
、
独
、
仏
語
な
ど
の
良
心
に
当
る
語
を
狭
義
に
用
い
る
。

わ
た
く
し
は
こ
こ
に
v
a
l
i
d
i
t
y
と
G
u
l
t
i
g
k
e
i
t

の
区
別
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
で
は
こ
の
二
語
は
「
妥
当
」
と
訳

さ
れ
て
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
v
a
l
i
d
i
t
y
は
v
a
l
i
d
の
名
詞
で
あ
り
、
こ
の
ば
あ
い

rational, 
b
e
i
n
g
 sufficiently 
s
u
p
p
o
r
t
e
d
 b
y
 f
a
c
t
で
太
て
り
、
江

i

酷
合
的
事
F

実
に
立
曲
t

し
て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従

っ
て
そ
れ
に
は
G
巳
t
i
g
k
e
i
t
の
訳
語
と
し
て
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
妥
当
」
と
言
う
訳
語
を
当
て
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
別
の

訳
語
を
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
じ
ゅ
う
ら
い
こ
の
点
の
理
解
が
乏
し
く
、
こ
れ
が
う
え
の
ご
と
き
混
同
の
よ
っ
て
来
る
ゆ
え

ん
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
G
t
i
l
t
i
g
k
e
i
t
に
は
、
す
で
に
今
ま
で
に
も
一
般
的
に
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
a
b
s
t
r
a
k
t
e
G
.
 (
抽
象
的
妥

的
事
実
を
尊
重
す
る
。

具
体
的
妥
当
性
は
経
験
的
事
実
を
尊
重
す
る
点
で
v
a
l
i
d
i
t
y
に
通
じ

る
が
、
具
体
的
妥
当
性
が
抽
象
的
妥
当
性
を
前
提
と
す
る
に
反
し
、
v
a
l
i
d
i
t
y
は
抽
象
的
妥
当
性
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
経
験

注
山
本
文
の
f
a
c
t
,
w
e
l
l
,
f
o
u
n
d
e
d
の
意
味
を
知
る
た
め
に
f
a
c
t
と
u
n
f
o
u
n
d
e
d
o
p
i
n
i
o
n
の
区
別
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
著
、
英
国
刑
事

公
民
政
治
史
序
説
（
昭
三
七
版
）
附
録
、

8

頁
、
「
英
語
の
f
a
c
t
に
つ
い
て
」
参
照
。

な
お
デ
ン
マ
ー
ク
語
の
s
a
r
n
vi t
t
i
g
h
e
d
は
良
心
と
訳
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
狭
義
に
お
い
て
英
語
の
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
に
、

g
h
e
d
s
n
a
g
,
 s
a
m
v
i
t
t
i
g
h
e
d
s
k
v
a
l
,
 s
a
m
v
i
t
t
i
g
h
e
d
s
k
v
a
l
e
r
 (kval, 
n
a
g
 [
s
i
n
g
]
,
k
v
a
l
e
r
 [pl.])
は
q
u
a
l
m
s
o
f
 c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
 

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

当
性
）
と
k
o
n
k
r
e
t
e
G
.
 
(
具
体
的
妥
当
性
）
の
区
別
が
あ
り
、

v
a
l
i
d
1
1
s
o
u
n
d
1
1
w
e
l
l
,
f
o
u
n
d
e
d
1
1
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イ
ギ
リ
ス

注
山

B
 

(
K
e
n
t
)
、

マ
ー
シ
ャ

(Mercia)
、

で
は
な
い
、

ま
っ
た
く
の
部
族
国

に
ま
っ
た
く
当
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
戦
後
一
デ
ン
マ
ー
ク
汽
船
の
機
関
長
ク
ヌ
ッ
ス
ソ

(
K
n
u
d
s
e
n
)
が
溺
れ
よ
う
と
す
る
日
本
人

漁
夫
を
救
う
た
め
に
、
そ
の
部
下
に
命
ず
る
こ
と
な
く
、

み
ず
か
ら
身
を
海
に
投
じ
、
尊
い
犠
牲
と
な
っ
た
の
は
無
意
識
的
に

s
a
m
v
i
t
,

ク
協
会
に
お
け
る
講
演
で
聞
い
た
と
き
、
確
信
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
自
衛
官
も
ク
ヌ
ッ
ス
ン
の
態
度
の
う
ち
に
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
考
え

サ
ム
ヴ
ィ
テ
ィ
ヘ
ッ
ズ
。
こ
の
湯
合
デ
ン
マ
ー
ク
語
d

は
英
語
の

with
の
th
の
発
音
。

つ
ぎ
に
う
え
の
ご
と
き
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
良
心
の
自
由
」
と
法
の
支
配

(the
R
u
l
e
 of L
a
w
)
と
く
に
判
例
拘
束
の
原
理

(the

d
o
c
t
r
i
n
e
 of stare decisis)
の
関
区
か
を
流
心
ぺ
る
た
め
に
歴
史
を
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
成
立
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
E
n
g
l
a
n
d
)
 
は
八
二
五
年
に
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス

(
W
e
s
s
e
x
)
国
王
ニ
ッ
グ
ペ
ル
フ
ト

(
[
A
S
]
E
c
g
b
e
r
h
t
,
 E
g
b
e
r
t
)
の

も
と
に
一
王
国
に
統
一
し
た
。
し
か
し
こ
こ
に
成
立
し
た
の
は
領
土
国
家

(a
territorial 
state) 

家

(a
tribal 
state)
で
あ
り
、

お
の
お
の
州

(scir̀
shire)
は
氏
族
(clan)
を
な
し
て
い
た
。
し
か
る
に
エ
レ
フ
レ
ッ
シ
ド

(
[
A
S
]

.tElfred, 
A
l
f
r
e
d
)
王
の
と
き
(
|
九

0
一）、

イ
ギ
リ
ス
の
う
ち
で
ケ
ン
ト

(
W
e
s
s
e
x
)
に
わ
た
る
共
通
法
を
発
見
し
、
そ
の
適
用
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
三
州
が
あ
い
合
し
て
は
じ
め
て
―
つ
の
領
土
国
家
と
し

て
成
立
し
た
。
そ
れ
は
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
東
北
部
に
は
侵
入
し
た
デ
ー
ン
人

(the
D
a
n
e
s
)
 

D
a
n
e
l
a
w
`
[
M
E
]
 D
a
n
e
l
a
g
e
↑
[
A
S
]
 
D
a
n
e
l
a
g
u
)
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
侵
入
に
対
抗
す
る
た
め
の
イ
ギ
リ
ス
国
家
統

方
の
す
ぐ
れ
た
特
長
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
た
。

ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス

の
た
め
、
方
方
に
デ
ー
ソ
人
法

(the

t
i
g
h
e
d
に
従
っ
た
と
い
う
よ
り
は
意
識
的
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
、

当
時
の
事
情
を
詳
し
く
海
上
自
衛
官
甲
斐
康
夫
氏
の
関
西
デ
ン
マ
ー

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

二
五

0
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「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

二
五

デ
ー
ン
人

(the
D
a
n
e
s
)
と
は

N
o
r
t
h
m
e
n
,
N
o
r
s
e
m
e
n
と
と
も
に
古
代
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人

(the
O
l
d
 Scandinavians, 

!'ancient 
Scandinave, die 
A
l
t
s
k
a
n
d
i
n
a
v
e
n
)
に
与
え
た
英
語
の
称
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
の

die
N
o
r
m
a
n
n
e
n
に
当
り
、
英

語
の

the
N
o
r
m
a
n
s
,
フ
ラ
ン
ス
語
の

le
N
o
r
m
a
n
d
は
古
代
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人
の
一
種
た
る
ノ
ル
マ
ン
ジ
ー
人
を
指
す
。
な

ぜ
英
語
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
の
場
合
の
ご
と
く
、
古
代
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人
を
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
人
と
デ
ン
マ
ー
ク
人
に
区
別
す
る

一
括
し
て
デ
ー
ン
人
と
称
す
る
か
と
い
う
に
、

目
立
っ
た
事
実
で
あ
り
、

デ
ー
ン
人
は
、

イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
は
デ
ン
マ
ー
ク
人
た
る
カ
ヌ
ー
ト
王
の
支
配
が
一
番

ま
た
ア
ン
グ
ロ

11
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
両
者
の
区
別
に
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

―1
0
0
)
を
用
い
て
い
た
頃
、
こ
の
語
は
地
方
的
に
大
体

ヴ
ァ
イ
キ
ン
北
欧
語

(Viking
N
o
r
s
e
)
 (
A
D
八

001

二
分
し
、
そ
の
西
部
北
欧
語

(Ẁ
est
N
o
r
s
e
)
 

対
し
掠
奪
的
侵
略
を
行
な
っ
た
た
め
、

は
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
と
そ
の
植
民
地
（
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
を
含
む
）
に
行
な
わ
れ
て
、

O
N
す

な
わ
ち
古
代
北
欧
語

(0ld
Norse)11
古
代
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
語

(Old
Icelandic)
と
称
し
、
そ
の
東
部
北
欧
語

(East
N
o
r
s
e
)
は
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
お
よ
び
そ
れ
ら
の
植
民
地
に
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
二
種
の
語
は
原
始
北
欧
語

(Primitive
N
o
r
s
e
)
を
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継
承
し
て
よ
く
類
似
し
、
デ
ー
ン
人
は
大
体
同
じ
よ
う
な
程
度
の
文
化
を
有
し
て
い
て
、
こ
の
時
期
に
か
れ
ら
は
方
方
で
海
賊
と
な
り
●

ま
た
デ
ン
マ
ー
ク
人
は
フ
ラ
ン
ス
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
や
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
、

ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
人
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

か
れ
ら
は
ヴ
ァ
イ
キ
ン
（
Vikings)
の
名
に
よ
っ
て
外
国
人
た
る
海
賊
と
し
て
恐
怖
さ
れ
て
い
た
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
か
れ
ら
が

Ostm:en,
O
s
t
m
a
n
n
i
と
称
せ
ら
れ
た
の
は

[
O
N
]
Austmad:r, 
pl.-menn; 
[Dan] 
0
s
t
m
a
n
d
 

(pron. cpsdman'), 
<Dstmrend 
(pron. 
cpsdman') (宙^
方
A
)
に
山
i立
＾
し
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
ら
は
は
た
し
て
純
然
た
る
盗
賊
と

し
て
あ
ら
ゆ
る
強
盗
、
あ
ら
ゆ
る
暴
行
を
行
な
う
野
蛮
人
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
。

語
が
な
く
、

一
カ
の
強
化
の
目
的
で
の
領
土
国
家
成
立
で
あ
っ
た
。

731 



注
山
ァ
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
ま
ず
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
系
が
侵
入
し
、
つ
い
で
デ
ン
マ
ー
ク
系
が
侵
入
し
て
こ
れ
を
た
す
け
、
八
五

0
年
に
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
系

の
O
l
a
f
the W
h
i
t
e
・
が
ダ
プ
リ
ン
(
D
u
b
l
i
n
1
1
B
l
a
c
k
Pool) 
!J.
独
立
王
国
を
建
設
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
学
者
は
ノ
ー
ル
ウ

ェ
イ
系
ヴ
ァ
イ
キ
ン
を
F
i
o日
1-Gaill
(
フ
ィ
ソ
ゴ
イ
ル
1
1
F
i
o
n
g
e
n
t
i
1
1
W
h
i
t
e
Stra
品
ers
or W
h
i
t
e
 Foreigners, sing. 
Gall, 
・コル）

ま
た
は
L
o
c
l
a
n
n
a
c
(
=
L
o
c
h
l
a
n
n
s
1
1
S
c
a
n
d
i
n
a
v
i
a
n
s
)
と
言
い
、
デ
ジ
マ
ー
ク
系
を
D
u
b
h
,
G
a
i
l
l
(
ド
ゥ
ヴ
ゴ
イ
ル
1
1
D
u
b
h
g
e
n
t
i
=

B
l
a
c
k
 Strangers or B
l
a
c
k
 F
o
r
e
i
g
n
e
r
s
)
ま
た
は
D
a
n
a
r
(
=
D
a
n
a
r
s
1
1
B
5
]
D
a
n
e
s
)
と
称
し
て
区
別
し
た
が
、
ま
た
混
同
す
る
学

者
も
あ
っ
た
。
[
A
S
]
wrelisc11foreign. 

②
西
部
北
欧
語
の
方
が
東
部
北
欧
語
よ
り
も
い
っ
そ
う
原
始
北
欧
語
に
近
く
、
十
一
世
紀
に
は
、
西
部
北
欧
語
が
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
語
と
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
語
に
、
ま
た
そ
の
時
期
に
東
部
北
欧
語
が
デ
ソ
マ
ー
ク
語
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
語
に
わ
か
れ
て
い
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
デ
ー
ン
人
が
ま
っ
た
く
キ
リ
ス
ト
教
化
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、

去
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
は
北
欧
神
話
を
中
心
と
す
る
宗
教
を
信
じ
た
が
、

H
ァ
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
統

一
的
領
土
国
家
ー
従
っ
て
独
立
—
が
貴
族
的
共
和
制
と
し
て
九
三0
年
に
成
立
し
て
―
二
六
二
年
ま
で
継
続
し
、

物
質
的
に
し
て
知
的
な
る
も
っ
と
も
偉
大
な
る
進
歩
を
示
し
、
そ
の
文
学
は
西
部
北
欧
語
（
前
述
）

d
i
e
 ~
 
O
l
d
 N
o
r
s
e
の
別
名
と
せ
ら
れ
、
し
か
も
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
デ
ー
ン
人
の
大
多
数
は
九
三

0
年
ま
で
に
立
派
に
キ
リ
ス

ト
教
化
に
服
し
て
い
た
こ
と
、
ロ
デ
ー
ン
人
に
対
し
て
外
国
人
は
ヴ
ァ
イ
キ
ン
の
名
で
海
賊
と
し
て
恐
れ
、
か
れ
ら
み
ず
か
ら
も

N
o
r
s
e
]
 
v
i
k
i
n
g
r
,
 
[
S
w
,
 D
a
n
]
 v
i
k
i
n
g
と
称
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
原
語
の
意
味
は
も
と
も
と
入
江
(
[
O
N
]
v
1
k
r
)
の
人
の

[
O
N
]
 s
r
e
r
1
1
[
E
]
 s
e
a
)
の
転
力
で
な
い
こ
と
が
今
日
明
白
と
な
っ
て
お
り
、

義
で
あ
り
、
戦
士
を
意
味
す
る
v
i
g
n
i
n
g
r
(
v
i
g
1
1
[
E
J
 
w
a
r
,
 
[
A
S
]
 
w
i
g
)
ま
た
は

か
れ
ら
は
み
ず
か
ら
を
海
賊
と
考
え
ず
、
事
実
上
に
お
い

て
も
か
な
ら
ず
し
も
海
賊
そ
の
他
の
盗
賊
で
は
な
く
、
と
き
に
は
平
和
的
な
商
人
と
な
り
、
と
き
に
は
部
族
国
家
の
シ
ュ
ウ
長
ま
た
ほ
領

土
国
家
の
国
王
み
ず
か
ら
率
い
る
堂
堂
た
る
海
軍
と
も
な
っ
た
こ
と
、
日
デ
ー
ン
人
が
ヴ
ァ
イ
キ
ン
と
し
て
侵
略
す
る
と
き
、
竜
頭
ワ
シ

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

[
O
N
]
 s
r
e
k
o
n
u
n
g
r
 
(
1
1
[
E
]
 
sea-king, 

[
O
l
d
 

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
を
除
き
、

二
五
二

ヴ
ァ
イ
キ
ン
北
欧
語
の
時
代
を

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
し
て

の
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
O
l
d
Icelan, 
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災
の
ほ
と
ん
ど
な
い
平
穏
な
地
域
で
あ
り
、

注
山
入
江
の
北
欧
型
で
大
規
模
な
も
の
を

fjord
と
言
い
、
小
規
模
の
も
の
を
v
i
k

と
言
う
0

fjord 
1!
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
型
と
デ

ン
マ
ー
ク
型
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
古
代
テ
ュ
ー
ト
ン
族
(
O
l
d
T
e
u
t
o
n
i
c
 races)11
広
義
の
古
代
ゲ
ル
マ
ン
族

(Old
G
e
r
m
a
n
i
c
 r
a
c
e
s
 i. 

w. s.)
は
北

ゲ
ル
マ
ン
族
11
デ
ー
ン
人
（
前
述
）
と
狭
義
の
古
代
ゲ
ル
マ
ン
族
（
以
下
こ
れ
を
単
に
古
代
ゲ
ル
マ
ン
族
と
い
う
）

ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
に
住
ん
だ
。
ご
く
今
時
ま
で
多
く
の
学
者
は
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
に
行
な
わ
れ
た
古
代
ゲ
ル
マ
ン
族
の
神
話
に
哲
学
的
解
釈
を

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

て
思
考
せ
し
め
る
と
の
説
が
あ
る
が
、

首
の
軽
舟
に
乗
じ
て
行
き
、

か
れ
ら
を
陣
頭
指
揮
す
る
シ
ュ
ウ
長
ま
た
は
国
王
の
命
令
に
歯
向
か
う
も
の
を
容
赦
な
く
殺
す
の
み
で
あ
り
、

わ
し
く
、
気
候
寒
冷
ま
た
は
温
和
の
土
地
に
住
ん
で
い
た
が
、

に
お
い
て
は
山
地
イ
ン
ド
人
、
日
本
人
な
ど
、
西
洋
で
は
デ
ー
ン
人
、

に
富
み
、
風
光
う
る

軍
律
に
て
婦
女
強
姦
と
老
幼
に
手
出
し
す
る
を
厳
に
禁
じ
た
こ
と
、
国
カ
ヌ
ー
ト
大
王
の
ご
と
き
偉
大
な
る
帝
王
が
デ
ー
ン
人
の
間
か
ら

山

出
て
い
る
こ
と
（
後
述
）
、
固
デ
ー
ソ
人
は
フ
ィ
ヨ
ル

([Dan,
N
o
r
]
 
fjord, 
[
S
w
]
 
flarde, 
[Ole] 
flordhr) 

お
よ
そ
暑
き
に
過
ぎ
る
土
地
は
思
考
に
適
し
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
以
外
の

土
地
は
風
光
麗
し
い
か
ぎ
り
、
思
考
に
適
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
環
境
た
る
自
然
界
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
の
大
な
る
古
代
で
は
、
東
洋

イ
ギ
リ
ス
人
な
ど
が
思
考
に
長
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

因
デ
ン
マ
ー
ク
は
じ
め
デ
ー
ン
人
の
故
土
が
も
と
も
と
森
林
資
源
や
地
下
資
源
に
恵
ま
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
古
代
人
に
と
っ
て
死
活

問
題
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
諸
事
項
に
よ
っ
て
、
デ
ー
ン
人
の
北
欧
神
話
に
つ
ぎ
の
解
釈
を
下
し
、
か
れ
ら
が
け
っ
し
て
単
な
る
海
賊
で
な

く、

S
柑
k
o
n
u
n
g
r
が
け
っ
し
て
単
な
る
海
賊
王
と
断
定
し
う
る
ゆ
え
ん
の
も
の
で
な
い
と
と
も
に
す
く
な
く
と
も
デ
ー
ン
人
の
指
導
者

た
ち
が
哲
学
的
思
考
家
た
る
こ
と
を
論
述
し
よ
う
と
思
う
。
た
だ
う
え
の
風
光
美
説
に
対
し
て
は
、
大
天
災
の
多
い
こ
と
が
人
を
試
練
し

ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
型
フ
ィ
ヨ
ル
も
氷
河
時
代
の
遺
物
で
あ
り
、
北
欧
や
イ
ギ
リ
ス
は
有
史
以
来
大
天

し
か
も
思
考
に
適
し
て
い
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。

二五―――

に
わ
か
れ
後
者
は
も
と
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下
し
、
紀
元
前
後
の
こ
の
種
族
に
つ
い
て
、

族
国
家
を
成
立
せ
し
め
て
、
そ
こ
に
古
代
民
主
政
治
を
行
な
っ
て
い
た
と
言
い
、

東
洋
に
生
ま
れ
た
。
」
と
称
し
た
。

か
れ
ら
は
個
人
の
自
由
と
ロ
ー
マ
に
も
ま
さ
る
高
い
性
道
徳
を
尊
重
し
、
す
で
に
立
派
に
部

ゥ
ス

(Tacitus)
の
著
「
自
由
な
る
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
に
つ
い
て
」

(
D
e
G
e
r
m
a
n
i
a
 liber) 

す
で
に
明
白
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
う
え
の
頃
の
古
代
ゲ
ル
マ
ン
族
は
文
字
も
自
由
意
識
も
有
し
な
い
原
始
社
会
人
で
あ
り
、
当
時
の
ロ
ー

し
か
し
こ
れ
は
強
い
て
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
に
他
山
の
石
を
求
め
よ
う
と
し
て
事
実
を
見
誤
っ
た
ク
キ
ト

Ill 

に
基
づ
く
誤
解
で
あ
る
こ
と
が
今
日
で
は

マ
人
も
一
般
に
は
か
れ
ら
を
「
野
蛮
人
」
（
barbari)
と
呼
ん
で
い
た
。
政
治
的
に
は
い
ま
だ
部
族
国
家
な
く
、

小
氏
族

(Sippe)
を
シ
ュ
ウ
長

(princeps)
が
率
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
数
小
氏
族

(Sippen)
を
合
し
て
一
の
州
的
な
大
氏
族

(
G
a
u
)

を
形
成
し
、
数
大
氏
族

(
G
a
u
e
)
を
合
し
て
一
の
部
族

(
V
o
l
k
)
を
形
成
し
、

ク
キ
ト
ゥ
ス
が

S
i
p
p
e
を

p
a
g
u
s
と

V
o
l
k
を

civitas
と
訳
す
る
け
れ
ど
も
、
事
実
上
は
そ
れ
ら
は
単
に
戦
争
の
た
め
の
区
分
に
過

S
i
p
p
e
を
百
人
組

(
H
u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
f
t
)
`
G
a
u
を
千
人
組

(
T
a
u
s
e
n
d
s
c
h
a
f
t
)
と
言
い
、

(
H
e
r
z
o
g
,
 [
A
S
]
h
@
r
e
t
o
g
a
,
[
L
]
 
d
u
x
]
が、

の
神
話
も
北
欧
神
話
の
借
り
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
し
、

お
の
お
の
の
村
落
的
な

カ
エ
サ
ル

(Caesar)
が

G
a
u
を

p
a
g
u
s
と
訳
し
、

の
ち
に
将
軍
ま
た
は
国
王

(
k
g
i
g
,
[
A
S
]
 
c
y
n
i
n
g
,
‘
[
L
J
 
rex)
が
、
さ
ら
に
後
に

2
 

国
王
の
み
が
総
指
揮
を
行
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
い
ま
だ
部
族
国
家
の
成
立
を
見
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
に
古
代
ゲ
ル
マ
ン
人

か
れ
ら
の
住
地
の
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
は
、

ク
キ
ト
ゥ
ス
の
著
書
に
も
見
ら
れ
る
ご

と
く
、
物
す
ご
い
森
林
か
荒
涼
た
る
沼
地
か
ら
な
る
殺
風
景
の
土
地
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
風
で
あ
る
か
ら
、

か
れ
ら
の
神
話
に
哲
学
的

注
山
ク
キ
ト
ゥ
ス
は
ロ
ー
マ
の
夫
妻
た
ち
の
不
品
行
を
せ
め
る
た
め
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
で
は
一
夫
一
婦
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
筆
を
運
ん
で
い

る
。
し
か
し
よ
く
見
れ
ば
、
姦
通
し
た
妻
に
対
す
る
厳
刑
は
書
か
れ
て
い
る
が
、
不
品
行
の
夫
に
対
す
る
制
裁
に
は
す
こ
し
も
触
れ
て
い
な
い
。
ゲ

解
釈
を
下
す
の
は
ま
っ
た
＜
論
拠
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ぎ
ず
、

各
部
族
に
お
い
て
最
初
は
将
軍

「
自
由
は
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
の
森
に
、
奴
隷
は
ロ
ー
マ
と

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

二
五
四
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「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

(
[
O
N
J
 
hel, 
[EJ 
Hell, 
[GJ 
die 

っ
て
死
に
直
ち
に
蘇
生
し
、

O
d
i
n

の
も
の
に
よ
り
い
っ
そ
う
促
進
さ
れ
る
。

二
五
五

か
の
じ
ょ
た
ち
は
空
中
に
馬
を
駆
け
ら
し
戦
場
を

一
方
に
お
い

ル
マ
ー
ニ
ア
で
は
事
実
、
一
夫
多
妻
制
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

③
古
代
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
族
に
所
属
す
る
ア
ン
グ
ロ
11
サ
ク
ソ
ン
人
が
か
か
る
原
始
社
会
体
制
で
イ
ギ
リ
ス
に
進
攻
し
、
し
か
も
成
功
し
た
の
は
、
ロ

ー
マ
の
イ
ギ
リ
ス
支
配
時
代
に
被
治
者
の
ケ
ル
ト
人
が
ま
っ
た
く
戦
意
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、
ロ
ー
マ
の
支
配
が
撤
去
さ
れ
る
と
、
イ
ギ

リ
ス
の
ケ
ル
ト
人
は
外
敵
に
対
し
、
ま
っ
た
＜
抗
す
る
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
同
じ
く
テ
ュ
ー
ト
ン
族
と
は
言
え
デ
ー
ン
人
に
つ
い
て
そ
の
北
欧
神
話
に
哲
学
的
解
釈
を
下
す
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
理
由

に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
考
え
は
古
代
ゲ
ル
マ
ン
族
の
神
話
の
解
釈
に
つ
い
て
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ

北
欧
神
話
に
よ
れ
ば
、
悪
神
た
ち
は
巨
頭

Y
m
i
r
は
じ
め
全
部
が
善
神
の
三
兄
弟

O
d
i
n
,
Vile, 
V
e
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
た
だ
二
悪

神

B
e
r
g
e
r
m
i
r
夫
妻
の
み
が
生
き
残
り
、
そ
の
後
、
最
高
神

O
d
i
n
そ
の
他
の
善
神
た
ち
に
戦
を
い
ど
む
こ
と
と
な
る
。

て
三
善
神
は

Y
m
i
r
の
死
体
に
よ
っ
て
天
地
万
物
を
創
造
し
、

die W
a
l
h
a
l
l
a
)
 (
戦
死
者
の
殿
堂
の
義
）

ヴ
ァ
イ
キ
ン
を
率
い
る
首
領
の
命
に
従
っ
て
戦
死
し
た
も
の
は

O
d
i
n
の

意
に
か
な
う
も
の
と
し
て

O
d
i
n
の
宮
殿
た
る
ワ
ル
＾
ラ

(
[
O
N
]
valholl
↑
v
a
l
r
1
1
t
h
e
 slain+holl11hall̀
[E] V
a
l
h
a
l
l
a
`
[
G
]
 

に
招
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

O
d
i
n
の
、
処
女
た
る
美
し
い
娘
の
お
の
お
の
を
ワ
ル
キ
ュ
ー
レ

(
[
O
N
]
 
valkyrja, 
[EJ 
V
a
l
k
y
r
i
e
,
 V
a
l
k
y
r
`
[
G
J
 W
a
l
k
u
r
e
)
と
呼
ぶ
が
、

巡
視
し
、
戦
死
者

(valr)
の
選
定
者

(kyrja,
[E] c
h
o
o
s
e
r
)
と
な
り
、

の
催
す
タ
ベ
の
宴
に
お
い
て
ワ
ル
キ
ュ
ー
レ
の
奉
仕
を
受
け
て
美
酒
に
酔
う
。
戦
死
者
以
外
は
地
獄

Holle) 

ワ
ル
ハ
ラ
に
お
い
て
も
戦
死
者
の
霊
は
昼
間
お
た
が
い
に
戦

い
、
ワ
ル
＾
ラ
に
お
け
る
戦
い
は
、
以
上
の
理
由
か
ら
、
デ
ー
ン
人
指
導
者
た
ち
の
陰
喩
と
し
て
ス
ト
リ
ン
ド
ペ
ル
イ

や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
1

し
か
も
後
者
の
場
合
は
そ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
言
葉
を
通
じ
て
|
|
示
す
北
欧
的
徹
底
的
懐
疑
を
示
す
と
考
え

に
お
い
て
罰
を
受
け
て
そ
の
霊
が
消
滅
す
る
。
こ
の
神
話
に
お
け
る
善
神
と
悪
神
の
戦

(Strindberg) 
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図

ら
れ
る
。
ま
た
戦
死
者
の
優
遇
も
か
れ
ら
の
陰
喩
で
あ
り
、
こ
の
喩
え
の
示
す
も
の
は
キ
ア
ケ
ゴ
ー
ア

(
K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d
)

の
質
的
弁
証

法
を
背
景
と
し
た
ヤ
ス
パ
ー
ス

(
J
a
s
p
e
r
s
)
の
哲
学
に
お
い
て
絶
対
の
仲
介
者
と
し
て
の
国
家
の

e
n
t
e
n
eller
に
従
う
も
の
の
絶
対
ヘ

注
山
ス
ト
リ
ン
ド
ペ
ル
イ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
作
家
。
そ
の
作
「
父
」

(Fathren,
フ
ァ
ー
ザ
ア
ソ
、
フ
ァ
ー
ア
ン
）
に
北
欧
的
徹
底
的
懐
疑
が
示
さ

れ

て

い

る

。

．

②
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
の
イ
ブ
セ
ン

(Ibsen)
作
の
「
プ
ラ
ン
ド
」

(Bland)
に
お
け
る
牧
師
プ
ラ
ン
ド
、
か
れ
の
他
の
作
「
人
形
の
家
」

(Et

D
u
k
k
e
h
j
e
m
,
 ti
ッ
ト
・
ド
カ
イ
ェ
ム

A
Doll's 
House) 
~
お
け
る
女
主
人
公
ノ
ラ
(
N
o
r
a
)
U

示
さ
れ
た
懐
疑
的
個
人
主
義
は
キ
ア
ケ
·
n
1

ア
の
影
響
が
大
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。

う
え
の
ご
と
き
北
欧
神
話
の
象
徴
す
る
思
想
が
ヴ
ァ
イ
キ
ン
進
攻
に
お
け
る
首
長
命
令
絶
対
性
の
根
拠
と
な
り
、
ブ
ロ
ー
サ
ン

(Blaa,

t
a
n
d
,
 
B
l
u
e
t
o
o
t
h
)

王
に
よ
る
デ
ン
マ
ー
ク
統
一
領
土
国
家
成
立
以
後
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

「
デ
ン
マ
ー
ク
帝
国
主
義
」

の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
見
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
以
来
の
侵
略
的
デ
ン
マ
ー
ク
は
戦
前
お

よ
び
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
、
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
禅
が
ヤ
ス
。
＾
ー
ス
哲
学
と
結
合
し
、
さ
ら
に
「
う
ち
て
し
や
ま
む
」
の
神
話
と

も
抱
合
し
て
戦
争
哲
学
を
な
し
た
る
に
す
こ
ぶ
る
似
通
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
も
ち
ろ
ん
行
き
過
ぎ
の
考
え
方
で
あ
る

「
考
え
る
ア
シ
」

(ro
咎
a
u
p
e
n
s
a
n
t
)
 
の
特
色
を
生
か
し
た
民
族
指
導
者
た
ち
に
そ
う
し
た
考
え
過
ぎ
を
な
さ
し
め
た
ゆ
え
ん
の

も
の
は
い
か
ん
。
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
ら
指
導
者
た
ち
の
責
任
に
帰
す
べ
き
も
の
の
み
で
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
北
欧
に
お
け
る

資
源
の
不
足
も
こ
の
ゆ
え
ん
を
形
成
す
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
行
き
過
ぎ
、
こ
の
思
想
的
過
誤
を
責
め
る
権
利
あ
る
も
の
が
、

他
に
公
平
で
あ
る
か
ぎ
り
、
同
時
に
同
情
し
、
深
き
考
慮
を
払
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

う
え
の
ご
と
き
思
想
的
根
拠
を
も
っ
て
ヴ
ァ
イ
キ
ン
と
し
て
の
デ
ー
ン
人
は
イ
ギ
リ
ス
に
侵
入
し
た
が
、

尋、、ヵ i
m
p
e
r
i
a
l
i
s
m
)
 

の
帰
一
を
示
す
に
当
る
も
の
か
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

ニ
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
当
時
の

二
五
六

お
よ
そ
自

(
D
a
n
i
s
h
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state) 
「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

を
有
す
る
に
対
し
、
部
族
国
家
の
君
主

ほ
国
王
的
性
格

(the
r
o
y
a
l
 c
h
a
r
a
c
t
e
r
)
を
有
し
、

k
i
n
g
,
K
o
n
i
g
は
じ
め
テ
ュ
ー
ト
ン
族
の
諸
言
語
に
お
い
て
部
族
国
家
の
君
主

Ill 

を
意
味
す
る
語
は
語
源
的
に
こ
の
国
王
的
性
格
と
関
係
が
あ
り
、

に
区
別
せ
ら
れ
、

か
れ
ら
は
い
ま
だ
領
土
国
家
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
デ
ー
ン
法
も
後
に
述
べ
る
ご
と
き

b
y
l
a
g
u
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も

な
お
エ
ル
フ
レ
ッ
ド
王
は
こ
の
デ
ー
ン
人
の
侵
入
に
対
す
る
に
う
え
の
ご
と
き
国
家
的
統
一
を
も
っ
て
し
た
。

た
め
に
少
な
く
と
も
文
書
の
う
え
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
ブ
リ
テ
ン
全
体
に
領
土
国
家
的
な
主
権
を
主
張
し
、

テ
ン
の
カ
エ
サ
ル
」

(
C
a
e
s
a
r
totius 
B
r
i
t
a
n
n
i
a
e
,
 C
a
e
s
a
r
 o
f
 w
h
o
l
e
 Britain) 

(
E
d
w
a
r
d
 t
h
e
 E
l
d
e
r
)
 

領
土
国
家
の
君
主
が

王
国
の
た
め
、

(
[
A
S
]
.
t
E
t
h
e
l
s
t
a
n
`
A
t
h
e
l
s
t
a
n
)
 

の
武
力
に
よ
る
再
征
服
に
よ
っ
て
デ
ー
ン
人
法
地
方
も
九
一
八
年
ま
で
に
そ
の
事
実
上
の
独
立
と
法
上
の

s
o
c
u
 a
n
d
 s
a
c
を
失
っ
て
い
た
。
し
か
し
九
四

0
年
ニ
ア
ド
ム
ン
ド
一
世
(
E
a
d
m
u
n
d
I)
は
ダ
ブ
リ
ン

(Dublin)
の
デ
ー
ン
人
独
立

ふ
た
た
び
う
え
の
地
方
を
部
分
的
（
？
）
に
奪
取
せ
ら
れ
、

五
九
ー
九
七
五
）

ス
に
適
用
せ
ら
れ
る
共
通
法
を
発
見
し
て
、
こ
れ
を
記
録
し
た
。

二
五
七

み
ず
か
ら
「
全
ブ
リ

と
称
し
、
こ
れ
よ
り
さ
き
エ
ド
ワ
ッ
ド
兄
王

イ
ギ
リ
ス
王
ェ
ア
ド
ガ
ル

(
[
A
S
]
 
E
a
d
g
a
r
,
 E
d
g
a
r
)
 
(九

に
至
っ
て
み
ず
か
ら
「
全
イ
ギ
リ
ス
の
皇
帝
」

(
T
o
t
i
u
s
A
n
g
l
i
a
e
 I
m
p
e
r
a
t
o
r
)
と
称
す
る
と
と
も
に
、
全
イ
ギ
リ

こ
こ
に
お
い
て
ニ
ア
ド
ガ
ル
王
の
と
き
イ
ギ
リ
ス
は
は
じ
め
て
統
一
し
た
領
土
国
家
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
こ
れ
以
前
の
部
族
国
家
と

し
て
の
イ
ギ
リ
ス
と
こ
れ
以
後
の
統
一
領
土
国
家
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
を
そ
の
法
と
政
治
に
お
い
て
対
比
し
て
見
る
。
お
よ
そ
国
家
は
そ

の
体
制
(the
m
o
r
a
l
 s
y
s
t
e
m
)
ー
体
系
(the
p
h
y
s
i
c
a
l
 
s
y
s
t
e
m
)
と
区
別
し
て
用
い
る
ー
に
よ
っ
て
領
土
体
制

(the
terrional 

s
y
s
t
e
m
)

を
有
す
る
領
土
国
家

(the
territorial 
state)
と
部
族
体
制

(the
tribal s
y
s
t
e
m
)
を
有
す
る
部
族
国
家

(the
tribal 

領
土
国
家
の
君
主
が
皇
帝
的
性
格

(the
i
m
p
e
r
i
a
l
 c
h
a
r
a
c
t
e
r
)
 

の
み
な
ら
ず
ニ
セ
ル
ス
タ
ン

「
国
土
の
皇
帝
ま
た
は
王
」

(the 
e
m
p
e
r
o
r
 

王
（
ー
—
九
四
0
)
は
主
と
し
て
デ
ー
ン
人
の
侵
入
に
対
抗
す
る
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発
見
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
、

o
r
 t
h
e
 k
i
n
g
 o
f
 t
h
e
 l
a
n
d
)
を
も
っ
て
、
ま
た
そ
の
法
が
「
国
士
の
法
」

(
t
h
e
 
l
a
w
 o
f
 t
h
e
 l
a
n
d
)
を
も
っ
て
称
せ
ら
れ
る
に
対

し
、
部
族
国
家
の
君
主
は
「
部
族
の
国
王
」
を
(
t
h
e
k
i
n
g
 o
f
 t
h
e
 tribe)

を
も
っ
て
そ
の
法
は
「
部
族
の
法
」

(
t
h
e
 
l
a
w
 o
f
 t
h
e
 

t
h
e
 K
i
n
g
 o
f
 t
h
e
 E
n
g
l
i
s
h
と
称
せ
ら
れ
た
が
、
領
土
国
家
イ
ギ
リ
ス
の
君
主
と
し
て
は

r
e
x
A
n
g
l
i
a
e
,
 t
h
e
 K
i
n
g
 o
f
 E
n
g
l
a
n
d
 

121 

(
K
i
n
g
 J
o
h
n
)
の
ほ
か

i
m
p
e
r
a
t
o
r
o
r
 c
a
e
s
a
r
 o
r
 b
a
s
i
l
e
u
s
 t
o
t
i
u
s
 
B
r
i
t
a
n
n
i
a
e
 
o
r
 t
o
t
i
u
s
 A
l
b
i
o
n
i
s

と
称
せ
ら
れ
た
。

注
山

[
A
S
]
cyning, 
c
y
n
g↑
cynn(11kin, 
tribe)
・

[
O
N
]
k
o
n
u
n
g
r↑
k
y
n
 (11kin)
・

[Dan]
k
o
n
g
e↑
kjon(11sex)
・

[Sw]

k
o
n
u
n
g
 

↑
k
o
n
 (11sex). 

②

Albion11
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地

(the
H
i
g
h
l
a
n
d
s
 of 
Scotland)
が
古
名
が

A
l
b
i
n
ま
た
は

A
l
b
a
n
と
呼
ば
れ
た
の
を
見
る
と
、
こ
の

語
は
、
す
で
に
学
者
も
認
め
る
ご
と
く
、
「
高
い
」

(high)
を
意
味
す
る
ケ
ル
ト
語
か
ら
出
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
ロ
ー
マ
人
は
イ
ギ
リ
ス
の
ド

ー
ヴ
ァ
ー
(Dover)
に
見
る
チ
ョ
ー
ク
の
ガ
ケ

(chalky
cliffs)
の
白
い

(11[L]
albus)
と
こ
ろ
か
ら

A
l
b
i
o
n
で
ブ
リ
テ
ソ
全
体
を
称
し
、
イ

ギ
リ
ス
の
法
律
ラ
テ
ン
語
で
も
こ
の
意
味
に
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
近
代
で
は
、
別
に
詩
人
な
ど
が
英
語
の
な
か
に
雅
語
と

し
て

E
n
g
l
a
n
d

の
代
わ
り
に
も
用
い
る
。

か
く
て
統
一
的
領
土
国
家
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
は
エ
ア
ド
ガ
ル
王
の
と
き
成
立
し
た
が
、
同
時
に
部
族
国
家
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
も
存
在

し
イ
ギ
リ
ス
が
、
純
然
た
る
領
土
国
家
と
な
っ
た
の
は
ノ
ル
マ
ソ
征
服
以
後
で
あ
り
、

地
的
に
は
エ
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
の
と
き
か
ら
す
で
に
成
立
し
て
い
た
。
う
え
の
場
合
、
部
族
法
は

folc,riht
と
呼
ば
れ
、
神
意
(
d
i
v
i
n
e

will)
を
示
す
意
味
で

g
o
d
e
s
r
i
h
t
と
称
せ
ら
れ
、
部
族
の
全
体
か
ま
た
は
そ
の
部
局
に
行
な
わ
れ
る
慣
習
の
う
ち
で
、
人
類
良
心
の
命

令
に
合
す
る
も
の
で
、
そ
の
起
源
は
人
類
の
「
記
録
さ
れ
た
記
憶
」

(
r
e
c
o
r
d
e
d
m
e
m
o
r
y
)
以
前
す
な
わ
ち
人
類
有
史
以
前
で
あ
り
、

か
か
る
慣
習
た
る
意
味
で

l
a
g
u
と
称
せ
ら
れ
、
そ
の
発
見
は
国
王
の
裁
判
官
た
ち
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

t
r
i
b
e
)
も
っ
て
称
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
言
え
ば
、

ま
た
領
土
国
家
は
、
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
局

部
族
の
国
王
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
君
主
は

r
e
x
A
n
g
l
o
r
u
m
,
 

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

二
五
八
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「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

こ
の
法
は
通
常
、
削
と
称
せ
ら
れ
、
そ
の
個
々
の
法
規
は

d
0
1
m
と
称
せ
ら
れ
た
。
な
お
イ
ギ
リ
ス
は
す
で
に
七
世
紀
に
完
全
に
キ
リ
ス

ト
教
化
し
て
い
如
か
ら
、
う
え
の
神
意
と
は

G
o
d
'
s

will
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
部
族
的
宗
教
た
る
ア
ン
グ
ロ
1
1
サ
ク
ソ
ン
人
の
神
神

注
山

T
r
e
v
e
l
y
a
n
,
0
.
M
.
,
Illustrated 
History of England, p. 
5
3
.
 

②
ア
ン
グ
ロ
11

サ
ク
ソ
ソ
人
の
神
神
は
最
高
神
で
天
地
創
造
の
神
た
る

W
o
d
e
n
の
ほ
か
自
然
神
た
る
神
神
で
あ
る
が
、
部
族
国
家
成
立
以
前
、
戦

時
の
み
に
は
部
族
全
体
の
c
y
n
i
n
g
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
の

c
y
n
i
n
g
が

W
o
d
e
n
の
子
孫
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
な
お
ジ
ェ
ン
ク
ス
は
部
族

的
宗
教
は
非
神
学
的
で
天
地
創
造
の
思
想
が
な
い
と
い
う
が
(Jenks,
History of 
Politics)
、
ひ
ろ
く
テ
ュ
ー
ト
ン
族
に
つ
い
て
は
当
ら
な
い
。

以
上
の
部
族
法
の
う
ち
イ
ギ
リ
ス
の
三
州
に
共
通
す
る
も
の
が
ニ
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
局
地
的
な
「
国
土
の
法
」

と
し
て
認
め
ら
れ
、
こ
の
国
土
の
法
に
関
し
て
は
、
王
は
う
え
の
部
族
法
に
関
す
る
考
え
と
そ
れ
を
示
す
言
語
を
準
用
し
た
。
そ
の
場
合

folc,riht
の
称
だ
け
は
用
い
な
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
か
れ
の
残
し
た
諸
法
規
集
に
は
法
の
起
源
に
つ
い
て
全
能
の
神
が
モ
ー

ゼ
に
示
し
た
も
う
た
も
の
で
あ
る
と
記
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
か
れ
は
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
ボ
ニ
テ
ィ
ウ
ス

山

(casus)
と
神
意
に
関
す
る
思
想
に
共
鳴
し
、
そ
の
英
訳
書
ま
で
出
し
て
い
る
か
ら
、
慣
習
の
継
続
に
つ
い
て
神
に
よ
る
「
時
の
試
練
」

注
山
「
綜
合
法
学
」
昭
三
七
年
十
月
号
所
載
、
自
作
「
偶
然
と
い
う
こ
と
」
参
照
。

し
か
る
に
一
方
デ
ー
ン
人
は
十
世
紀
の
後
半
に
統
一
的
領
土
国
家
と
し
て
デ
ン
マ
ー
ク
、

を
成
立
せ
し
め
、
そ
の
後
は
国
王
み
ず
か
ら
陣
頭
に
立
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
侵
略
し
て
来
た
。
ま
ず
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
国
オ
ー
ラ
フ
一
世

(
O
l
a
f
 I
)
 

，
 

の
侵
入
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
国
王
ニ
セ
ル
レ
ッ
ド
不
用
意
王

(
E
t
h
e
l
r
e
d
t
h
e
 U
n
r
e
a
d
y
)
は
九
九
一
年
に
オ
ー
ラ
フ
と
の
．
．
7
3

(test 
o
f
 t
i
m
e
)
 
の
観
念
を
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

の
意
思
で
は
な
か
っ
た
。

二
五
九

ン
ー
ル
ウ
ェ
イ
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
三
王
国

(
B
o
e
t
h
i
u
s
)
 
の
「
偶
然
」



乎
和
条
約
で
デ
ー
ン
支
払
金
(the
D
a
n
e
g
e
l
d
)
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
、
賢
人
会
議

(the
W
i
t
e
n
a
g
e
m
o
t
)
の
同
意
を
得
て
、
年
年

一
万
ボ
ン
ド
を
出
し
た
。
こ
れ
は
北
欧
に
お
け
る
資
源
不
定
の
事
実
を
も
考
え
て
の
深
き
考
慮
の
結
果
で
あ
り
、
あ
な
が
ち
不
用
意
と
せ

め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
デ
ン
マ
ー
ク
国
王
プ
ロ
ー
サ
ン

二
六

0

(Blaatand)
の
子
、
国
王
ス
ヴ
ェ
ン
一
世

(
S
v
e
n
d
I, 

[EJ 
S
w
e
y
n
)
の
侵
入
を
憂
え
て
一

0
0二
年
に
不
用
意
王
が
そ
の
名
の
ご
と
く
不
用
意
に
も
デ
ー
ン
の
大
虐
殺
を
行
な
う
や
、
そ
の
た

め
か
え
っ
て
ス
ヴ
ェ
ン
王
は
一

0
0三
年
に
大
軍
を
率
い
て
侵
入
し
、
デ
ー
ン
支
払
金
の
増
額
も
空
し
く
、

不
用
意
王
の
国
外
逃
走
と
な

り
、
ス
ヴ
ェ
ン
王
が
イ
ギ
リ
ス
王
を
宣
言
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
る
に
一

0
一
四
年
ス
ヴ
ェ
ン
王
死
去
し
、
そ
の
た
め
不
用
意
王
の
イ
ギ

リ
ス
帰
国
と
な
っ
た
が
、
ス
ヴ
ェ
ン
王
の
王
子
で
デ
ン
マ
ー
ク
王
の
弟
に
当
る
カ
ヌ
ー
ト

(Canut,
Cnut, [
D
a
n
]
 K
n
u
d
ク
ヌ
ー
ズ
）
が

1
0
一
五
年
イ
ギ
リ
ス
に
侵
入
し
、
こ
れ
よ
り
先
不
用
意
王
の
あ
と
を
継
い
で
い
た
ニ
ア
ド
ム
ン
ド

(
E
a
d
m
u
n
d
,
E
d
m
u
n
d
 Ironside) 

王
の
軍
を
破
り
、

ェ
ア
ド
ム
ン
ド
王
の
死
に
よ
り
、

ト
は
単
独
に
て
全
イ
ギ
リ
ス
の
王
位
に
つ
き
賢
人
会
議
に
よ
っ
て
承
認
せ
ら
れ
た
。

1
0
一
七
年
カ
ヌ
ー

こ
の
カ
ヌ
ー
ト
王
に
つ
い
て
旧
来
の
説
は
か
れ
は
も
と
も
と
北
欧
神
話
を
信
じ
、

O
d
i
n
を
拝
む
野
蛮
人
で
あ
り
、
海
賊
王
と
し
て
イ

ギ
リ
ス
に
侵
入
し
て
来
た
と
き
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
地
位
に
つ
い
て
後
も
イ
ギ
リ
ス
法
を
ふ
み
に
じ
り
虐
殺
行
為
を
繰

り
返
え
し
て
い
た
が
、
ロ
ー
マ
法
王
庁
に
お
い
て
深
い
感
銘
を
受
け
て
以
来
急
変
し
て
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り
旧
来
の
イ
ギ
リ
ス

法
を
尊
重
す
る
名
君
と
し
て
大
王
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
っ
た
と
主
張
す
る
。

し
か
し
世
に
は
宗
教
家
的
誇
張
な
る
も
の
が
存
し
、
極
端
な
る
悪
人
が
宗
教
家
の
指
導
に
よ
っ
て
極
端
な
善
人
に
な
る
と
主
張
さ
れ
る

が
、
か
か
る
人
物
を
政
治
史
上
に
求
む
れ
ば
イ
ン
ド
の
ア
シ
ョ
ー
カ
大
王
や
イ
ギ
リ
ス
の
カ
ヌ
ー
ト
大
王
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん

カ
ヌ
ー
ト
王
の
政
策
が
根
本
的
に
変
っ
た
時
期
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ロ
ー
マ
法
王
庁
訪
問

(
1
0二
六
ー
ニ
七
）
以
後
で
な
く
、

1
0
一
六
年
イ
ギ
リ
ス
を
二
分
し
て
お
の
お
の
王
位
に
つ
き
、

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

7鉛



注
山

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
愛
国
者

(patriot)
と
な
る
に
至
っ
た
。

二
六

ー
は
征
服
の
意
義
で
あ
り
、
二
は
法
の
意
義
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
以
前
の
一

0
一
九
ー
ニ

0
年
に
兄
の
あ
と
を
継
ぎ
デ
ン
マ
ー
ク
王
と
な
り
、

(personal u
n
i
o
n
)
の
成
立
し
た
直
後
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
に
こ
の
転
機
以
前
の
か
れ
は
け
っ
し
て
極
端
な
悪
人
で
も
な
か
っ
た
し
、

以
後
の
か
れ
も
け
っ
し
て
極
端
な
菩
人
で
な
く
、
い
な
そ
れ
を
越
え
た
真
に
偉
大
な
る
君
主
で
あ
り
、
人
間
で
あ
っ
た
。

ま
ず
転
機
以
前
の
か
れ
を
見
る
に
、
競
争
者
ニ
ア
ド
ム
ン
ド
王
の
死
は
か
れ
の
責
任
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
の
み
な
ら
ポ
、

リ
ス
全
土
の
国
王
に
即
位
す
る
や
、

イ
ギ
リ
ス
と
デ
ン
マ
ー
ク
と
の
間
に
一
種
の
身
上
連
合

イ
ギ

ニ
ア
ド
ム
ン
ド
王
に
対
す
る
裏
切
り
者
た
ち
を
極
刑
に
処
し
て
、
仁
義
を
示
し
、
ま
た
そ
れ
ま
で
の

意
義
の
デ
ー
ン
支
払
金
を
廃
止
し
、
あ
ら
た
な
意
味
の
デ
ー
ン
支
払
金
を
課
し
、
こ
れ
を
支
払
っ
て
デ
ー
ン
人
侵
入
軍
を
解
散
し
た
が
、
ノ

図

ル
マ
ン
征
服
の
場
合
の
ご
と
く
土
地
を
没
収
し
て
こ
れ
を
侵
入
軍
人
に
与
え
る
が
ご
と
き
事
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
か
れ
は
ロ
ー
マ

法
王
庁
訪
問
よ
り
は
る
か
以
前
に
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
一
般
に
言
っ
て
ヴ
ァ
イ
キ
ン
侵
略
当
時
の
デ
ー
ン
人
は

け
っ
し
て
単
な
る
野
蛮
人
で
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
意
味
で
の
思
想
的
根
拠
を
有
す
る
侵
略
者
で
あ
っ
た

3

し
か
ら
ば
か
れ
も
、
よ
し
そ

の
洗
礼
が
単
な
る
形
式
的
の
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
け
っ
し
て
極
悪
非
道
の
野
蛮
人
で
な
く
、
う
え
の
ご
と
き
デ
ー
ン
人
的
思
想
的
根

拠
を
そ
の
精
神
的
支
柱
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
転
機
ま
で
の
か
れ
が
イ
ギ
リ
ス
国
王
と
し
て
殺
人
を
繰
り
返
え
し
た
と

言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
か
れ
が
イ
ギ
リ
ス
法
な
ら
ざ
る
異
国
の
法
を
適
用
し
た
こ
と
に
対
す
る
大
い
な
る
誤
解
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
む
ろ
ん
か
れ
に
は
大
い
に
反
省
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
か
れ
を
し
て
徹
底
的
に
反
省
せ
し
め
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
王
に
し
て
デ
ン
マ

ー
ク
王
を
兼
ね
る
に
至
っ
た
と
き
で
、
そ
の
身
上
連
合
的
地
位
の
重
要
性
の
自
覚
は
か
れ
を
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
徹
底
的
に
反
省

せ
し
め
、
政
治
上
に
お
い
て
二
つ
の
点
に
お
い
て
あ
た
ら
し
い
心
境
に
立
つ
に
至
り
、
こ
こ
に
真
に
偉
大
な
る
政
治
家
(
s
t
a
t
e
s
m
a
n
)
と

ェ
ア
ド
ム
ソ
ド
王
は
カ
ヌ
ー
ト
と
よ
く
戦
っ
て
破
れ
、
そ
の
結
果
、
条
約
を
結
ん
で
イ
ギ
リ
ス
を

1

一
分
し
て
統
治
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の

741 



「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

後
間
も
な
く
ニ
ア
ド
ム
ソ
ド
王
の
死
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
後
に
発
生
し
た
伝
説
に
よ
り
王
の
死
は
カ
ヌ
ー
ト
の
求
め
に
よ
り

Eadric
Streona 

が
王
に
服
用
さ
せ
た
毒
物
に
よ
っ
て
起
っ
た
と
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
王
の
死
は
カ
ヌ
ー
ト
の
意
思
と
関
係
な
く
、

Ironside(
剛
の
者
）
と
ア
ダ
名
さ

れ
る
か
れ
の
死
は
敗
戦
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
死
と
考
え
る
よ
り
自
然
死
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

②

Trevelyan, op. cit••p.99. 

ま
ず
征
服
の
意
義
を
述
べ
る
。
か
れ
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
征
服
は
む
ろ
ん
「
武
器
に
よ
る
征
服
」

(
c
o
n
q
u
e
s
t
b
y
 a
r
m
s
)
 

し
か
し
か
れ
の
身
上
連
合
的
地
位
に
基
づ
く
反
省
は
か
れ
を
し
て
お
よ
そ
国
民
の
征
服
は
武
力
に
よ
る
征
服
で
あ
る
べ
き
で
な
く
、

民
の
愛
情
を
征
服
す
る
こ
と
」
(to
c
o
n
q
u
o
r
 t
h
e
 love o
f
 a
 people)
、
言
い
か
え
れ
ば
「
国
民
の
愛
情
を
勝
ち
取
る
こ
と
」
(to
w
i
n
 

t
h
e
 love o
f
 a
 people) 
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
れ
イ
ン
ド
の
、
紀
元
前
二
五

0
年
頃
の
ア
シ
ョ
ー
カ

(Ac;oka)

大
王
が
カ
ー
リ
ン
ガ

(Kalinga)
武
力
征
服
の
後
、
仏
教
に
帰
依
し
て
真
の
征
服
は
「
戦
に
よ
る
征
服
」

(yuddha,vijaya)

で
な
く

ダ
ル
マ

「
法
に
よ
る
征
服
」

(
d
h
a
r
m
a
,
v
i
j
a
y
a
)
で
あ
る
と
の
心
境
に
達
し
、
こ
れ
を
実
践
し
た
に
通
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
か
れ
は
一

0
二
八
年
と
一

0
三
0
年
で
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
征
服
を
完
成
し
て
い
て
、
こ
の
両
年
に
ほ
イ
ギ
リ
ス
臣
民
も
兵
士
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
国
王
の
オ
ー
ラ
フ
ニ
世
（
オ
ー
ラ
フ
肥
満
王
）
が
ロ
ー
マ
旧
教
を
信
ず
る
の
余
り
、
ま
だ
大
多
数
が
異
教

1
0二
八
年
に
は
オ
ー
ラ
フ
が
国
外
に
追
払
わ
れ
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
、

二
六
二

年
に
は
オ
ー
ラ
フ
の
戦
死
と
な
っ
て
カ
ヌ
ー
ト
王
は
そ
の
副
王

(viceroy)
を
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
に
送
っ
た
。

「国

で
あ
っ
た
。

徒
た
る
国
民
の
北
欧
神
話
に
よ
る
信
仰
を
圧
迫
し
、
そ
れ
が
た
め
シ
ュ
ウ
長
た
ち
が
う
え
の
両
年
に
各
地
に
国
民
を
背
景
と
し
て
叛
乱
を

起
こ
し
、
両
回
と
も
に
カ
ヌ
ー
ト
大
王
の
応
援
を
求
め
た
た
め
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
臣
民
の
参
戦
は
ま
っ
た
く
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
。

カ
ヌ
ー
ト
王
の
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
支
配
が
は
じ
め
ら
れ
、

1
0三
〇

カ
ヌ
ー
ト
王
の
「
征
服
」
の
解
釈
に
つ
い
て
の
か
く
の
ご
と
く
徹
底
し
た
平
和
主
義
は
今
日
の
世
界
で
は
も
っ
と
も
合
理
的
な
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
封
建
制
度
の
要
請
の
否
定
で
き
な
い
中
世
に
お
い
て
は
―
つ
の
大
い
な
る
欠
点
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
れ
ほ
か
れ
が
次
の
程
度

742 



「
良
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の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

の
封
建
的
自
治
を
認
め
た
こ
と
に
由
来
す
る
国
内
秩
序
の
混
乱
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
述
べ
る
に
、

度
の
要
請
に
従
い
、

イ
ギ
リ
ス
を
四
つ
の
太
守
国

(earldoms)
に
わ
か
ち
、
こ
の
四
の
そ
れ
ぞ
れ
に
司
法
権
を
も
含
む
広
い
範
囲
の
デ

ン
マ
ー
ク
式
封
建
的
自
治
を
認
め
た
。
も
ち
ろ
ん
ニ
ア
ド
ガ
ル
王
が
か
か
る
地
方
自
治
を
始
め
、

来
の
も
の
よ
り
も
王
権
と
の
つ
な
が
り
を
一
層
強
化
し
た
と
は
言
え
、
上
の
ご
と
き
要
請
が
国
民
の
間
に
存
す
る
の
を
見
て
、
そ
の
平
和

的

r
征
服
」
蜆
念
か
ら
、
う
え
の
ご
と
き
封
建
的
自
治
を
認
め
、
こ
の
程
度
の
封
建
的
自
治
は
そ
の
後
ノ
ル
マ
ン
征
服
ま
で
続
い
た
。
た

だ
し
太
守
国
の
数
は
ザ
ン
ゲ
王

(the
Confessor)
の
と
き
五
と
せ
ら
れ
て
い
た
。

以
上
の
ご
と
き
封
建
的
自
治
も
カ
ヌ
ー
ト
の
も
と
に
お
い
て
は
国
内
秩
序
は
十
分
保
ち
得
た
。
そ
れ
は
か
れ
は
そ
の
平
和
的
「
征
服
」

Ill 

観
か
ら
武
力
政
策
を
国
の
内
外
に
対
し
て
用
い
る
の
を
避
け
た
が
、
か
れ
の
「
征
服
」
観
に
基
づ
く
か
れ
の
プ
レ
ス
テ
ィ
ー
ジ
は
封
建
的

自
治
の
も
と
に
お
い
て
も
国
内
秩
序
を
保
ち
得
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
一

0
三
五
年
の
カ
ヌ
ー
ト
王
の
死
に
続
い
て
順
次
イ
ギ
リ
ス

の
王
位
に
即
い
た
デ
ー
ン
人
王
朝
の
二
国
王
は
暗
愚
な
る
が
ゆ
え
に
プ
レ
ス
テ
ィ
ー
ジ
な
く
、

二
六

か
れ
は
国
民
の
間
に
存
す
る
封
建
制

カ
ヌ
ー
ト
王
は
そ
の
欠
点
を
考
え
、
従

セ
ッ
ク
ス
王
家
の
復
活
を
見
て
、
ザ
ン
ゲ
王
の
君
臨
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
こ
の
王
は
デ
ー
ン
人
王
朝
時
代
を
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
に

過
ご
し
、
教
会
の
支
持
に
ほ
と
ん
ど
全
力
を
尽
し
た
が
、
「
法
の
支
配
」

(Rule
of 
L
a
w
)
の
尊
重
以
外
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
に
ほ
と
ん
ど

無
関
心
で
あ
り
、
そ
の
た
め
か
れ
に
は
プ
レ
ス
テ
ィ
ー
ジ
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
デ
ー
ン
人
王
朝
の
う
え
の
二
国
王
も
ザ
ン

ゲ
王
も
と
も
に
カ
ヌ
ー
ト
王
の
ご
と
き
徹
底
し
た
平
和
策
を
と
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
お
の
お
の
の
太
守
国
が
独
立
国
た
る
の
観
を
呈
し
、

国
内
秩
序
の
混
乱
を
来
し
た
。
ザ
ン
ゲ
王
の
あ
と
を
継
い
だ
の
は
か
れ
の
妻
の
弟
ハ
ロ
ル
ド

(Harold)
で
あ
る
が
、
か
れ
は
ウ
ェ
セ
ッ

ク
ス
王
の
血
統
を
ひ
か
ず
、
カ
ヌ
ー
ト
王
の
と
き
そ
の
能
力
を
認
め
ら
れ
て
太
守

(earl)
と
せ
ら
れ
、
王
の
在
世
中
は
心
服
し
て
い
た
が

そ
の
死
後
横
暴
と
な
り
、

ザ
ン
ゲ
王
の
死
後
、
陰
謀
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
王
位
に
即
き
、
国
民
に
は
か
れ
も
ほ
と
ん
ど
プ
レ
ス
テ
ィ
ー

1
0四
二
年
か
ら
一
〇
六
六
年
ま
で
ウ
ェ
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カ
王
の
即
位
後
、

Suvan;iagiri ・
に
は
大
官
の
ほ
か
副
王

自
著
、
王
冠
の
政
治
学
的
意
義
（
昭
三
七
年
版
）
、

一
九
頁
以
下
。

(Jalauka)
を
そ
の
太
守
に
任
じ
た
。
し
か

カ
ヌ
ー
ト
王
の
「
征
服
」
観
と
そ
の
封
建
的
自
治
の
関
係
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
場
合
の
そ
れ
ら
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
。
ア
シ
ョ
ー
カ

王
も
う
え
の
ご
と
き
平
和
的
「
征
服
」
観
を
持
ち
、
そ
の
た
め
そ
の
統
一
国
家
に
封
建
的
自
治
を
与
え
た
。
そ
も
そ
も
イ
ン
ド
を
諸
州

(provinces)
に
わ
か
ち
、
各
州
に
大
官

(
m
a
h
a
m
a
t
r
a
?
,
governor)
を
置
き
、
そ
の
辺
境
四
州
た
る

Taxila,
Ujjain, 
Tosali, 

(yukta?, 
viceroy)
を
置
き
、
辺
境
四
州
の
副
王
に
封
建
的
自
治
を
与
え
、
こ
の
副
王
に
王

子
を
任
ず
る
方
策
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
以
前
よ
り
存
し
、

を
増
し
、
辺
境
の
カ
シ
ミ
ル

(
K
a
s
h
m
i
r
)
を
あ
ら
た
に
封
建
州
と
し
て
王
子
ジ
ャ
ラ
ウ
カ

る
に
ア
シ
ョ
ー
カ
王
死
後
、
そ
の
王
朝
諸
王
の
。
フ
レ
ス
テ
ィ
ー
ジ
欠
乏
し
、

ら
れ
る
と
、

こ
と
が
、

ア
シ
ョ
ー
カ
王
も
太
子
時
代

T
a
x
i
l
a
の
大
守
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
ア
シ
ョ
ー

マ
ガ
ー
ダ
王
国
が
イ
ン
ド
を
統
一
す
る
や
、
王
は
う
え
の
州
分
割
方
針
を
継
承
す
る
と
と
も
に
州
お
よ
び
封
建
州
の
数

し
か
も
そ
れ
ら
の
王
に
よ
っ
て
徹
底
し
た
平
和
策
が
継
承
せ

ジ
ャ
ラ
ウ
カ
は
じ
め
太
守
た
ち
は
事
実
上
独
立
国
の
君
主
と
な
り
、

か
く
し
て
カ
ヌ
ー
ト
王
の
「
征
服
」
観
に
含
ま
れ
る
徹
底
し
た
平
和
政
策
は
封
建
時
代
た
る
当
時
に
は
う
え
の
ご
と
き
欠
点
を
有
す
る

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
類
似
の
例
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
り
一
層
明
ら
か
と
な
り
こ
の
欠
点
を
除
く
た
め
ウ
ィ
リ
ア
ム
征

服
王

(William
the C
o
n
q
u
e
r
o
r
)
の
武
断
的
「
征
服
」
観
に
よ
り
、
従
来
の
封
建
制
度
を
修
正
し
、
司
法
的
中
央
集
権
の
方
へ
向
わ

し
め
る
こ
と
と
な
る
が
、

カ
ヌ
ー
ト
王
に
見
る
う
え
の
欠
点
を
補
う
て
余
り
あ
る
と
も
思
え
る
の
が
、

あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
か
か
る
「
法
」
の
意
義
が
か
れ
以
後
ノ
ル
マ
ン
征
服
ま
で
尊
重
せ
ら
れ
た
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
尊
重
の
た
め
に
征
服

王
に
よ
っ
て
、
う
え
の
司
法
的
中
央
集
権
が
始
め
ら
れ
、

注
山

ジ
が
な
か
っ
た
。

イ
ン
ド
は
四
分
五
裂
し
た
。

か
れ
の
認
め
る
「
法
」
の
意
義
で

イ
ギ
リ
ス
の
み
ひ
と
り
着
々
と
し
て
そ
の
後
自
由
と
民
主
政
治
へ
の
中
絶
な
き

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

二
六
四

744 



「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

注
山
自
作
「
出
廷
奉
仕
員
は
裁
判
官
」
（
関
大
法
学
論
集
四
巻
四
号
所
載
）
参
照
。

二
六
五

つ

「
訴
訟
人
は
裁
判
官
」
と
い
う
の
は
ょ
＾
T
h
e
suitor is 
a
 

訴
訟
人
み
ず
か
ら
裁
判
す
る
と
い
う
自
由
意
識
に
立
っ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
ア
ン
グ
ロ
11

サ
ク
ソ
ン
村
会
こ
そ
は
イ

「
訴
訟
人
は
裁
判
官
」
と
い
う
法

不
断
の
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
カ
ヌ
ー
ト
大
王
の
「
法
」
の
観
念
こ
そ
は
、

の
「
法
」
の
観
念
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
自
由
と
民
主
政
治
の
起
源
と
考
え
ら
れ
る
。

注
山
司
法
的
自
治
を
も
含
む
封
建
的
自
治
は
、
武
断
的
「
征
服
」
主
義
の
、
ア
ン
シ
ア
ソ
・
レ
ジ
ー
ム
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
権
力
あ
る
い
は
こ
の

主
義
の
日
本
の
幕
府
将
軍
の
権
力
と
結
合
し
て
そ
れ
を
バ
ッ
ク
・
ア
ー
ッ
ブ
し
た
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
ほ
、

の
関
係
を
別
と
し
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
個
人
的
自
由
尊
重
の
意
識
を
背
景
と
し
て
成
立
し
、

諺
の
存
す
る
通
り
、

ニ
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王

イ
ギ
リ
ス
の
ア
ン
グ
ロ
11

サ
ク
ソ
ン
時
代
に
お
け
る
村
会

(
t
u
n
g
e
m
o
t
)
1;!
、
ド
イ
ツ
の
マ
ル
ク
共
同
体
と

ギ
リ
ス
人
の
自
由
と
民
主
政
治
の
起
源
で
あ
る
と
の
説
が
あ
る
。
し
か
し
村
会
の
発
見
し
よ
う
と
し
た
の
は
村
の
慣
習
で
あ
り
、
こ
の
慣

習
は
人
間
の
意
思
を
離
れ
た
神
の
法

(
g
o
d
e
s
riht)
と
せ
ら
れ
た
う
え
、

judge",
の
誤
訳
で
、
原
文
に
お
け
る
suitor11suitor
of cout11
出
廷
奉
仕
員
で
あ
り
、
こ
の
意
味
の

suitor
は
suitor
in c
o
u
r
t
 

11
訴
訟
当
事
者
11
訴
訟
人
と
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。

つ
ぎ
に
カ
ヌ
ー
ト
の
「
法
」
の
意
義
を
論
述
す
る
た
め
に
ま
ず
古
代
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
「
法
」
の
意
義
を
述
べ
る
を
便
と
す
る
。

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
ヘ
の
最
初
の
移
民
は
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
か
ら
の
教
会
組
織
を
離
れ
た
修
道
僧
で
、
七
九
五
年
頃
そ
の
一
部
に
移
住
し
、

い
で
八
七

0
年
ー
ー
九
三

0
年
に
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
か
ら
の
デ
ー
ソ
人
が
そ
の
大
部
分
に
移
住
す
る
に
至
っ
た
。
九
三

0
年
に
は
統
一
領
土

国
家
が
独
立
共
和
国
と
し
て
成
立
し
、
こ
の
共
和
国
は
―
二
六
二
年
ま
で
存
続
し
た
が
、
そ
の
第
一
総
民
会

(althing)
が
開
か
れ
、
そ

の
後
毎
年
こ
の
会
議
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
総
民
会
の
立
法
部
(logretta)
が
裁
判
を
行
な
う
が
、
そ
の
際
そ
れ
に
適
用
す
べ
き
法
(log)
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て
、
共
和
国
と
し
て
成
立
し
た
か
ら
、
こ
の
九
三
一
年
ま
で
に
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
か
ら
の
移
民
は
キ
リ
ス
ト
教
の
熱
心
な
信
奉
者
に
な
っ
て

ヽ

マ
ー
ク

ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、

l
i
e
s
1
1
w
h
a
t
 is 
c
u
s
t
o
m
a
r
y
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
る

w
h
a
t
is 
laid
で
は
な
く
、

類
有
史
以
前
よ
り
存
し
、

か
つ
人
類
の
良
心
に
合
す
る
慣
習
で
あ
り
、
そ
の
た
め
法
語
り

(logsaga,
law'saying, 
l
a
w
'
s
p
e
a
k
i
n
g
)
 

に
よ
っ
て
宣
言
せ
ら
れ
、
す
べ
て
法
語
る
人
の
胸
の
記
憶
に
存
す
る
と
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

log
は
事
実
上
に
お
い
て
は
多
く
の
ば

あ
い
現
存
の
、
土
地
の
慣
習
で
あ
っ
た
が
、
あ
た
か
も
古
法
で
あ
る
か
の
ご
と
く
宣
言
せ
ら
れ
た
新
法

(
n
y
m
a
e
l
)
で
あ
る
こ
と
も
ま
た

少
な
く
は
な
か
っ
た
。
こ
の
ば
あ
い
新
法
を
古
法
の
ご
と
く
見
せ
か
け
る
に
苦
心
が
大
い
に
払
わ
れ
た
。

し
か
ら
ば
何
故
に
う
え
の
ご
と
き
擬
制
が
行
な
わ
れ
た
か
。
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
修
道
僧
が
七
九
五
年
頃

か
ら
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
か
ら
の
移
民
に
先
立
っ
て
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
来
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
修
道
僧
に
よ
っ
て
慣
習
法
尊
重
の
キ
リ
ス
ト

教
的
意
義
が
教
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
大
多
数
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
土
地
の
古
い
慣
習
の
良
心
的
と
せ
ら
れ
る
も

の
を
人
類
有
史
以
前
か
ら
存
す
る
慣
習
と
し
て
尊
重
す
る
に
至
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
ヘ
の
キ
リ
ス
ト
教

の
導
入
は
九
八
一
年
で
あ
る
と
記
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ロ
ー
マ
と
の
組
織
的
関
係
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
こ
の
組
織
を
離
れ

た
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
れ
よ
り
二
百
年
も
さ
き
に
熱
心
に
し
て
冒
険
的
な
る
修
道
僧
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
ノ
ー
ル
ウ
ェ

イ
か
ら
の
移
民
は
最
初
、
北
欧
神
話
（
既
述
）
の
宗
教
を
信
じ
て
い
た
が
、

の
み
が
天
国
に
生
ま
れ
祝
福
せ
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
十
世
紀
後
半
に
領
土
国
家
と
し
て
統
一
さ
れ
た
と
き
君
主
国
家
と
成
立
し
た
の
と
異
な
っ

w
h
i
c
h
)
 
is 
l
a
i
d
1
1
w
h
a
t
 is 
l
a
w
で、

を
一
名
の
法
語
る
人
（
一
o
g
s
a
g
u
,
m
a
c
t
r
,
[pl.],menn; 
l
a
w
'
s
p
e
a
k
i
n
g
 m
a
n
)
を
し
て
暗
シ
ョ
ウ
せ
し
め
る
。
一
o
g
1
1
w
h
a
t
(that 

つ
ね
に
複
数
形
と
し
て
用
い
ら
れ
、
法
の
個
個
の
規
範
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

一
方
九
三
一
年
に
成
立
し
た
ア
イ
ス
ラ
ッ
ド
統
一
国
家
は
、
デ
ソ

こ
の
神
話
は
シ
ュ
ウ
長
ま
た
は
国
王
の
た
め
戦
死
す
る
も
の

い
な
逆
に
法
的
擬
制
（
日
ction)

二
六
六

ま
た
w
h
a
t

に
お
い
て
人

746 



「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

ト
教
に
従
い
つ
つ
、

(Leicester) 

二
六
七

ノ
テ
ィ
ガ
ム

(
N
o
t
t
i
n
g
h
a
m
)
ス
テ
ァ
ム
フ
ァ
ド

茫

c
t
i
o
n

注
山
自
作
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
古
代
法
と
キ
リ
ス
ト
教
（
関
大
法
学
論
集
七
巻
四
号
）
。
第
五
世
紀
に
聖
。
〈
ト
リ
ッ
ク
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
大
王

(
A
r
d

Righ)
の
も
と
に
お
い
て
裁
可
し
た

[Anglo,.I]Senchus
M
o
r
(
セ
ン
フ
ス
・
モ
ー
ル
、
セ
ン
カ
ス
・
モ
ー
、
大
な
る
慣
習
の
意
、

senchus

11custom)
は
。
ハ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
全
土
共
通
の
部
族
的
慣
習
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
え
人
間
の
良
心
が
承
認
し
う
る
と
考
え

ら
れ
た
。
従
っ
て

S
e
n
c
h
u
s
M
o
r
は
従
来
の
慣
習
法
の
う
ち
で
も
血
族
的
復
ツ
ュ
ウ

(blood
feuds)

と
そ
れ
に
代
わ
る
賠
償
金
た
る

eric

を
「
目
に
は
目
、
歯
に
は
歯
」
と
い
う
旧
約
的
、
律
法
的
な
る
も
の
と
し
て
禁
止
し
た
。

し
か
ら
ば
う
え
の
ば
あ
い
何
故
に
新
法
を
認
め
た
か
。
そ
れ
は
法
語
る
人
を
含
む
ァ
イ
ス
ラ
ン
ド
の
少
数
指
導
者
が
、
従
来
の
キ
リ
ス

し
か
も
既
述
の
良
心
の
自
由
を
客
観
的
状
勢
に
適
応
し
て
信
奉
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
ば
あ
い
良
心
は
法
語
る
人

の
胸
に
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
「
裁
判
官
の
胸
に
」

(in
g
r
e
m
i
o
 m
a
g
i
s
t
r
a
t
u
m
)
い
な
広
く
す
べ
て
の
人
の
胸
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
る

以
上
に
お
い
て
古
代
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
一
o
g
の
意
義
を
述
べ
た
。
カ
ヌ
ー
ト
王
当
時
に
お
け
る
デ
ン
マ
ー
ク
語
の

l
o
v
e
の
意

義
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

l
o
v
e
の
意
義
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、

と
実
際
を
尊
重
し
、

カ
ヌ
ー
ト
王
が
イ
ギ
リ
ス
に
実
現
し
た
「
法
の
支
配
」

(
R
u
l
e
o
f
 L
a
w
)
に
お
け
る
「
法
」
の
意
義
は
こ
こ
に
存
す

る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
日
古
代
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
う
え
の
ご
と
き

l
6
g
の
意
味
、
口
す
で
に
述
べ
た
デ
ー
ン
法
地
方
の
リ
ン

カ
ン

(Lincoln,
[
L
]
 L
i
r
i
d
u
m
 C
o
l
o
n
i
a
)
、
ダ
ー
ビ
ー

(
[
A
S
]
b
e
o
r
b
y
,
 D
e
o
r
a
b
y
;
 de6ra, g
e
n
.
 pl. 
o
f
 d
e
6
r
1
1
[
D
a
n
]
d
y
r
1
1
a
 

deer, 
w
i
l
d
 b
e
a
s
t
;
 
[
A
S
]
 
[
D
a
n
]
 
b
y
1
1
a
 t
o
w
n
)
,
 ~
ス
ク
ー

(
S
t
a
m
f
o
r
d
)
 

カ
ヌ
ー
ト
王
は

l
o
g
を

l
o
v
e

と
訳
し
、
そ
の

の
五
都
市

(
[
A
S
]
f
i
f
b
u
r
g
a
,
 [sing] b
u
r
g
)
に
は
そ
れ
ぞ
れ
十
二
名
の
法
の
人
(
[
A
S
]
l
a
g
h
,
m
e
n
n
,
 l
a
g
u
,
m
e
n
n
)
 

が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
人
が
土
地
の
慣
習
法
た
る
都
市
法

(
[
A
S
]
b
y
l
a
g
h
,
 b
y
l
a
g
u
)
を
発
見
し
て
こ
れ
を
裁
判
に
適
用
す
る
一
種
の

と
信
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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地
方
自
治
的
裁
判
権
(
[
A
S
]
s
a
c
u
 a
n
d
 soc, 
[
L
L
]
 
s
a
c
a
 e
t
 s
o
c
a
)
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
国
C
l
e
a
s
b
y
ら
は
「
英
語
の

l
a
w
は

切

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
語
の
よ
う
に
見
え
る
、
そ
の
訳
は
ゲ
ル
マ
ン
人
や
サ
ク
ソ
ン
人
は
他
の
語
を
用
い
る
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の

説
に
従
え
ば

[EJ
l
a
w
e
が
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
語
か
ら
出
現
し
た
時
期
を
イ
ギ
リ
ス
の
デ
ー
ン
王
朝
時
代
に
求
め
ず
し
て
ノ
ル
マ
ソ

征
服
以
後
に
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
こ
と
、
国

u:
↓
O
U
↓
a
u↓
9

と
発
音
が
変
化
し
て
行
く
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
う
え
の

③
 

回
の
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
て

[
O
N
]
l
o
g
に
当
る

[
D
a
n
]
l
o
v
e
 (
p
r
o
n
.
 
l
o
u
e
)

か
ら

[
M
E
]
l
a
w
e
,
 
l
a
w
 (
p
r
o
n
.
 
lau)

が
カ
ヌ

ー
ト
王
の
と
き
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
、

カ
ヌ
ー
ト
王
の
法
規
集
に

d
0
1
m

の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

擬
制
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
国
カ
ヌ
ー
ト
王
は
偉
大
な
る
思
考
家
で
あ
り
、

か
れ
の
法
に
つ
い
て
の

注
図
凸
'
T
h
e
E
n
g
l
i
s
h
 l
a
w
 s
e
e
m
s
 to 
b
e
 a
 Sc
a
n
d
i
n
a
v
i
a
n
 w
o
r
d
,
 for G
e
r
m
a
n
s
 a
n
d
 S
a
x
o
n
s
 
u
s
e
 
other 
w
o
r
d
s
.
"
 
(Cleasby, 

V., 
C., 
Icelandic-English Dictionary,'log.') 

山
岡

[
D
a
n
]
love11pl. 
of 
lov 
(pron. l
o
u
)
•
N
まd
b
r
y
d
e
r
 alle 
L
o
v
e
1
1
N
e
c
e
s
s
i
t
y
 k
n
o
w
s
 
(or 
has) 
n
o
 l
a
w
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

英
語
の
諺
は
自
然
法
上
の

[G]
N
o
t
に
つ
い
て

N
o
t
k
e
n
n
t
 
k
e
i
n
 
G
e
b
o
t
と
言
わ
れ
る
諺
と
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
。
何
と
な
れ
ば
イ
ギ

リ
ス
人
に
は
自
然
法
上
の
か
か
る

N
o
t
を
認
め
る
考
え
は
ま
っ
た
く
な
い
。

し
か
し
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
カ
ヌ
ー
ト
王
の
か
か
る
法
意
識
は
あ
く
ま
で
か
れ
お
よ
び
か
れ
の
考
え
を
理
解
し
て
協
力
す
る
賢
人
会

議
の
人
人
な
ど
の
少
数
者
の
み
で
あ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
国
民
の
間
に
は
か
か
る
法
意
識
は
い
ま
だ
存
し
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
の
事

実
を
裏
書
き
す
る
も
の
は
最
近
に
お
け
る
人
類
学
・
考
古
学
に
よ
る
歴
史
的
原
始
社
会
の
研
究
と
社
会
学
に
お
け
る
現
今
未
開
民
族
社
会

の
研
究
の
成
果
で
あ
り
、
こ
の
成
果
は
歴
史
的
原
始
社
会
の
諸
部
族
に
は
民
会

(
p
o
p
u
l
a
r
a
s
s
e
m
b
l
i
e
s
)
が
存
し
た
が
、
こ
の
古
代
民

会
は
け
っ
し
て
一
般
人
の
も
つ
個
人
的
自
由
ま
た
は
民
主
主
義
の
意
識
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
、

て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
瀬

ま
た
は
こ
の

「
征
服
」
に
つ
い
て
も
か
れ
独
得
の
意
義
を
見
出
し

1

一
六
八
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「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

1

一
六
九

に
お
い
て
、
あ
る
場
合
は
単

以
上
の
ご
と
く
カ
ヌ
ー
ト
王
当
時
も
そ
の
後
も
長
い
間
一
般
国
民
は
カ
ヌ
ー
ト
の
ご
と
く
進
ん
だ
法
意
識
を
有
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
立
派
な
法
意
識
が
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
こ
れ
が
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」
の
基
を
築
き
、

カ
ヌ
ー
ト
王
を
し
て
真
に
「
大
王
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
き
人
た
ら
し
め
た
。
そ
れ
は
何
故

か
。
そ
れ
は
カ
ヌ
ー
ト
王
が
そ
の
法
意
識
を
国
民
の
指
導
者
た
ち
に
事
に
触
れ
時
に
応
じ
て
た
く
み
に
強
調
す
る
に
努
力
し
た
ク
マ
モ
ノ

で
あ
っ
て
、
転
心
後
の
か
れ
に
つ
い
て
、
王
冠
を
い
た
だ
く
の
を
固
辞
し
て
全
能
の
神
の
み
こ
れ
を
受
け
る
に
価
す
る
と
言
っ
た
と
い
う

物
語
り
や
か
れ
の
廷
臣
た
ち

(courtiers)
が
か
れ
こ
そ
唯
一
の
海
陸
の
支
配
者
で
あ
る
と
言
っ
た
に
対
し
、
あ
る
日
干
潮
の
と
き
王
座

を
波
う
ち
際
近
く
置
か
し
て
、
満
潮
へ
変
っ
た
と
き
神
こ
そ
唯
一
の
海
陸
支
配
者
で
あ
る
こ
と
を
教
え
た
物
語
り
が
史
実
の
裏
書
き
を
得

て
イ
ギ
リ
ス
人
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

か
れ
が
「
王
は
神
と
法
の
下
に
あ
る
」

(
R
e
x
est s
u
b
 D
e
o
 et lege,)
を
信
じ
、

こ
の
法
意
識
を
国
民
の
指
導
者
の
胸
深
く
刻
み
こ
む
た
め
に
か
れ
が
い
か
に
努
力
し
た
か
を
示
す
一
端
で
あ
ろ
う
。

な
お
か
れ
は
う
え
の
法
観
念
と
と
も
に
そ
れ
と
相
並
ん
で
一
種
の
国
主
(chief
[or first] 
m
a
g
i
s
t
r
a
t
e
 of a
 nation, c
h
e
f
 d' 

Etat)
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
の
観
念
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
後
の
観
念
も
か
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
信
条
に
基
づ
く
。

こ
こ
に
言
う
「
国
主
」
と
は
う
え
に
見
る
英
仏
語
の
訳
で
あ
り
、
「
国
の
元
首
」
と
訳
せ
ら
れ
る
ド
イ
ツ
語
の
O
b
e
r
h
a
u
p
t
d
e
s
 S
t
a
a
t
e
s
 

od. S
t
a
a
t
s
o
b
e
r
h
a
u
p
t
と
比
較
し
て
説
明
す
る
を
便
と
す
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
語
は
も
と
も
と
国
家
有
機
体
説
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
り
、
主
権
者
と
し
て
の
帝
王
を
意
味
し
た
。
し
か
る
に
最
近
世
に
お
け
る
民
主
共
和
国
の
発
展
に
伴
い
、
こ
の
語
を
国
内
法
(
m
u
n
i
c
i
p
a
l

山

law, national l
a
w
;
 
droit national 
[
o
u
 interne]; 
nationales 
[od. 
internes] 
R
e
c
h
t
)
 

注
山
自
作
「
出
廷
奉
仕
員
は
裁
判
官
」
（
関
大
法
学
論
集
四
巻
四
号
三
頁
）
。

Ill 

主
張
を
支
持
す
る
。
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味
に
お
い
て
も
、

独
制
の
行
政
最
高
機
関

(chief
executive)
の
意
味
に
、
あ
る
場
合
は
「
国
の
統
治
権
を
総
ラ
ン
す
る
も
の
」

(
w
e
r
in 
sich 
alle 

R
e
c
h
t
e
 d
e
r
 S
t
a
a
t
s
g
e
w
a
l
t
 vereinigt)
の
意
味
に
用
い
、
そ
の
結
果
、
両
方
の
場
合
に
お
い
て
国
家
の
最
高
代
表
機
関
の
意
味
に
用

い
、
ま
た
う
え
の

S
t
a
a
t
s
o
b
e
r
h
a
u
p
t
の
語
を
国
際
法

(international
l
a
w
;
 droit 
international [ou externe] ;Volker, 

echt, 
Staatenrecht) 
に
お
い
て
国
家
の
象
徴
に
し
て
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
も
の

の
意
味
に
用
い
て
、
君
主
国
の
場
合
は
帝
王
、
共
和
国
の
場
合
は
大
統
領
を
指
す
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
言
う

「
国
主
」
と
は
う
え
の
象
徴
を
国
際
法
に
限
ら
ず
国
内
法
に
お
い
て
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
国
主
」
な
る
訳
語
は
「
国
の

元
首
」
な
る
訳
語
の
ご
と
き
主
権
を
有
す
る
一
人
の
自
然
人
と
い
う
専
制
政
治
的
響
き
を
有
し
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
日
本
国
憲
法

に
う
え
の
「
元
首
」
ま
た
は
「
国
主
」
の
文
字
は
な
い
が
、
第
一
条
に
よ
っ
て
天
皇
は
「
国
主
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
内
閣
は
合
議
体

で
あ
る
と
は
言
え
、
国
内
法
に
お
い
て
う
え
の
行
政
の
最
高
機
関
た
る
意
味
に
お
い
て
元
首
に
代
っ
て
そ
の
機
能
を
果
そ
う
と
し
て
い
る

の
は
ス
イ
ス
に
お
け
る
合
議
体
た
る
連
邦
内
閣

(Conseil
federal)
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
か
く
て
カ
ヌ
ー
ト
王
は
「
国
主
」
と
し

て
の
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
観
念
を
有
し
、

キ
リ
ス
ト
教
に
基
、
つ
く
こ
の
観
念
が
そ
の
後
一
貫
し
た
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
原
則
と
な
っ
た
。

121 

に
お
い
て
ア
ン
グ
ロ
1
1

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
主
権

(sovereignty)
は
、
法
上
に
お
い
て
も
、
事
実
上
に
お
い
て
も
、

擬
制
さ
れ
た
神
の
法
た
る
慣
習
法
に
属
し
て
い
た
し
、
賢
人
会
議
は
最
高
裁
判
権
と
国
の
立
法
（
法
の
発
見
）

同
意
権
、
国
王
選
挙
権
な
ど
を
有
し
て
い
た
か
ら
、

of 
a
 national unity) 

お
よ
び
課
税
に
つ
い
て
の

イ
ギ
リ
ス
国
王
は
当
時
、
主
権
者
た
る
意
味
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
の
意

「
国
の
元
首
」
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
当
時
イ
ギ
リ
ス
国
王
が
国
主
と
し
て
の
実
を
発
揮
し
た
と
き
は
、
立
法
と
裁

判
と
重
大
な
る
課
税
以
外
に
は
国
家
の
実
権
を
握
っ
た
。
な
お
カ
ヌ
ー
ト
の
法
観
念
に
大
い
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
、
上
述
の

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
古
代
に
も
う
え
の
「
国
主
」
観
念
が
存
し
、
す
で
に
述
べ
た
「
法
語
る
人
」
は
、
君
主
で
は
な
い
が
、

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

一
種
の
大
統
領
と

一
方

(
s
y
m
b
o
l
 
of 
a
 national 
state 
a
n
d
 

二
七

0
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「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ソ
マ
ー
ク
え
ん
源

を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。

る
帝
王
の
ほ
か
、

二
七

注
山
国
内
法
(
n
a
t
i
o
n
a
l
l
a
w
)
を
「
国
法
」
と
記
す
る
学
者
も
あ
る
（
例
え
ば
織
田
万
、
法
学
通
論
、
四
三
頁
）
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
、
「
国
法
」

を
国
内
法
と
区
別
せ
ら
れ
る
S
t
a
a
t
s
r
e
h
t
の
訳
語
と
し
て
用
い
る
ド
イ
ッ
法
学
系
統
の
学
者
が
多
い
か
ら
、
「
国
内
法
」
の
代
わ
り
に
「
国
法
」

を
用
い
な
い
。
国
内
法
は
内
国
法
(
d
o
m
e
s
t
i
c
law, 
droit 
domestique, 
inliindisches 
R
e
c
h
t
)
と
区
別
せ
ら
れ
、
内
国
法
は
外
国
法

(foreign law, droit etranger, 
ausliindisches Recht)
に
対
土
9
る。

③
英
語
の
s
o
v
e
r
e
i
g
n
t
y
は
最
高
の
政
治
支
配
力
(
s
u
p
r
e
m
e
p
o
w
e
r
)
の
意
味
に
お
い
て
t
h
e
seat of 
sovereinty (
主
権
の
所
在
）
が
問

題
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
所
在
は
f
o
u
n
t
a
i
n
of 
law, 
fountain of j
u
s
t
i
c
e
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
注
意
す
べ
き
は
う
え
の
国
主
の
観
念
が
原
始
仏
教
に
お
け
る
r
a
j
a
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

C
柑
s
a
r
の
観
念
に
一
致
す

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

C
柑
s
a
r
は
中
国
の
景
教
に
お
い
て
「
聖
上
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
[

S

J

[

P

J

 

r
a
j
a
は
従
来
、
帝
王
の

意
味
に
解
せ
ら
れ
、
漢
訳
仏
典
で
も
「
王
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
最
近
の
研
究
で
は
イ
ン
ド
の
歴
史
に
お
い
て
領
土
国
家
に
お
け

日
種

(
S
日．
y
a
,
v
a
m
s
a
,
ス
ー
リ
ャ
＂
ヴ
ァ
ン
シ
ャ
）
王
朝
の
本
家
ま
た
は
分
家
を
始
め
と
す
る
多
く
の
王
朝
と
無
関
係

に
大
統
領
選
挙
人
た
ち
に
よ
り
選
挙
せ
ら
れ
た
共
和
国
大
統
領
を
も
指
す
こ
と
が
明
白
と
な
り
、
こ
の
大
統
領
は
各
共
和
国
の
国
民
会
議

(
s
a
m
s
t
h
a
)
の
議
長
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

C
柑
s
a
r

~
後
世
う
つ
り
な
ま
っ
て

[
G
J
K
a
i
s
e
r
,
 
[RJ 
tsar̀
 

と
な
り
い
ず
れ
も
皇
帝
を
意
味
す
る
が
、
も
と
も
と
ロ
ー
マ
に
お
い
て
名
門
カ
ニ
サ
ル
家
の
姓
を
言
い
、
J
u
l
i
u
s
 C
r
e
s
a
r
は
皇
帝
の
名

も
実
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
紀
元
前
二
七
年
O
c
t
a
v
i
a
n
u
s
C
r
e
s
a
r
が
A
u
g
u
s
t
u
s

政
の
実
を
備
え
る
に
至
っ
た
が
、

お
よ
そ
こ
の
頃
か
ら

C
柑
s
a
r
な
る
語
が
普
通
名
詞
と
し
て
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
ニ
サ
ル
や
オ
ク
ク
ヴ
ィ
ア

凶

ヌ
ス
の
ご
と
き
国
主
を
さ
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
O
v
i
d
i
u
s
の
M
e
t
a
m
o
r
p
h
o
s
e
s
と
聖
書
に
「
神
」
に
対
す
る
用
語
と
し
て
C柑
s
a
r

し
て
一
種
の
国
主
で
あ
る
こ
と
が
種
種
の
点
か
ら
立
証
さ
れ
る
。

の
尊
称
を
受
け
て
い
ら
い
、

ロ
ー
マ
は
帝
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s
t
a
r
e
 d
e
c
i
s
i
s
 
の
法
理
の
関
連
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
述
す
る
。

（
終
り
）

な
お
以
上
に
述
ぺ
た
カ
ヌ
ー
ト
王
の
デ
ン
マ
ー
ク
的
法
観
念
は
同
時
に
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
の
法
蜆
念
を
客
観
的
状
態
に
適
応
し
て
修

正
発
展
せ
し
め
た
と
考
え
う
る
が
、
こ
の
二
つ
の
法
観
念
の
関
連
よ
り
詳
し
い
説
明
、

＊ 

女

＊ 

二
七
二

注
山
根
本
仏
教
を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
聖
典
仏
教
11
上
座
部
(
P
]
T
h
e
r
a
v
a
d
a
)
仏
教
。

(

H•N. 

Sinha, S
o
v
e
r
e
i
g
n
t
y
 in A
n
c
i
e
n
t
 Indian Polity
な
ど
参
照
。
な
お
釈
尊
の
父
シ
ュ
ド
ー
ダ
ナ

(
S
u
d
d
h
o
d
a
n
a
)
は
漢
訳
仏
典
に

浄
飯
王
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
コ
ー
サ
ラ
ー

(Kosala)
国
の
大
統
領
と
い
う
意
味
で
R
a
j
a
と
宣
言
し
て
い
た
。
し
か
し
事
実
上
は
コ
ー
サ
ラ
ー
内

の
一
地
方
た
る
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ

(Kapilavastu)

の
一
豪
族
の
首
長
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
コ
ー
サ
ラ
ー
国
の
プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ
ト

(Prasenajit)
王
と
争
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

．

．

 

③
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
ニ
サ
ル
は

I
m
p
e
r
a
t
o
r
の
称
を
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
称
か
ら

[E]
e
m
p
e
r
o
r
,
 [
F
]
 
e
m
p
e
r
e
u
r
が
生
ま
れ
た
が
、
こ
の
称

は
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
ニ
サ
ル
当
時
は
皇
帝
の
意
味
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

④

P
u
b
l
i
u
s
 ・Ovidius N
a
s
o
 (43B.C.
＇-A.D. 1
7
)
.
 
11

ー
マ
の
詩
人
。
恋
愛
詩

(love
p
g
m
s
1
1
e
r
o
t
i
c
 p
g
m
s
)
・
神
話
詩

(mythological

p
o
e
m
s
)
/
1
長
じ
、

A
u
g
u
s
t
u
s
の

favourite
p
o
e
t
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
は
紀
元
九
年
、
突
然
帝
に
よ
り

relegati0
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
市

外
へ
追
放
さ
れ
た
。
そ
の
表
面
的
な
理
由
は
お
そ
ら
く
か
れ
の
恋
愛
詩
「
恋
愛
の
術
」

(
A
r
s
A
m
a
t
o
r
i
a
)
の
恋
愛
文
学

(erotic
literature) 

が
好
色
文
学

(
p
o
r
n
o
g
r
a
p
h
i
c
1.)
で
あ
っ
て
、
か
れ
が
ロ
ー
マ
市
内
に
お
る
こ
と
が
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

か
れ
が
不
朽
の
名
声
の
希
望

(his
h
o
p
e
s
 of 
immortality)
を
か
け
た
大
作
神
話
詩

M
e
t
a
m
o
r
p
h
o
s
e
s
(
十
五
冊
）
の
う
ち
に
は
ユ
リ
ウ
ス
・

カ
ニ
サ
ル
を
た
た
え
、
死
し
て
天
上
の
星
に
転
身
し
、
不
朽
の
生
命
を
得
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
大
作
は
か
れ
が
帝
の
恩
チ
ョ
ウ
を
疑
わ

な
か
っ
た
と
き
に
出
来
上
っ
て
い
る
。

「
良
心
の
自
由
」
と
イ
ギ
リ
ス
法
治
の
デ
ン
マ
ー
ク
え
ん
源

カ
ヌ
ー
ト
の
法
観
念
に
含
ま
れ
た
良
心
の
自
由
と
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