
異
端
者
た
ち
の
⾃
由

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
サ
イ
ー
ド

⼩

森

謙
⼀
郎

私、の、﹁
哀、憫、﹂。

こ
れ
は
私
に
と
っ
て
ど
ん
な
名
称
を

も
っ
て
し
て
も
⾜
り
な
い
感
情
で
あ
る
。
貴
重
な
才
能
が

浪
費
さ
れ
る
の
を
⾒
る
と
、
私
は
こ
れ
を
感
じ
る
。
た
と

え
ば
ル
タ
ー
を
⽬
に
す
る
と
き
だ
。
な
ん
た
る
能
⼒
が
な

ん
と
垢
抜
け
な
い
⽥
舎
者
的
問
題
の
た
め
に
費
さ
れ
た

の
か
！
︵
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
よ
う
に
勇
敢
で
明
朗
な
懐
疑

が
フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に
あ
り
え
た
時
代
に
お
い
て
！
︶ 

︵
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
﹃
⼒
へ
の
意
志
﹄︶ 

一

旅
と
死
と

⼀
九
三
⼆
年
の
論
⽂
﹁
⽂
筆
家
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
﹂
の
な
か
で
、
エ
ー
リ
ヒ
・
ア
ウ
エ

ル
バ
ッ
ハ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

旅
の
途
上
に
あ
る
、と
い
う
⼼
情
。そ
う
し
た
気
持
ち
が
彼
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
、

最
後
ま
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
彼
の
著
作
を
あ
ま
す
と
こ
ろ

な
く
⾔
い
尽
く
す
⾔
葉
が
⽣
ま
れ
る
。﹁
私
が
描
く
の
は
存
在
で
は
な
い
、私
は
移

ろ
い
を
描
くJe ne peinds pas l ,estre, je peinds le passage

﹂
１

。 

⼀
五
⼋
〇
年
、﹃
エ
セ
ー
﹄
初
版
を
刊
⾏
し
た
あ
と
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
旅
に
出
る
。

六
⽉
⼆
⼆
⽇
に
出
発
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
を
経
て
、
イ
タ
リ
ア
へ
と

赴
い
た
。
翌
⼋
⼀
年
、
ボ
ル
ド
ー
市
⻑
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
帰
路
に
つ
く
。

戻
っ
た
の
は
、
⼀
⼀
⽉
三
〇
⽇
だ
っ
た
。 

こ
の
約
⼀
年
半
の
あ
い
だ
、
多
く
の
時
間
が
温
泉
に
あ
て
ら
れ
た
。
腎
臓
結
⽯
の
治

療
の
た
め
だ
っ
た
。
⽗
ピ
エ
ー
ル
・
エ
ー
ケ
ム
の
命
を
奪
っ
た
の
と
同
じ
病
で
あ
る
。

湯
治
を
含
む
道
中
の
様
⼦
は
、約
⼆
〇
〇
年
後
に
発
⾒
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た﹃
旅
⽇
記
﹄

に
記
さ
れ
て
い
る
。 

ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
⽤
し
た
⽂
章
の
直
前
で

死、に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
死
は
怖
い
。
だ
が
、
死
に
つ
い
て
考
え
、
死
に

お
も
ね
る
こ
と
で
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
死
と
と
も
に
⽣
き
る
こ
と
を
学
ん
だ
。
死
は
も

は
や
怖
い
も
の
で
は
な
く
、
何
か
親
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
。 

し
た
が
っ
て
﹁
旅
の
途
上
に
あ
る
﹂
と
は
、
た
え
ず
、
、
、死、と

と
も
に
あ
る

、
、
、
、
、
、、

と
い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
﹁
そ
う
し
た
気
持
ち
が
彼
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
最
後
ま

で
な
か
っ
た
﹂。
だ
と
す
れ
ば
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
つ
ね
に
死
と
と
も
に
あ
り
、
ま
さ
に

死
ぬ
ま
で
死
と
と
も
に
⽣
き
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
は
や
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
ま
で
、
死
に
つ
い
て
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

事
実
、
⼀
五
⼋
〇
年
の
初
版
で
は
⼆
巻
本
だ
っ
た
﹃
エ
セ
ー
﹄
は
、
⼋
⼆
年
と
⼋
七

年
に
版
を
重
ね
、
⼋
⼋
年
に
は
第
三
巻
を
加
え
た
形
で
刊
⾏
さ
れ
る
。
第
⼀
巻
と
第
⼆

巻
に
も
⼤
幅
な
加
筆
が
な
さ
れ
た
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
こ
の
⼀
五
⼋
⼋
年
版
に
も
⼿ 

１  Erich A
uerbach, » D

er Schriftsteller M
ontaigne « (1932), in G

esam
m

elte 
A

ufsätze 
zur 

rom
anischen 

Philologie, 
H

rsg. 
Gustav 

Konrad, 
Bern 

und 
M

ünchen: Francke, 1967, S. 191

︵﹁
⽂
筆
家
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
﹂
岡
部
仁
訳
、﹃
世
界
⽂
学

の
⽂
献
学
﹄⾼
⽊
昌
史
・
岡
部
仁
・
松
⽥
治
訳
、み
す
ず
書
房
、⼀
九
九
⼋
年
、⼆
五
六
⾴
︶。
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を
加
え
、
増
補
改
訂
に
備
え
て
い
た
。
し
か
し
新
版
を
⽬
に
す
る
こ
と
な
く
、
⼀
五
九

⼆
年
九
⽉
⼀
三
⽇
に
他
界
す
る
。
加
筆
さ
れ
た
遺
本
は
﹁
ボ
ル
ド
ー
本
﹂
と
呼
ば
れ
て

い
る
。 

後
年
、研
究
者
た
ち
は
、⼀
五
⼋
〇
年
版
を
(a)
、⼀
五
⼋
⼋
年
版
で
の
加
筆
を
(b)
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
⽣
前
最
後
の
加
筆
を
(c)
と
し
、﹁
ボ
ル
ド
ー
本
﹂
を
も
と
に
決
定
版
の

確
定
を
試
み
た
。⼆
〇
世
紀
に
は
、こ
れ
が
学
術
的
に
正
統
な
も
の
と
し
て
定
着
す
る
。

ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
参
照
し
て
い
る
の
も
、﹁
ボ
ル
ド
ー
本
﹂を
底
本
と
す
る
三
巻
本
の

﹃
エ
セ
ー
﹄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

こ
う
し
て
み
る
と
、﹁
彼
の
著
作
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
⾔
い
尽
く
す
⾔
葉
﹂が
初
版

の
第
⼀
巻
や
第
⼆
巻
で
は
な
く
、
旅、の
後
に
書
か
れ
た
第
三
巻
に
⾒
出
さ
れ
る
の
も
当

然
だ
ろ
う
。
そ
の
第
⼆
章
の
冒
頭
部
で
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
た
し
か
に
﹁
私
が
描
く
の

は
存
在
で
は
な
い
、
私
は
移
ろ
い
を
描
く
﹂
と
書
い
て
い
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
⼀
⽂
を
含
む
﹃
エ
セ
ー
﹄
第
三
巻
第
⼆
章
の
冒
頭
部
に
、
ア
ウ
エ
ル

バ
ッ
ハ
は
後
⽇
あ
ら
た
め
て
着
⽬
す
る
。
主
著
﹃
ミ
メ
ー
シ
ス
﹄
の
な
か
で
冒
頭
部
全

体
を
引
⽤
し
、
分
析
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
捧
げ
ら
れ
た
第
⼀
⼆

章
﹁
⼈
間
の
条
件
﹂
に
は
、
も
ち
ろ
ん
﹁
⾔
い
尽
く
す
⾔
葉
﹂
も
再
引
⽤
さ
れ
て
い
る
。 

だ
が
、
⼆
度
に
わ
た
っ
て
引
か
れ
た
そ
の
同
じ
﹁
⾔
葉
﹂
か
ら
み
れ
ば
、﹁
移
ろ
い

パ
サ
ー
ジ
ュ

﹂

は
む
し
ろ
外
部
に
あ
る
。
こ
の
間
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
実
際
に
⼤
き
な
変
動
を
経
験

し
て
い
た
。﹁
⽂
筆
家
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
﹂の
翌
⼀
九
三
三
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
が
成
⽴
、

三
五
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
に
よ
り
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
⼤
学
の
教
授
職
を
追
わ
れ
た
。

ユ
ダ
ヤ
の
⾎
を
引
い
て
い
た
⽂
献
学
者
は
、
そ
の
た
め
ト
ル
コ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に

逃
れ
た
の
だ
っ
た
。﹃
ミ
メ
ー
シ
ス
﹄
は
そ
こ
で
書
か
れ
、
⼀
九
四
六
年
に
ス
イ
ス
の
ベ

ル
ン
で
刊
⾏
さ
れ
て
い
る
。 

追
放
、亡
命
、離
散

つ
ま
り
故
郷
か
ら
の
疎
外
で
あ
り
、郷
⼟
の
喪
失
で
あ
る
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
喪
失
、
そ
う
し
た
疎
外
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た

﹁
移
ろ
い

パ
サ
ー
ジ
ュ

﹂
こ
そ
が
書
く
こ
と

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

の
条
件
で
あ
る
と
し
た
ら
？ 

実
際
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
﹃
ミ
メ
ー
シ
ス
﹄
の
後
記
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
な
ら
利
⽤
で
き
た
で
あ
ろ
う
⽂
献
や
資
料
は
⼿
に
し
え
な
か
っ
た
、
だ
が

⼤
規
模
な
図
書
館
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
本
書
を
執
筆
で
き
た
の
だ
、

と
。 こ

の
⼀
⾒
⽭
盾
す
る
⽂
⾔
に
着
⽬
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
は
、
次
の
よ
う
に

評
し
て
い
る
。 

い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
本
は
ま
さ
に
オ
リ
エ
ン
ト
、
つ
ま
り
⾮
⻄
洋
へ
の
亡
命

と
故
郷
喪
失
と
い
う
事
実
か
ら
⽣
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、﹃
ミ

メ
ー
シ
ス
﹄
は
そ
れ
⾃
体
と
し
て
、
た
だ
⻄
洋
の
⽂
化
的
伝
統
を
あ
ら
た
め
て

肯
定
し
た
ひ
と
つ
の
重
厚
な
本
に
と
ど
ま
り
は
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し

た
受
け
⽌
め
⽅
は
か
な
り
頻
繁
に
⾒
ら
れ
る
が
、
こ
の
著
作
は
他
⽅
で
⻄
洋
の

⽂
化
的
伝
統
か
ら
の
疎
外
、
決
定
的
に
重
要
な
疎
外
に
⽴
脚
し
て
い
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
こ
の
著
作
が
⽣
ま
れ
出
た
状
況
と
環
境
は
、
並
外
れ
た
洞
察
と
明
晰

さ
で
も
っ
て
描
写
さ
れ
た
当
の
⽂
化
に
直
接
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か

ら
の
苦
し
い
分
離
に
⽴
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
２

。 

﹁
⻄
洋
の
⽂
化
的
伝
統
か
ら
の
疎
外
﹂、﹁
そ
こ
か
ら
の
苦
し
い
分
離
﹂。 

２ Edw
ard W

. Said, T
he W

orld, the Text, and the Critic, Cam
bridge, M

ass.: 
H

arvard U
niversity Press, 1983, p. 8

︵﹃
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界
・
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ス
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・
批
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形
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政
⼤
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、
⼀
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⽣
ま
れ
育
っ
た
郷
⼟
か
ら
離
れ
、
有
為
転
変
に
満
ち
た
別
の
⼟
地
で
書
く
と
い
う
こ

と
。 そ

こ
に
あ
る
の
も
や
は
り
、﹁
旅
の
途
上
に
あ
る
﹂
と
い
う
⼼
情
だ
ろ
う
。
亡
命
前
に

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
そ
う
評
し
た
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
⾃
⾝
も
ま
た
、
同
じ
気
持
ち
を
お
そ

ら
く
⽣
涯
持
ち
続
け
た
。﹃
ミ
メ
ー
シ
ス
﹄
出
版
後
、
⽂
献
学
者
は
⼀
九
四
七
年
に
ア
メ

リ
カ
に
渡
り
、
⼀
〇
年
後
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
間
、
パ
レ
ス
チ
ナ
か

ら
切
り
離
さ
れ
、
残
り
の
⼈
⽣
の
ほ
と
ん
ど
を
合
衆
国
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
サ
イ

ー
ド
に
し
て
も
、
事
情
は
同
じ
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

故
郷
喪
失
の
そ
う
し
た
境
遇
は
、
逆
説
的
に
も
時
と
場
を
超
え
た
⼀
種
の
普
遍
性
、

あ
る
別
の
⾃
由
を
指
し
⽰
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

二

パ
サ
ー
ジ
ュ
論

と
こ
ろ
で
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
⼀
体
ど
の
よ
う
な
﹁
移
ろ
い

パ
サ
ー
ジ
ュ

﹂
を
描
い
た
の
か
？ 

﹁
存
在
﹂
を
描
く
の
で
は
な
く
、
い
か
な
る
追
放
、
亡
命
、
離
散
を
対
象
と
し
た
の

か
？あ

る
い
は
む
し
ろ
、﹃
エ
セ
ー
﹄
は
ど
の
よ
う
な
疎
外
、
喪
失
、
分
離
に
⽴
脚
し
て
い

る
の
か
？ 

こ
れ
ら
の
問
い
を
前
に
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
は
、
最
晩
年
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
付
し

た
次
の
よ
う
な
⻑
⼤
な
加
筆
だ
ろ
う
。 

カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
両
王
が
⾃
国
の
領
⼟
か
ら
ユ
ダ
ヤ
⼈
を
追
放
し
た
の
で
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
王
ジ
ョ
ア
ン
⼆
世
︹
在
位
⼀
四
⼋
⼀

⼀
四
九
五
︺
は
⼀
⼈
あ
た

り
⼋
エ
キ
ュ
で
⾃
領
に
⼀
定
期
間
避
難
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
期
間
が
満
了
し

た
ら
⽴
ち
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
条
件
付
き
だ
っ
た
。
そ
し
て
王

は
、
ア
フ
リ
カ
に
渡
る
た
め
の
船
を
提
供
す
る
と
約
束
し
た
。
そ
の
⽇
が
や
っ

て
き
た
。
こ
れ
を
過
ぎ
る
と
、
従
わ
な
い
者
は
奴
隷
の
ま
ま
だ
と
⾔
わ
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
⽤
意
さ
れ
た
船
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
、
乗
船
し
た
⼈
々
は
船
乗

り
か
ら
⼿
荒
く
卑
劣
な
扱
い
を
受
け
た
。
他
の
ひ
ど
い
仕
打
ち
に
加
え
て
、
船

乗
り
た
ち
は
海
上
を
前
後
に
⾏
っ
た
り
来
た
り
し
て
遅
延
を
は
か
っ
た
た
め
、

⼈
々
は
⾷
糧
を
⾷
べ
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
⾼
い
値
段
で
、
し
か
も

⻑
期
間
、
彼
ら
か
ら
⾷
糧
を
買
う
⽻
⽬
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
⾝
ぐ
る
み
は
が

れ
て
、
よ
う
や
く
︹
ア
フ
リ
カ
に
︺
上
陸
し
た
の
だ
っ
た
。
⼈
道
に
悖
る
こ
の

よ
う
な
仕
打
ち
の
知
ら
せ
が
陸
に
残
っ
た
⼈
々
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
ほ
と
ん

ど
が
隷
従
の
⾝
に
⽢
ん
じ
る
決
⼼
を
固
め
た
。
宗
旨
替
え
を
す
る
そ
ぶ
り
を
⾒

せ
た
者
も
い
た
。 

後
を
継
い
だ
マ
ヌ
エ
ル
⼀
世
︹
在
位
⼀
四
九
五

⼀
五
⼆
⼀
︺
は
、
当
初
は

彼
ら
を
⾃
由
に
し
た
。
だ
が
、
や
が
て
考
え
を
変
え
る
と
国
外
退
去
を
命
じ
、

出
国
の
た
め
に
三
つ
の
港
を
指
定
し
た
。
我
々
の
時
代
に
お
け
る
端
倪
す
べ
か

ら
ざ
る
南
欧

ラ
タ
ン

の
歴
史
家
オ
ソ
リ
ウ
ス
司
教
に
よ
れ
ば
、
マ
ヌ
エ
ル
⼀
世
は
次
の

よ
う
な
期
待
を
抱
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
⾃
由
を
返
し
た
ら
キ
リ
ス

ト
教
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
仲
間
た
ち
み
た
い
に
乗
組

員
に
略
奪
さ
れ
る
と
か
、
⼤
き
な
財
産
の
あ
る
住
み
慣
れ
た
⼟
地
を
捨
て
て
未

知
の
異
国
に
⾏
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
か
、
そ
う
し
た
困
難
に
よ
っ
て
彼
ら

を
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

期
待
は
裏
切
ら
れ
、
全
員
が
渡
航
を
決
意
し
た
た
め
に
、
王
は
約
束
し
た
港
の

う
ち
⼆
つ
を
取
り
や
め
に
し
た
。
⾏
程
を
⻑
引
か
せ
て
不
便
に
す
れ
ば
思
い
直

す
者
も
い
る
だ
ろ
う
、
と
の
魂
胆
だ
っ
た
。
ま
た
全
員
を
⼀
箇
所
に
集
め
て
、
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⾃
分
の
抱
い
て
い
た
計
画
を
で
き
る
だ
け
都
合
よ
く
実
⾏
し
た
い
と
の
腹
づ
も

り
も
あ
っ
た
。
⼀
四
歳
未
満
の
⼦
供
を
す
べ
て
⽗
親
と
⺟
親
の
⼿
か
ら
引
き
離

し
、
会
っ
た
り
話
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
所
に
連
れ
て
い
き
、
そ
こ

で
我
々
の
宗
教
を
教
え
込
む
よ
う
に
王
は
命
じ
た
の
だ
。
オ
ソ
リ
ウ
ス
に
よ
れ

ば
、
こ
の
結
果
、
恐
ろ
し
い
光
景
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
親
⼦
の
⾃
然
な
愛
情
と
、

⾃
分
た
ち
の
昔
か
ら
の
信
仰
に
対
す
る
熱
意
と
が
、
こ
の
理
不
尽
な
命
令
に
ま

っ
こ
う
か
ら
⽴
ち
向
か
わ
せ
た
。
⽗
親
と
⺟
親
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
み
ず
か

ら
命
を
絶
っ
た
。
も
っ
と
む
ご
い
例
と
し
て
は
、
な
ん
と
か
こ
の
法
か
ら
逃
れ

る
べ
く
、愛
情
と
憐
憫
か
ら
幼
い
⼦
供
た
ち
を
井
⼾
に
投
げ
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
た
猶
予
の
期
限
が
切
れ
る
と
、
彼
ら

は
他
に
な
す
術
も
な
く
、
ま
た
隷
従
の
⾝
と
な
っ
た
。
な
か
に
は
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
な
っ
た
者
も
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
か
ら
⼀
〇
〇
年
後
の
今
⽇
で
も
、
彼

ら
や
そ
の
⼦
孫
の
信
仰
に
関
し
て
、
こ
れ
を
信
⽤
し
て
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
⼈
は

ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
習
慣
と
年
⽉
の
⻑
さ
と
は
、
他
の
い
か
な
る
拘
束
に
も
ま

し
て
、
強
⼒
な
助
⾔
者
と
な
っ
て
変
化
を
促
す
も
の
な
の
だ
が
。
ま
た
カ
ス
テ

ル
ノ
ダ
リ
ー
の
町
で
は
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
派
の
異
端
者
五
〇
⼈
が
、
⾃
分
た
ち

の
宗
旨
を
否
認
す
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
に
、
決
然
た
る
勇
気
で
も
っ
て
、
全

員
⼀
緒
に
ひ
と
つ
の
⽕
で
⽣
き
な
が
ら
焼
か
れ
る
こ
と
に
耐
え
た
の
だ
っ
た
。

﹁
ど
れ
ほ
ど
し
ば
し
ば
、
我
々
の
指
揮
官
の
み
な
ら
ず
全
軍
が
、
疑
う
べ
く
も

な
い
死
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
かQ

uoties non m
odò 

ductores nostri, sed uniuersi etiam
 exercitus, ad non dubiam

, 

m
ortem

 concurrerunt ?

﹂
と
、
キ
ケ
ロ
は
述
べ
て
い
る
３

。 

冒
頭
に
﹁
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
両
王
が
⾃
国
の
領
⼟
か
ら
ユ
ダ
ヤ
⼈
を
追
放
し
た
﹂
と

あ
る
の
は
、⼀
四
九
⼆
年
三
⽉
三
⼀
⽇
、イ

ベ
ル
と
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
の﹁
両
王
﹂が
、

ユ
ダ
ヤ
⼈
追
放
令
を
出
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
七
⽉
三
⼀
⽇
ま
で
に
ユ
ダ
ヤ
⼈
は

ス
ペ
イ
ン
か
ら
退
去
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
財
産
没
収
の
上
で
死
刑
に
処
す
、
と
い
う

法
令
で
あ
る
。 

こ
れ
に
先
⽴
つ
こ
と
約
三
ヶ
⽉
前
、
⼀
四
九
⼆
年
⼀
⽉
⼆
⽇
に
レ
コ
ン
キ
ス
タ
が
完

了
し
て
い
た
。
グ
ラ
ナ
ダ
陥
落
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
唯
⼀
残
っ
て
い
た
イ
ス
ラ
ム

王
朝
が
滅
亡
、
イ

ベ
ル
と
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
は
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
宮
殿
に
⼊
っ
た
の
だ
っ

た
。
イ
ス
ラ
ム
勢
⼒
の
駆
逐
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
⼈
の
追
放
と
い
う
⼀
連
の
政
策
に
よ
っ

て
、今
⽇
に
ま
で
⾄
る
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
原
型
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。た
だ
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
と
い
う
道
は

残
さ
れ
て
い
た
。 

３ M
ichel de M

ontaigne, Les E
ssais (1595), édition établie par Jean Balsam

o, 
M

ichel M
agnien et Catherine M

agnien-Sim
onin, Paris: Gallim

ard, Pléiade, 2007, 
p.261-262

︵﹃
エ
セ
ー
２
﹄
宮
下
志
郎
訳
、
⽩
⽔
社
、
⼆
〇
〇
七
年
、
⼀
七
三
⼀
七
五
⾴
︶。

な
お
、
こ
の
加
筆
は
さ
ら
に
ス
ピ
ノ
ザ
﹃
神
学
・
政
治
論
﹄︵
⼀
六
七
〇
年
︶
に
お
け
る
次
の

記
述
に
先
⽴
つ
も
の
と
し
て

歴
史
と
記
憶
の
﹁
移
ろ
い
﹂
と
と
も
に

考
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。﹁
か
つ
て
ス
ペ
イ
ン
王
が
国
教
を
受
け
⼊
れ
る
か
追
放
さ
れ
る
か
迫

っ
た
と
き
、
か
な
り
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
⼈
が
教
皇
の
宗
教
を
受
け
⼊
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
宗

教
を
受
け
⼊
れ
た
者
に
は
⽣
来
の
ス
ペ
イ
ン
⼈
の
特
権
が
み
な
認
め
ら
れ
、ど
ん
な
⾼
職
に

も
就
け
る
と
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
彼
ら
は
す
ぐ
に
ス
ペ
イ
ン
⼈
と
混
じ
り
合
い
、
ほ
ど
な

く
し
て
痕
跡
も
記
憶
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
か
ら
⾃
国

の
宗
教
を
受
け
⼊
れ
る
よ
う
迫
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
⼈
た
ち
に
は
、正
反
対
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
。

改
宗
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、彼
ら
は
す
べ
て
の
⼈
々
か
ら
離
れ
て
暮
ら
し
続
け
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
ど
ん
な
⾼
職
に
も
就
け
な
い
と
宣
告
さ
れ
た
か
ら
な
の
だ
﹂︵T

ractatus 
theologico-politicus 

=
 

T
raité 

théologico-politique, 
texte 

établi 
par 

Fokke 
A

kkerm
an, traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François 

M
oreau, Paris: Presses universitaires de France, 1999 (2012), p. 176 -177 ;

﹃
神
学
・

政
治
論
︵
上
︶﹄
吉
⽥
量
彦
訳
、
光
⽂
社
、
⼆
〇
⼀
四
年
、
⼀
⼋
四
⾴
︶。 

サ

サ
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モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
描
い
て
い
る
﹁
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
ジ
ョ
ア
ン
⼆
世
﹂
と
﹁
後
を
継
い

だ
マ
ヌ
エ
ル
⼀
世
﹂に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、こ
れ
と
同
じ
流
れ
の
う
ち
に
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
か
ら
逃
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
⼈
を
受
け
⼊
れ
た
前
者
の
政
策
は
、
追
放
と
財
産

没
収
に
帰
着
し
た
。
後
者
も
ま
た
追
放
と
財
産
没
収
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
強
制
改

宗
を
図
っ
た
。
ど
ち
ら
も
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
両
王
の
政
策
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
追
放
令
も
い
わ
ば
脅、し、で
あ
っ
て
、
本
当
の
⽬
的

は
強
制
改
宗
に
あ
っ
た
と
い
う
。
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
統
治
者
た
ち
に
と
っ
て
、
最
優
先

事
項
は
﹁
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
し
か
し
、﹁
昔
か
ら
の
信
仰
に
対
す
る
熱
意
﹂
を
持
つ
⼈
々
に
と
っ
て

は
、
受
け
⼊
れ
難
い
こ
と
だ
っ
た
。
追
放
か
改
宗
か
と
い
う
⼆
者
択
⼀
を
前
に
し
て
、

﹁
全
員
が
渡
航
を
決
意
し
た
﹂。
こ
う
し
た
﹁
熱
意
﹂
や
﹁
決
意
﹂
が
誇
張
で
は
な
か
っ

た
か
ら
こ
そ
、
ス
ペ
イ
ン
で
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
⼈
に
対
し
て
同
じ
政
策
が

と
ら
れ
、
同
じ
結
果
を
⽣
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
着
⽬
す
べ
き
は
、﹁
ひ

ど
い
仕
打
ち
﹂﹁
恐
ろ
し
い
光
景
﹂﹁
む
ご
い
例
﹂
で
は
な
い
。 

そ
う
で
は
な
く
、﹁
宗
旨
替
え
を
す
る
そ
ぶ
り
を
⾒
せ
た
者
も
い
た
﹂
こ
と
、﹁
な
か

に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た
者
も
い
る
﹂
こ
と
、
こ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。 

と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
ま
さ
に
﹁
移
ろ
い

パ
サ
ー
ジ
ュ

﹂
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
改
宗
し

を
捨
て
た
の
か
ど
う
か
、キ
リ
ス
ト
教
に
の
み﹁
熱
意
﹂を
向
け
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

た
え
ず
疑
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
も
ま
た
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

次
の
⼀
⽂
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。﹁
⼀
〇
〇
年
後

、
、
、
、
、の、今

⽇、、で
も、、、彼、ら
や
そ
の

、
、
、
、⼦

孫、、

の、信
仰、、に、関、し
て、、、
こ
れ
を
、
、
、信

⽤、、し
て
い
る

、
、
、
、ポ

ル
ト
ガ
ル

、
、
、
、
、⼈、は

ほ
と
ん
ど
い
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、﹂。 

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
⼀
五
九
⼆
年
に
没
し
た
こ
と
、
最
後
ま
で
﹃
エ
セ
ー
﹄
に
⼿
を
加

え
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
レ
コ
ン
キ
ス
タ
の
完
了

と
ユ
ダ
ヤ
⼈
追
放
令
か
ら
﹁
⼀
〇
〇
年
後

、
、
、
、
、の、今

⽇、、で
も、、﹂、
依
然
と
し
て
﹁
宗
旨
替
え
﹂

は
疑
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
⼀
⽂
が
興
味
深
い
の
は
、
以
下
の
⼆
つ
の
理
由
に
よ
る
。 

三

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
か
ら
ボ
ル
ド
ー
へ

第
⼀
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
実
⺟
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が
、
ま
さ
に
ユ
ダ
ヤ
の
家
系
に

属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
祖
⽗
は
ち
ょ
う
ど
⼀
四
九
⼆
年
頃
サ
ラ
ゴ
サ
か
ら
ト
ゥ
ー

し
た
が
っ
て
、
も
し
⺟
親
の
祖
⽗
が
移
住
せ
ず
、
ス
ペ
イ
ン
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と

し
た
ら
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
描
い
た
通
り
の
境
遇
に
置
か
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
﹁
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
両
王
が
⾃
国
の
領
⼟
か
ら
ユ
ダ
ヤ
⼈
を
追
放
し
た
﹂
の
を

受
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
北
上
す
る
の
で
は
な
く
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
南
下
し
て
い
た
と
し

た
ら
、﹁
ジ
ョ
ア
ン
⼆
世
﹂
や
﹁
後
を
継
い
だ
マ
ヌ
エ
ル
⼀
世
﹂
の
政
策
に
直
⾯
す
る
こ

と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。 

﹁
移
ろ
い
を
描
く
﹂
以
上
、
そ
う
し
た
想
像
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
脳
裏
を
よ
ぎ
ら
か

っ
た
は
ず
が
な
い
。
も
し
運
命
が
違
っ
て
い
た
ら
、
⾃
分
⾃
⾝
の
先
祖
た
ち
が
﹁
⾝
ぐ

る
み
は
が
れ
﹂
た
り
、﹁
当
た
り
前
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
命
を
絶
っ
た
﹂
り
、﹁
幼
い
⼦

供
た
ち
を
井
⼾
に
投
げ
こ
ん
だ
﹂
り
、
そ
の
よ
う
な
悲
惨
な
状
況
に
直
⾯
し
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
⺟
親
の
祖
⽗
の
代
に
﹁
故
郷
喪
失
と
い
う
事
実
﹂
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
頭
の
⽚
隅
に
留
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

た
ユ
ダ
ヤ
⼈
は
﹁
改
宗
者

コ
ン
ヴ
ェ
ル
ソ

﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
だ
が
、
本
当
に
﹁
昔
か
ら
の
信
仰
﹂

ル
ー
ズ
へ
移
住
し
た
商
⼈
で
、
⼀
家
は
み
な
以
前
か
ら
﹁
改
宗
者

コ
ン
ヴ
ェ
ル
ソ

﹂
だ
っ
た
。
ス
ペ

イ
ン
で
は
、
す
で
に
⼀
四
七
⼋
年
に
異
端
審
問
所
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
新
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
対
す
る
猜
疑
の
⽬
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
て
い
た
。
事
実
、
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ

ト
の
祖
先
も
何
⼈
か
⽕
刑
に
処
さ
れ
て
い
る
。 
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と
い
う
よ
り
、
そ
う
し
た
事
実
は
、
⽇
々
つ
ね
に
あ
ら
た
に
想
起
さ
れ
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。﹃
エ
セ
ー
﹄へ
の
最
後
の
加
筆
時
に
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
は
ま
だ
健
在
で
、

し
か
も
同
じ
敷
地
内
に
暮
ら
し
て
い
た
︵
さ
ら
に
⾔
え
ば
息
⼦
よ
り
⻑
⽣
き
す
る
こ
と

に
な
る
︶。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
⺟
親
に
つ
い
て
何
⼀
つ
書
き
残
し
て
い
な
い
。
だ
が
﹁
⼀

〇
〇
年
後
の
今
⽇
で
も
、
彼
ら
や
そ
の
⼦
孫
の
信
仰
に
関
し
て
、
こ
れ
を
信
⽤
し
て
い

る
ポ
ル
ト
ガ
ル
⼈
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
﹂
と
書
い
た
と
き
、
⾃
分
の
⺟
親
が
当
の
﹁
⼦

孫
﹂
の
⼀
⼈
で
あ
る
事
実
を

し
た
が
っ
て
⾃
分
⾃
⾝
の
﹁
存
在
﹂
を
も
含
み
込
ん

で
い
る
歴
史
を

完
全
に
忘
却
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。 

そ
し
て
次
の
⼀
⽂
は
こ
う
続
く
。﹁
習
慣
と
年
⽉
の
⻑
さ
と
は
、他
の
い
か
な
る
拘
束

に
も
ま
し
て
、
強
⼒
な
助
⾔
者
と
な
っ
て
変
化
を
促
す
も
の
な
の
だ
が
﹂。 

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
⾃
⾝
は
つ
ね
に
カ
ト
リ
ッ
ク
を
⾃
認
し
て
い
た
。
し
か
し
⺟
親
の

﹁
信
仰
﹂
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

﹁
宗
旨
替
え
﹂

は
完
璧
で
、
も
は
や
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
と
み
な
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ

と
も
﹁
信
⽤
し
て
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
⼈
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
﹂
の
と
同
様
に
、﹁
習
慣
と

年
⽉
の
⻑
さ
﹂
が
決
し
て
完
全
に
は
通
⽤
し
な
い
事
例
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
？ 確

定
可
能
な
答
え
は
な
い
。だ
が
⼀
⾒
客
観
的
な
事
実
の
叙
述
の
う
ち
に
、﹁
決
定
的

に
重
要
な
疎
外
﹂が
含
ま
れ
て
い
る
。﹁
我
々
の
宗
教
を
教
え
込
む
よ
う
に
王
は
命
じ
た

の
だ
﹂
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
⾔
う
。
そ
し
て
当
初
は
﹁
親
⼦
の
⾃
然
な
愛
情
と
、
⾃
分

た
ち
の
昔
か
ら
の
信
仰
に
対
す
る
熱
意
と
が
、
こ
の
理
不
尽
な
命
令
に
ま
っ
こ
う
か
ら

⽴
ち
向
か
わ
せ
た
﹂。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
⼀
〇
〇
年
前
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
出
来
事

で
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
⾃
⾝
が
経
験
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
﹃
エ
セ
ー
﹄
の
著
者

が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
﹁
我
々
の
宗
教
﹂
と
呼
ぶ
限
り
、
⺟
⽅
の
⾎
筋
の
﹁
信
仰
﹂
は
捨
て

去
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

少、な
く
と
も

、
、
、
、表

⾯
的
、
、
、に

は、、、
と
付
け
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？ 

未
来
の
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
同
時
代
の
こ
う
し
た
状
況
を
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
知
ら

な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
⼀
四
九
⼆
年
の
追
放
令
か
ら
﹁
⼀
〇
〇
年
後

、
、
、
、
、の、今

⽇、、﹂、
異
端

審
問
所
の
活
動
は
き
わ
め
て
強
⼒
だ
っ
た
。﹁
ま
っ
こ
う
か
ら
⽴
ち
向
か
う
﹂こ
と
な
ど

も
は
や
論
外
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
内
外
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
ユ
ダ
ヤ
⼈
か
ら
恐
れ
ら

れ
て
い
た
。
仮
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
⾃
⾝
が

あ
る
い
は
⺟
親
も
含
め
て

完
全
に

カ
ト
リ
ッ
ク
に
同
化
し
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
ボ
ル
ド
ー
市
⻑
と
い
う
⽴
場
に
あ
っ

た
以
上
、
隣
国
の
情
勢
は
そ
れ
な
り
に
把
握
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
ボ
ル
ド
ー
に
居
住
す

る
イ
ベ
リ
ア
半
島
出
⾝
の
ユ
ダ
ヤ
⼈
は
数
多
く
、
さ
ら
に
⾔
え
ば
﹃
エ
セ
ー
﹄
初
版
を

刊
⾏
し
た
書
店
も
ユ
ダ
ヤ
系
だ
っ
た
と
い
う
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
⾃
⾝
の
信
仰
が
ど
う
で

あ
れ
、
マ
ラ
ー
ノ
と
異
端
審
問
所
に
関
す
る
情
報
を
ま
っ
た
く
⽿
に
し
な
か
っ
た
と
想

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
次
の
⼀
⽂
が
な
ぜ
加
筆
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
動
機
も
み
え
て

く
る
。﹁
ま
た
カ
ス
テ
ル
ノ
ダ
リ
ー
の
町
で
は
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
派
の
異
端
者
五
〇
⼈

が
、
⾃
分
た
ち
の
宗
旨
を
否
認
す
る
こ
と
を
よ
し
と
せ
ず
に
、
決
然
た
る
勇
気
で
も
っ

て
、
全
員
⼀
緒
に
ひ
と
つ
の
⽕
で
⽣
き
な
が
ら
焼
か
れ
る
こ
と
に
耐
え
た
の
だ
っ
た
﹂。 

こ
の
問
い
と
と
も
に
、
第
⼆
の
理
由
に
移
る
。
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
﹁
改
宗
者

コ
ン
ヴ
ェ
ル
ソ

﹂
た

ち
は
、
い
つ
し
か
マ
ラ
ー
ノ

、
、
、
、と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
豚、を
意
味
す
る
蔑
称

で
あ
る
。
洗
礼
を
受
け
、
改
宗
し
た
と
⾔
い
な
が
ら
、
ひ
そ
か
に
旧
来
の
信
仰
を
守
り

続
け
た
ユ
ダ
ヤ
⼈
も
多
か
っ
た
た
め
、
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
の

だ
っ
た
。
彼
ら
は
異
端
審
問
所
の
格
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
り
、
と
り
わ
け
財
産
が
多

い
場
合
は
そ
う
だ
っ
た
。
⼀
旦
疑
わ
れ
た
ら
抗
弁
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
財
産
没

収
の
上
、
⽕
刑
に
処
さ
れ
る
。
悪
名
⾼
い
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
ス
ペ
イ
ン
で
完
全
に
廃
⽌

さ
れ
る
に
は
、
⼀
⼋
三
四
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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こ
の
⼀
⽂
は
、
前
述
の
﹁
ボ
ル
ド
ー
本
﹂
に
は
な
い
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
没
後
、
マ

リ
ー
・
ド
・
グ
ル
ネ
ー
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
⼀
五
九
五
年
刊
⾏
の
﹃
エ
セ
ー
﹄
に
は

じ
め
て
み
ら
れ
る
加
筆
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
⾃
⾝
か
ら
﹃
エ
セ
ー
﹄
の
管
理
を
依

頼
さ
れ
た
と
い
う
グ
ル
ネ
ー
嬢
は
、
⼿
に
し
え
た
あ
ら
ゆ
る
加
筆
や
変
更
を
整
理
し
て
、

⼀
五
九
五
年
版
に
結
実
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
近
代
の
研
究
者
た
ち
は
、
明
ら
か
に

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
⾃
⾝
が
⼿
を
⼊
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
﹁
ボ
ル
ド
ー
本
﹂
を
正
統
な
テ
ク

ス
ト
と
し
、
グ
ル
ネ
ー
嬢
編
の
⼀
五
九
五
版
の
価
値
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。
年
若
い

⼥
性
に
委
ね
ら
れ
た
と
い
う
⾔
葉
は
、
信
じ
る
に
⾜
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。 

し
か
し
﹁
旅
の
途
上
に
あ
る
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
⾔
葉
も
ま
た
旅
と
同
じ

だ
ろ
う
。
⽣
が
た
え
ず
、
、
、死、と

と
も
に
あ
る

、
、
、
、
、
、の

と
同
じ
よ
う
に
、
⾔
葉
も
ま
た
発
話
者
か

ら
離
れ
て
あ
り
、
し
た
が
っ
て
つ
ね
に
す
で
に

、
、
、
、
、
、他

者、、と
と
も
に
あ
る

、
、
、
、
、
、は

ず
だ
。
⽼
若
男

⼥
を
問
わ
ず
、
他
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
な
し
に
は
、
⾔
葉
は
⾔
葉
と
し

て
成
⽴
し
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
⼀
五
九
五
年
版
が
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
根
拠
は
、

⼀
体
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
？

と
り
わ
け
死
ぬ
ま
で
考
え
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
、
そ

れ
ゆ
え
最
後
ま
で
加
筆
と
変
更
が
と
も
な
う
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
物
質
的
に
残
さ
れ

た
著
者
の
筆
跡
だ
け
を
正
統
性
の
証
拠
と
み
な
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
？ 

さ
ら
に
⾔
え
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
⼀
節
は
、﹃
エ
セ
ー
﹄
第
⼀
巻
﹁
幸
と
不

幸
の
味
は
⼤
部
分
わ
れ
わ
れ
の
考
え
⽅
に
よ
る
こ
と
﹂
と
題
さ
れ
た
章
の
う
ち
に
あ
る
。

こ
の
章
は
﹁
ボ
ル
ド
ー
本
﹂
ま
で
は
第
⼀
四
章
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
⼀
五
九

五
年
版
で
は
第
四
〇
章
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
異
同
は
﹃
エ
セ
ー
﹄
全
体
を
通
じ

て
こ
の
章
だ
け
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
⼀
層
注
⽬
に
価
す
る
。
な
ぜ
最

晩
年
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
こ
こ
で
﹁
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
派
の
異
端
者
﹂
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
の
か
？

⼀
四
九
⼆
年
か
ら
﹁
⼀
〇
〇
年
後
の
今
⽇
﹂
に
⾄
る
ユ
ダ
ヤ
⼈
の
境
遇

と
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
か
？ 

ひ
と
こ
と
で
答
え
る
な
ら﹁
我
々
の
宗
教
﹂、そ
し
て
と
く
に
異
端
審
問
と
歴
史
的
な

ル
ビ
ジ
ョ
ワ
派
の
異
端
者
﹂
を
念
頭
に
、
司
教
に
よ
る
異
端
裁
判
が
制
度
化
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
今
⽇
で
は
⼀
般
的
に
カ
タ
リ
ー
派
と
呼
ば
れ
て
い
る
⼈
々
は
、
⾃
分
た
ち
こ

そ
が
真
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
考
え
、
ア
ル
ビ
や
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
で
信
者
を
増
や

し
て
い
た
。
政
治
的
に
は
レ
モ
ン
六
世
、
七
世
の
庇
護
を
受
け
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
拠

点
と
し
て
勢
⼒
を
拡
⼤
し
て
い
く
。
し
か
し
教
会
側
か
ら
み
る
と
、
秘
蹟
や
説
教
に
関

し
て
、
彼
ら
は
正
統
な
教
義
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
た
。
か
く
し
て
⼀
⼆
世
紀
末

に
即
位
し
た
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
は
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
⼗
字
軍
を
企
画
す

る
と
と
も
に
、
異
端
裁
判
を
積
極
的
に
活
⽤
す
る
。
⼆
代
後
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の

時
代
に
は
、
教
皇
直
轄
の
異
端
審
問
所
が
開
設
さ
れ
た
。 

マ
ラ
ー
ノ
へ
。﹁
異
端
者
﹂
と
は
異
教
徒
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
な
が
ら

﹁
我
々
の
宗
教
﹂
を
歪
曲
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
⼈
々
、
教
会
を
軸
と
し
た
正
統
な

教
義
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
⼈
々
が
﹁
異
端
﹂
な
の
で
あ
る
。
審
問
所
は
そ
う

し
た
⼈
々
を
取
り
締
ま
り
、
公
然
と
⽕
刑
に
処
す
。﹁
⽣
き
な
が
ら
焼
か
れ
る
﹂
光
景
を

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
⾃
⾝
が
⽬
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が

少
な
く
と
も
⽿
に
は
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
⼀
六
世
紀
の
イ
ベ
リ

ア
半
島
は
、た
し
か
に
数
世
紀
前
の﹁
カ
ス
テ
ル
ノ
ダ
リ
ー
の
町
﹂を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

最
晩
年
に
な
っ
て
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
こ
そ
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
こ
こ
で
も

関
係
が
あ
る
の
だ
。
不
審
な
﹁
改
宗
者

コ
ン
ヴ
ェ
ル
ソ

﹂
を
取
り
締
ま
る
審
問
所
が
ス
ペ
イ
ン
で
設

置
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
⼀
四
七
⼋
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
、
教
会
の
異
端

裁
判
そ
の
も
の
は
、⼀
⼀
⼋
四
年
の
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
公
会
議
に
さ
か
の
ぼ
る
。ま
さ
に﹁
ア

﹁
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
派
﹂
か
ら
﹁
改
宗
者

コ
ン
ヴ
ェ
ル
ソ

﹂
へ
。
同
じ
こ
と
だ
が
、
カ
タ
リ
ー
派
か
ら
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﹁
移
ろ
い
﹂
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

四

過
剰
に
つ
い
て

こ
う
し
て
み
る
と
、
最
後
に
引
⽤
さ
れ
た
キ
ケ
ロ
の
⾔
葉

﹁
ど
れ
ほ
ど
し
ば
し

ば
、
我
々
の
指
揮
官
の
み
な
ら
ず
全
軍
が
、
疑
う
べ
く
も
な
い
死
に
向
か
っ
て
突
き
進

ん
で
い
っ
た
こ
と
か
﹂

の
意
義
も
ま
た
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

こ
の
⼀
⽂
は
﹃
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
荘
対
談
集
﹄
第
⼀
巻
第
三
七
節
の
冒
頭
部
に
あ
る
。

キ
ケ
ロ
は
こ
こ
で
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
、
戦
時
に
は
必
ず
し
も
死
が
怖
れ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
。
⼈
々
が
敢
然
と
敵
に
⽴
ち
向
か
っ
た
り
、
祖
国
の
た
め

に
⾝
を
呈
し
た
り
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
⾃
分
の
⽣
よ
り
も
重
要
な
何
か
が
賭
け
ら
れ

て
い
る
。
実
際
そ
の
た
め
に
死
ん
だ
者
た
ち
も
数
多
く
、
彼
ら
が
惨
め
だ
っ
た
こ
と
は

決
し
て
な
い
、
と
４

。 

し
た
が
っ
て
、
キ
ケ
ロ
か
ら
の
引
⽤
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡

潔
に
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
強
制
改
宗
に
対
し
て
﹁
当
た
り
前
の
よ
う
に
み

ず
か
ら
命
を
絶
っ
た
﹂
ユ
ダ
ヤ
⼈
、
そ
し
て
﹁
決
然
た
る
勇
気
で
も
っ
て
全
員
⼀
緒
に

ひ
と
つ
の
⽕
で
⽣
き
な
が
ら
焼
か
れ
る
こ
と
に
耐
え
た
﹂
カ
タ
リ
ー
派
。
彼
ら
は
み
な

古
代
ロ
ー
マ
の
軍
隊
と
同
様
に
、﹁
死
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で
い
っ
た
﹂。 

も
っ
と
も
、
書
か
れ
た
順
序
を
想
定
す
る
な
ら
キ
ケ
ロ
の
⾔
葉
が
ま
ず
最
初
に
あ
り
、

そ
れ
を
敷
衍
す
る
形
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
記
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
﹁
ボ
ル
ド
ー
本
﹂
の
校
訂
に
寄
与
し

た
ピ
エ
ー
ル
・
ヴ
ィ
レ
ー
の
⾒
解
に
依
り
つ
つ
、﹃
ミ
メ
ー
シ
ス
﹄
の
な
か
で
こ
う
述
べ

て
い
る
。 

ヴ
ィ
レ
ー
が
⽰
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、﹃
エ
セ
ー
﹄
の
形
式
は
実
例
・
引
⽤
・
格
⾔

な
ど
に
由
来
し
て
お
り
、
こ
の
種
の
書
物
は
す
で
に
古
代
末
期
や
中
世
に
⾮
常
に

好
ま
れ
、
⼀
六
世
紀
に
⼈
⽂
主
義
的
な
題
材
が
普
及
す
る
の
に
役
⽴
っ
た
。
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
も
そ
う
し
た
仕
⽅
で
始
め
た
の
だ
っ
た
。
彼
の
本
は
も
と
も
と
注
釈
が

添
え
ら
れ
た
名
⽂
集
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
枠
が
ま
も
な
く
破
ら
れ
、
添
え
ら
れ
る

注
釈
の
⽅
が
⼤
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
読
ん
だ
も
の
ば
か
り
で
な
く
、

体
験
も
ま
た
素
材
や
契
機
と
し
て
⽤
い
ら
れ
た
。
⾃
分
⾃
⾝
の
体
験
も
あ
れ
ば
、

⼈
か
ら
聞
い
た
こ
と
や
⾝
の
ま
わ
り
で
起
き
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
具
体
的
な

物
事
、
実
際
に
起
き
た
こ
と
に
依
拠
す
る
と
い
う
原
則
を
、
彼
は
決
し
て
捨
て
な

か
っ
た
。
事
象
の
追
求
⽅
法
と
か
事
件
の
経
過
順
序
な
ど
に
縛
ら
れ
ま
い
と
す
る

⾃
由
に
つ
い
て
も
同
様
だ
っ
た
５

。 

﹁
読
ん
だ
も
の
﹂﹁
⼈
か
ら
聞
い
た
こ
と
や
⾝
の
ま
わ
り
で
起
き
た
こ
と
﹂、
こ
れ
ら

が
﹁
注
釈
﹂
の
内
容
を
な
す
。
キ
ケ
ロ
の
⾔
葉
を
古
代
ロ
ー
マ
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
理
解

す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
⾃
分
と
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
考
察
す
る
こ

と
。
そ
れ
は
い
わ
ば
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は

﹁
事
象
の
追
求
⽅
法
と
か
事
件
の
経
過
順
序
な
ど
に
縛
ら
れ
ま
い
と
す
る
﹂。
⾃
ら
調

べ
⾃
ら
考
え
る
こ
と
が
﹁
⾃
由
﹂
な
の
で
あ
る
。 

４ Cicéron, T
usculanes, texte établi par Georges Fohlen et tr. par Jules H

um
bert 

(1931), 4
e tirage, Paris: Belles lettres, 1970, tom

e 1, p. 55

︵﹃
キ
ケ
ロ
ー
選
集
﹄
第
⼀

⼆
巻
、
⽊
村
健
治
・
岩
⾕
智
訳
、
岩
波
書
店
、
⼆
〇
〇
⼆
年
、
七
三
七
四
⾴
︶。 

５ Erich A
uerbach, M

im
esis : dargestellte W

irklichkeit in der abendländischen 
Literatur (1946),  2., verb. und erw. A

ufl., Bern: Francke, 1959, S. 280

︵﹃
ミ
メ
ー

シ
ス
︵
下
︶﹄
篠
⽥
⼀
⼠
・
川
村
⼆
郎
訳
、
ち
く
ま
学
芸
⽂
庫
、
⼀
九
九
四
年
、
六
〇
⾴
︶。 
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だ
と
す
れ
ば
、
結
果
的
に
﹁
⼤
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
注
釈
の
⽅
に
、
⼀
種
の
過、

剰、が
⾒
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。﹁
も
と
も
と
注
釈
が
添
え
ら
れ
た
名
⽂
集
だ

っ
た
﹂
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
⾃
⾝
の
﹁
枠
﹂
を
破
る
。
テ
ク
ス
ト
の
重
⼼
は
﹁
名
⽂
﹂

か
ら
﹁
注
釈
﹂
に
移
り
、
解
釈
そ
の
も
の
が
思
考
と
な
る
。﹁
具
体
的
な
物
事
、
実
際
に

起
き
た
こ
と
に
依
拠
す
る
﹂
と
し
て
も
、
思
考
は
﹁
原
則
﹂
に
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
﹁
原
則
﹂
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
本
当
の
﹁
⾃
由
﹂
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、﹁
全
軍
が
死
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で
い
っ
た
﹂と
い
う
キ

ケ
ロ
の
⾔
葉
に
対
し
て
、﹁
決
然
た
る
勇
気
で
も
っ
て
全
員
⼀
緒
に
ひ
と
つ
の
⽕
で
⽣

き
な
が
ら
焼
か
れ
る
こ
と
に
耐
え
た
﹂
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
派
や
﹁
当
た
り
前
の
よ
う
に
み

ず
か
ら
命
を
絶
っ
た
﹂
ユ
ダ
ヤ
⼈
の
事
例
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
す
で
に
﹁
枠
﹂
は

破
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
キ
ケ
ロ
の
⾔
葉
を
た
だ
説
明
し

よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
最
晩
年
の
加
筆
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
？ 

そ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
は
、﹁
⾃
分
た
ち
の
宗
旨
﹂﹁
信
仰
に
対
す
る
熱
意
﹂、
さ
ら
に

は
﹁
我
々
の
宗
教
﹂
に
つ
い
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
と

問
う
こ
と
に
等
し
い
。
そ
し
て
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、﹃
エ
セ
ー
﹄
第
三
巻
第
四
章
の

う
ち
に
答
え
を
⾒
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
⼀
五
⼋
⼋
年
の
時
点
で
モ
ン
テ
ー
ニ

ュ
は
こ
う
述
べ
て
い
る

﹁
⽕
刑
台
の
上
の
憐
れ
な
⼈
々
﹂
は
﹁
あ
る
新
た
な
存
在

を
⽬
指
し
て
⾛
っ
た
﹂。
た
し
か
に
﹁
信
仰
に
つ
い
て
は
彼
ら
を
讃
え
る
べ
き
だ
﹂。
し

か
し
彼
ら
は
﹁
死
そ
の
も
の
を
考
察
し
て
は
い
な
い
﹂、
と
６

。 

つ
ま
り
死
を
怖
れ
な
い
に
し
て
も
、﹁
あ
る
新
た
な
存
在
﹂が
⽬
標
と
さ
れ
て
い
る
限

り
、
死
そ
の
も
の
を
思
考
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か

え
れ
ば
、
ま
さ
に
死
ぬ
ま
で
死
に
つ
い
て
考
え
る
、
い
か
な
る
教
義
に
も
と
ら
わ
れ
る

こ
と
な
く
⾃
ら
考
え
る
、
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
﹁
⾃
由
﹂
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
何
か
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
は
思
考
の
放
棄
で
あ
り
、
同
時
に
⾃
由
の
放
棄

に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

か
く
し
て
、
キ
ケ
ロ
の
⾔
葉
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
と
っ
て
必
ず
し
も
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
む
し
ろ
⾃
死、、は
た
や
す
く
遂
⾏
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
く
、
と
り
わ
け
﹁
宗
旨
﹂
や
﹁
信
仰
﹂
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

死
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
外
の
理
由
で
死、ぬ、⾃
由、、を
⼿
放
し
て
は

な
ら
ず
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
ま
で
⾃
ら
考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
最
後
ま
で
死
ぬ
⾃
由
を
保
持
す
る
こ
と
、
死
そ
の
も
の
を
考
え
る
た
め
に
最

後
ま
で
死
な
な
い
こ
と
。
こ
れ
が
﹁
存
在
で
は
な
く
移
ろ
い

パ
サ
ー
ジ
ュ

を
描
く
﹂
た
め
の
条
件
で

あ
る
だ
ろ
う
。 

五

異
端
の
な
か
の
異
端

そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
死
を
怖
れ
な
い
別
の
仕
⽅
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
何
ら

か
の
⼤
義
や
信
条
の
た
め
に
⼀
致
団
結
し
て
死
へ
の
恐
怖
を
乗
り
越
え
る
の
で
は
な

く
、
死
ぬ
ま
で
⾃
分
ひ
と
り
で
死
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
死
と
と
も
に
⽣
き
る
、
た
え
ず
、
、
、死、と

と
も
に
あ
る

、
、
、
、
、
、と

い
う
こ
と
で
あ
る
。 

だ
が
、
こ
れ
は
逆
説
的
に
も
﹁
隷
従
の
⾝
に
⽢
ん
じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
と
似
て
く
る

の
で
は
な
い
か
？

な
ぜ
な
ら
﹁
死
ぬ
⾃
由
﹂
を
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
的

な
も
の
で
あ
れ
政
治
的
な
も
の
で
あ
れ
、
主
義
信
条
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
を
選
ば
な
い

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

６ 

⼩
森
謙
⼀
郎
﹁
第
三
の
道

ア
ー
レ
ン
ト
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
﹂、﹃
武
蔵
⼤

学
総
合
研
究
所
紀
要
﹄
第
⼆
⼋
号
、
⼆
〇
⼀
九
年
、
⼀
⼋
⼆
︵
⼀
五
︶
⾴
を
参
照
。
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こ
の
と
き
、
最
晩
年
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
残
し
た
⻑
⼤
な
加
筆
の
な
か
で
唯
⼀
﹁
⾃

分
⾃
⾝
の
体
験
﹂
と
み
な
し
う
る
⼀
⽂
、
す
な
わ
ち
﹁
習
慣
と
年
⽉
の
⻑
さ
と
は
、
他

の
い
か
な
る
拘
束
に
も
ま
し
て
、
強
⼒
な
助
⾔
者
と
な
っ
て
変
化
を
促
す
﹂
と
い
う
⼀

⽂
が
想
起
さ
れ
る
。 

﹁
変
化
﹂
と
は
、
必
ず
し
も
あ
る
信
条
か
ら
別
の
信
条
に
乗
り
換
え
る
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
改
宗
や
転
向
が
時
間
と
慣
習
に
よ
っ
て
徐
々
に
促
さ
れ
る
こ
と
は
む
し

ろ
少
な
い
だ
ろ
う
。﹁
死
ぬ
⾃
由
﹂が
ひ
と
つ
の

、
、
、
、宗

教、、や
ひ
と
つ
の

、
、
、
、
、⼤

義、、の
た
め
に

、
、
、
、は、死、

な
な
い
、
、
、⾃

由、、で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
内
⾯、、の、⾃
由、、で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
内
的
⾃
由
を
保
持
す
る
こ
と
と
﹁
隷
従
の
⾝
に
⽢
ん
じ
る
﹂
こ
と
は
⽭
盾
し
な

い
。 し

た
が
っ
て
、
⼆
重
性
を
⽣
き
る
こ
と
。
両
義
性
を
維
持
す
る
こ
と
。
あ
る
い
は
む

し
ろ
多
重
性
な
い
し
多
義
性
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
共
存
さ
せ
る
こ
と
。
マ
ラ
ー
ノ
的

な
そ
う
し
た
存
在
の
仕
⽅
は
、
近
代
的
な
同
⼀
性
に
は
基
い
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
こ

に
こ
そ
﹁
変
化
﹂
が

つ
ま
り
﹁
移
ろ
い

パ
サ
ー
ジ
ュ

﹂
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
ま
た
﹁
⾃
由
﹂
の
別
名
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

⾃
分
は
流
れ
る
潮
の
集
ま
り
だ
、
と
時
折
思
う
こ
と
が
あ
る
。
堅
固
な
⾃
⼰
と
い

う
観
念
、
多
く
の
⼈
々
が
あ
れ
ほ
ど
重
要
だ
と
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
る
も

の
よ
り
も
、
私
に
は
こ
ち
ら
の
⽅
が
好
ま
し
い
。
⼈
が
複
数
の
主
旋
律
を
⽣
き
る

よ
う
に
、
⽬
覚
め
て
い
る
あ
い
だ
は
複
数
の
潮
が
流
れ
つ
づ
け
、
⼀
番
い
い
と
き

に
は
協
調
さ
せ
た
り
調
和
さ
せ
た
り
す
る
必
要
も
な
い
。
潮
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
隔
た

っ
て
﹂
お
り
、
ど
こ
か
ず
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
つ
ね
に
動

い
て
い
る
。
時
に
応
じ
て
、
場
に
応
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
意
外
な
組
み
合
わ
せ
が
変

転
し
て
い
く
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
。
必
ず
し
も
前
進
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

時
に
は
相
互
に
反
発
す
る
こ
と
も
あ
る
。
対
位
法
的
に
、
だ
が
中
⼼
旋
律
は
不
在

の
ま
ま
に
。
こ
れ
は
⾃
由
の
ひ
と
つ
の
形
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
た
い
。
完
全
に

そ
う
確
信
し
て
い
る
と
は
⾔
え
な
い
と
し
て
も
。
こ
う
し
た
懐
疑
主
義
も
ま
た
、

私
が
と
く
に
保
持
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
主
旋
律
の
⼀
つ
で
あ
る
。
幾
多
の
不
協

和
⾳
を
伴
っ
た
⼈
⽣
の
な
か
で
、
私
が
実
際
の
と
こ
ろ
学
ん
で
き
た
の
は
、
何
か

ぴ
っ
た
り
こ
な
い
、
ど
こ
か
ず
れ
て
い
る
と
い
う
あ
り
⽅
を
好
む
こ
と
だ
っ
た
７

。 

以
上
は
晩
年
の
サ
イ
ー
ド
が
書
い
た
⾃
伝
の
最
後
の
⼀
節
で
あ
る
。 

だ
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
同
じ
こ
と
を
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
驚
く
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。
四
〇
〇
年
と
い
う
時
間
差
は
、
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
⾳
楽

に
対
す
る
造
詣
は
違
う
に
せ
よ
、﹃
エ
セ
ー
﹄
に
⾒
出
さ
れ
る
著
者
像
は
、
実
際
の
と
こ

ろ
﹁
堅
固
な
⾃
⼰
﹂
と
い
う
よ
り
も
﹁
流
れ
る
潮
の
集
ま
りa cluster of flow

ing 

currents

﹂
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
ま
さ
に
﹁
中
⼼
旋
律
は
不
在
の
ま
ま
﹂﹁
複
数

の
主
旋
律
を
⽣
き
る
﹂
⾃
分
⾃
⾝
の
姿
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

逆
に
、
サ
イ
ー
ド
が
こ
の
⼀
節
を
書
い
た
と
き
、﹃
エ
セ
ー
﹄
を
念
頭
に
置
い
て
い
た

と
は
思
え
な
い
。
そ
の
著
作
全
体
を
⾒
渡
し
て
も
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
関
す
る
⾔
及
は

稀
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
ど
こ
か
ず
れ
て
い
るout of place

﹂
あ
り
⽅
、
つ
ま
り
唯
⼀

正
統
と
み
な
さ
れ
る
場
所
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
本
来
的
な
中
⼼
か
ら
は
む
し
ろ

逸
脱
し
た
あ
り
⽅
は
、﹁
存
在
で
は
な
く
移
ろ
い

パ
サ
ー
ジ
ュ

を
描
く
﹂
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
彷
彿
と

さ
せ
る
。 

７ Edw
ard W

. Said, O
ut of Place: A

 M
em

oir, 1st V
intage Books ed., N

ew
 York: 

V
intage Books, 1999 (2000), p. 295

︵﹃
遠
い
場
所
の
記
憶

⾃
伝
﹄
中
野
真
紀
⼦
訳
、

み
す
ず
書
房
、
⼆
〇
〇
⼀
年
、
三
四
⼀
⾴
︶。
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そ
し
て
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
の
⾔
葉
の
起
源
と
し
て
、﹁
旅
の
途
上
に
あ
る
﹂と
い

う
⼼
情
を
⾒
出
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。 

追
放
、
亡
命
、
離
散

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
イ
ー
ド
の
﹁
体

験
﹂
を
共
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
⺟
⽅
の
祖
先
に
お
け
る
故
郷
喪
失
を
知
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
彼
⾃
⾝
と
し
て
は
、
た
だ
塔
に
引
き
こ
も
り
、
⾃
分
⾃
⾝
の
こ
と
を

書
い
た
だ
け
だ
。 

し
か
し
、
そ
う
し
た
引
退
な
い
し
隠
居
は
、
世
界
か
ら
の
⾃
⼰
疎
外
あ
る
い
は
⾃

⼰
分
離
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
塔
の
な
か
へ
の
⾃
⼰
追
放
な
く
し
て
﹃
エ
セ
ー
﹄
は
⽣

み
出
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。﹁
奥

の

間

ア
リ
エ
ー
ル
・
ブ
テ
ィ
ッ
ク

﹂へ
の
退
去
こ
そ
が
書
く
こ
と

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

を
可
能

に
し
た
の
で
あ
り
、
内
な
る
別、の、﹁
集
ま
り

ク
ラ
ス
タ
ー

﹂、
あ
る
い
は
集
中、、な
き、、複
数
の
潮
流
の
う

ち
に
こ
そ
﹁
⾃
由
の
ひ
と
つ
の
形
﹂
が
あ
る
。 

世
界
中
の
⼈
々
が
同
様
の
⾃
⼰
隔
離
を
強
い
ら
れ
て
い
る
現
在
、
こ
の
別
な
る
⾃

由
を
想
起
す
る
こ
と
に
は
単
な
る
確
認
以
上
の
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
⾃
律
や

主
権
と
い
っ
た
概
念
に
は
結
び
つ
か
な
い
﹁
対
位
法
的
﹂
な
⾃
由
、
複
数
性
と
多
様
性

に
基
づ
く
脱
中
⼼
的
な
⾃
由
な
の
で
あ
る
。 

私
た
ち
の
内
な
る
旅
は
、
ま
だ
そ
の
端
緒
に
つ
い
た
に
す
ぎ
な
い
。 

＊
引
⽤
し
た
外
国
語
⽂
献
の
邦
訳
は
、
適
宜
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
⼤
き
く
変
更
し

た
箇
所
も
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
⼆
〇
⼀
九
年
度
武
蔵
⼤
学
総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

及
びJSPS

科
研
費JP18K

00111

の
助
成
を
受
け
て
い
る
。 

― 218（11） ―




