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史
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ホ
ヅ
ブ
ズ
は
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
時
代
を

生
き
抜
い
た
恩
想
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
分
の
生
き
て
い
る
時
代

を
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
史
上
未
會
有
の
危
機
の
時
代
で
あ
る
と
み
て
い
た
。

　
「
時
に
も
場
所
に
も
高
い
低
い
の
度
合
い
が
あ
る
と
す
れ
ぱ
、

一
六
四
〇
年
か
ら
一
六
六
〇
年
ま
で
の
期
間
こ
そ
は
ま
さ
に
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

の
時
で
あ
っ
た
、
と
私
は
確
信
し
て
い
る
」
と
彼
は
晩
年
の
著
作

『
ビ
ヒ
モ
ス
』
の
冒
頭
に
書
い
て
い
る
。
す
で
に
多
く
の
人
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
哲
学
的
思
索
は
、
内
乱
の
危

機
を
克
服
す
る
道
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て

い
た
。
彼
は
こ
の
内
乱
の
時
期
に
、
社
会
哲
学
上
の
三
つ
の
著
作

『
法
の
原
理
』
『
市
民
論
』
『
リ
ブ
ァ
イ
ァ
サ
ン
』
－
を
発
表
し
、

さ
ら
に
『
物
体
論
』
と
『
人
間
論
』
を
書
い
て
彼
の
体
系
構
想
を

完
緒
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
晩
年
に
な
っ
て
い
ま
一
度
自

分
の
生
き
て
き
た
時
代
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
内
乱
の
歴
史
に
た
い

す
る
彼
の
見
解
を
と
り
ま
と
め
、
こ
の
著
作
に
『
ビ
ヒ
モ
ス
』
と

い
う
表
題
を
あ
た
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ホ
ッ

ブ
ズ
は
、
こ
の
時
代
の
動
き
全
体
と
彼
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ン
』

と
の
敵
対
的
な
関
係
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ホ
ソ
ブ
ズ
は
『
ピ
ヒ
モ
ス
』
の
最
初
の
部
分
に
、
内
乱
を
ひ
き

起
し
た
七
つ
の
問
題
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
続
く
彼
の

説
明
を
ふ
ま
え
な
が
ら
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
一
）
　
人
び
と
が
「
人
に
従
う
よ
り
も
神
に
従
う
べ
き
で
あ

る
」
と
い
う
聖
書
の
言
葉
を
、
政
治
的
主
権
者
に
服
従
す
る
よ
り
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も
、
教
皇
、
長
老
、
諸
宗
派
の
聖
職
者
、
あ
る
い
は
各
人
の
私
的

な
思
想
や
良
心
に
服
従
す
べ
き
だ
と
い
う
意
味
に
理
解
し
、
そ
う

し
た
解
釈
に
の
っ
と
っ
て
、
長
老
派
は
全
国
民
に
た
い
す
る
統
治

権
を
主
張
し
、
教
皇
派
は
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
支
配
し
よ
う
と
し
、

独
立
派
や
そ
の
他
の
諸
宗
派
は
国
王
に
た
い
す
る
反
逆
を
企
て
た

＾
2
〕

こ
と
。

　
（
二
）
　
都
市
の
経
済
的
利
害
と
結
び
つ
い
て
、
自
由
に
つ
い
て

の
誤
っ
た
考
え
方
が
広
ま
り
、
人
び
と
が
主
権
者
に
た
い
す
る
法

の
優
越
性
や
所
有
権
の
絶
対
性
を
主
張
し
、
あ
る
い
は
混
合
王
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

や
民
衆
的
統
治
を
要
求
し
た
こ
と
。

　
（
三
）
　
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学

や
ス
コ
ラ
神
学
を
支
え
と
し
て
大
学
で
教
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
扇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

動
家
た
ち
に
よ
っ
て
民
衆
の
あ
い
だ
に
広
め
ら
れ
た
こ
と
。

　
内
乱
の
原
因
に
た
い
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
う
し
た
一
見
奇
妙
な

と
ら
え
方
は
、
彼
が
内
乱
を
現
世
的
権
カ
と
霊
的
権
力
と
の
中
世

以
来
の
対
立
に
お
け
る
矛
盾
の
最
終
的
な
現
わ
れ
と
み
よ
う
と
し

て
い
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
い
け
ぱ
、
納
得
の
い
く
も
の

と
な
る
。
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
観
方
か
ら
す
る
と
、
内
乱
に
お
け
る
ど
の

党
派
も
、
霊
的
権
カ
を
現
世
的
権
カ
の
上
位
に
置
こ
う
と
し
て
い

る
こ
と
で
は
同
じ
で
あ
る
。
内
乱
は
、
そ
の
よ
う
な
土
俵
の
な
か

で
、
新
し
い
経
済
的
利
害
の
発
生
を
契
機
と
し
て
ひ
き
起
さ
れ
た

衝
突
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ぱ
、
教
会
的
権
カ
と
政
治
的
権

カ
と
の
二
元
的
対
立
が
揚
棄
さ
れ
ぬ
か
ぎ
り
、
問
題
の
解
決
は
あ

り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
に
立
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ホ
ヅ
ブ
ズ

は
対
話
の
登
場
人
物
の
一
方
に
、
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
属
す
る

す
べ
て
の
国
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
世
の
続
く
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

な
反
乱
の
発
作
に
悩
ま
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
」
生
言
わ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
霊
的
権
カ
を
現
世
的
主
権
者
の
上
位
に
置
く
見
解
を
生
み
、
あ

る
い
は
こ
れ
を
支
持
す
る
者
を
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
』
で
は
「
暗
黒
の
王
国
」
の
創
造
者
、
あ
る
い
は
暗
黒
か
ら
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

益
を
ひ
き
出
す
者
で
あ
る
と
言
い
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
「
敵
」

と
呼
ん
で
そ
の
見
解
に
た
い
す
る
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
第
三
都
と
第
四
部
を
み
て
い
く
と
、
内
乱
に

つ
い
て
の
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
と
ら
え
方
が
、
彼
の
独
自
な
救
済
史
観
と

世
界
史
観
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
。

　
ホ
ヅ
ブ
ズ
に
よ
れ
ぱ
、
聖
書
の
あ
ち
こ
ち
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

「
暗
黒
の
王
国
」
と
は
「
こ
の
世
の
人
び
と
を
支
配
す
る
た
め
に
、
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邪
悪
な
誤
っ
た
教
義
に
よ
っ
て
人
ぴ
と
か
ら
自
然
の
光
も
福
音
の

光
も
奪
い
、
人
ぴ
と
が
神
の
王
国
に
入
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
＾
ヱ

詐
欺
師
た
ち
の
連
合
L
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
が
そ
こ
で

「
敵
」
と
名
ざ
し
て
い
る
の
は
、
「
教
皇
」
と
「
長
老
派
の
聖
職
者
」

「
そ
の
ほ
加
、
い
ま
地
上
に
あ
る
教
会
が
旧
約
と
新
約
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
神
の
王
国
な
の
だ
、
と
い
う
誤
り
に
み
ち
た
教
義
を
、

人
ぴ
と
の
心
に
植
え
つ
け
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
す
べ
て
の
者
ど

（
8
）

も
」
で
あ
る
。
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
第
三
部
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が

お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
敵
た
ち
に
よ
る
誤
っ
た
聖
薔
解

釈
に
た
い
し
て
、
原
典
そ
の
も
の
に
即
し
た
聖
書
解
釈
を
お
こ
な

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
、
聖
書
の
言
葉
に
「
わ
れ

わ
れ
の
理
解
カ
と
理
性
を
密
着
さ
せ
る
」
と
い
う
言
い
方
で
表
現

　
　
＾
9
）

し
て
い
る
。
無
神
論
者
と
し
て
非
難
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
ホ
ヅ
ブ

ズ
が
独
自
の
救
済
史
観
を
も
っ
て
い
た
な
ど
生
言
う
と
奇
妙
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
は
こ
の
聖
薔
解
釈
を
通
し
て
神
学

の
問
題
を
歴
史
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
、
そ
こ
か
ら
教
会

的
権
カ
と
政
治
的
権
カ
と
の
二
元
的
対
立
の
揚
棄
と
い
う
問
題
を

解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ホ
ッ
ブ
ズ
の
読
み
方
に
よ
る
と
、
神
の
王
国
と
は
も
と
も
と
ユ

ダ
ヤ
人
に
た
い
す
る
神
の
特
別
な
政
治
支
配
を
意
味
し
て
い
た
。

そ
れ
は
「
比
楡
的
な
王
国
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
現
実
的
な
王
国

（
臼
H
S
戸
昌
汁
凹
ヨ
O
試
昌
O
ユ
O
昌
ξ
旨
畳
O
…
O
）
」
1
「
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

王
国
（
饅
O
－
く
昌
ぎ
目
智
O
ヨ
o
）
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
最
高
の

政
治
的
権
威
と
最
高
の
宗
教
的
権
威
と
が
同
一
の
人
物
に
よ
っ
て

掌
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
モ
ン
ー
ウ
ェ
ル
ス
の
統
一
と
平
和

が
保
た
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
王
国
は
サ
ム
エ
ル
／
サ
ウ
ル

の
時
代
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
（
第
三
五
－
三
八
章
、
四
〇
章
）
。

キ
リ
ス
ト
が
こ
の
世
に
送
ら
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
王
国
が
い
つ

の
日
か
復
活
さ
れ
る
こ
と
を
人
び
と
に
知
ら
せ
、
そ
の
日
の
た
め

に
準
備
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
（
第
四
；
早
）
。
キ
リ
ス
ト
自
身

が
「
わ
た
く
し
の
王
国
は
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
」
（
ヨ
ハ
ネ

一
八
二
二
六
）
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
王
国
は
ま
だ
存

在
し
て
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
王
国
は
「
き
た
る
べ
き
世
界
に
属

　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
言
う
。
い
ま
地
上
に
あ
る

教
会
が
神
の
王
国
で
あ
る
と
さ
れ
う
る
よ
う
な
論
拠
は
、
聖
醤
の

な
か
の
ど
こ
を
探
し
て
も
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
教
会
と
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
い
っ

た
い
何
な
の
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ぱ
、
　
「
教
会
と
い
う
言
葉
は

（
家
と
解
さ
れ
ぬ
場
合
に
は
）
ギ
リ
シ
ア
の
コ
モ
ン
ー
ウ
ェ
ル
ス

で
目
o
o
－
邑
嘗
と
い
う
言
葉
が
表
わ
し
た
の
と
同
じ
も
の
を
表
わ
し
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て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
市
民
の
会
衆
（
0
9
o
員
馬
o
貝
算
一
昌
）

あ
る
い
は
合
議
体
（
ぎ
器
冒
σ
q
）
で
あ
っ
て
、
為
政
者
が
市
民
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

ち
の
語
る
の
を
聞
く
た
め
に
召
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
。
彼
は

言
葉
の
こ
の
意
味
に
し
た
が
っ
て
、
「
教
会
と
は
キ
リ
ス
ト
教
へ

の
信
仰
を
告
白
し
て
い
る
人
ぴ
と
の
、
一
人
の
主
権
者
の
人
楕
に

お
い
て
合
一
さ
れ
た
団
体
（
8
昌
喀
ξ
）
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
こ

の
主
権
者
の
命
令
の
も
と
に
合
議
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
主
権
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
螂
〕

の
権
威
な
し
に
は
合
議
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
定
義
す
る
。
こ
の

定
義
か
ら
す
れ
ぱ
、
政
治
的
主
権
者
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
然
、
現
世
的
統
治
と
霊
的
統
治
と
は
一
体
の
も
の
で

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
考
え
で
は
、
国

家
と
教
会
が
ひ
と
つ
の
政
治
的
主
権
者
の
も
と
に
統
一
さ
れ
て
い

て
、
政
治
的
主
権
者
が
同
時
に
最
高
の
牧
者
で
あ
る
と
き
に
の
み
、

平
和
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
旧
約
の
時
代
で
も
そ
の
後

の
時
代
で
も
変
わ
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
る
に
、
使
徒
た
ち
の
時

代
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
な
か
で
は
、
政
治
的
権
カ
と
教

会
的
権
カ
と
は
分
離
さ
れ
つ
づ
け
て
き
て
お
り
、
教
会
権
カ
の
側

は
、
現
在
の
教
会
こ
そ
が
神
の
王
国
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
教
義

を
盾
に
と
っ
て
、
現
世
的
権
カ
に
た
い
す
る
優
位
を
主
張
し
て
い

る
。
ホ
ソ
ブ
ズ
に
よ
れ
ぱ
、
人
ぴ
と
が
た
え
ず
戦
争
の
災
害
を
蒙

り
・
精
神
的
な
暗
黒
の
な
か
で
生
き
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の

は
、
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
世
界
全
体
に
わ
た
る
普
遍
的
な
王
国
が
裏
実
と
し

て
存
在
し
な
い
以
上
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

す
れ
ぱ
、
問
題
の
解
決
が
純
粋
に
世
俗
的
な
仕
方
で
お
こ
な
わ
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
彼

の
聖
書
解
釈
の
結
論
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し

て
、
聖
書
の
言
葉
に
「
理
解
カ
と
理
性
を
密
着
さ
せ
る
」
こ
と
を

通
じ
て
、
「
神
の
国
」
を
い
わ
ぱ
天
上
に
祭
り
上
げ
る
と
と
も
に
、

キ
リ
ス
ト
教
を
「
こ
の
世
」
の
歴
史
に
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
神
の
国
」
に
た
い
す
る
「
こ
の
世
」
の
自
律
性
を
強
調
す

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
教
会
的
権
カ
に
つ
い
て
」
と
題

さ
れ
た
第
四
二
章
こ
そ
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
も
っ
と
も
中

心
的
な
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
章
は
著
作
全
体
の
や
く
七
分
の
一
、
初
版
の
ぺ
ー

ジ
数
で
か
ぞ
え
て
三
九
六
ぺ
ー
ジ
の
う
ち
の
五
四
ぺ
ー
ジ
を
占
め

る
長
大
な
章
で
あ
る
。
ペ
ラ
ル
ミ
ー
ノ
に
た
い
し
て
こ
の
章
で
展

開
し
て
い
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
反
諭
は
、
彼
が
、
自
分
の
構
想
し
て
い

る
政
治
体
（
8
唱
冨
勺
o
－
ま
ε
冒
）
と
中
世
的
な
キ
リ
ス
ト
教
共
同
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体
（
8
｛
冨
O
耳
季
ζ
昌
冒
）
と
を
、
明
確
な
意
識
を
も
っ
て
対

置
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
構
想
す
る
政
治
体
も
や

は
り
一
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
中
世
的

な
社
会
理
論
を
た
ん
に
さ
か
さ
ま
に
し
た
の
で
は
な
い
。
教
会
的

権
カ
と
政
治
的
権
カ
と
の
二
元
的
対
立
を
否
定
し
て
現
世
的
権
カ

の
自
律
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
そ

の
も
の
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
む
し
ろ

本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
へ
の
復
帰
を
意
味
し
て
い
た
。
ホ
ヅ

ブ
ズ
が
彼
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
こ
と
を
「
現
時
の
騒
乱
を

機
縁
と
し
て
書
か
れ
た
市
民
的
か
つ
教
会
的
統
治
に
つ
い
て
の

論
究
（
皇
m
8
昌
竃
o
｛
Ω
く
自
彗
O
肉
8
一
邑
蕩
ま
昌
Ω
o
く
胃
目
－

　
意
〕

目
實
汁
）
」
と
呼
ぴ
、
そ
の
副
題
に
「
教
会
的
か
つ
市
民
的
コ
モ
ン
ー

ウ
ェ
ル
ス
（
嘗
O
○
旨
旨
O
岩
－
峯
向
＞
■
H
饒
向
o
o
－
o
9
鶴
弍
o
巴
－
雪
■
ρ

Ω
く
…
）
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
っ

て
、
彼
は
、
同
時
代
の
誰
の
も
の
と
も
ち
が
っ
た
信
仰
を
も
っ
て
、

旧
い
社
会
の
矛
盾
を
揚
棄
す
る
よ
う
な
、
一
つ
の
新
し
い
キ
リ
ス

ト
教
共
同
体
の
政
治
的
統
一
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
立
場
は
、
力
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
竺

言
葉
を
借
り
れ
ぱ
、
ま
さ
に
「
完
成
さ
れ
た
宗
教
改
革
の
表
現
」

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
『
リ
ブ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
第
四
部
の
終
り
近
く
に
、

彼
の
時
代
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
「
暗
黒
の
王
国
」

の
生
成
と
発
展
と
没
落
の
歴
史
を
、
壮
大
な
総
合
と
分
析
、
構
成

と
分
解
の
過
程
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。

　
は
じ
め
、
使
徒
た
ち
の
時
代
に
は
、
人
民
は
使
徒
た
ち
の
も
つ

徳
へ
の
尊
敬
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
。
そ
の
後
、
信
者
が

増
加
し
た
の
で
、
長
老
た
ち
は
合
議
体
を
つ
く
っ
て
、
人
民
が
そ

の
布
告
に
従
属
す
る
よ
う
義
務
づ
け
、
人
民
が
服
従
を
拒
否
し
た

と
き
に
は
こ
れ
を
破
門
し
た
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
を
縛

っ
た
最
初
の
結
び
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
長
老
の
数
が
増
え
る

と
、
そ
の
上
に
立
つ
者
が
司
教
と
名
の
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ

が
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
を
縛
っ
た
第
二
の
緒
び
目
で
あ
っ
た
。
最

後
に
、
ロ
ー
マ
の
司
教
が
他
の
す
べ
て
の
司
教
に
た
い
す
る
権
威

を
わ
が
も
の
に
し
た
。
こ
れ
が
第
三
の
、
そ
し
て
最
後
の
結
ぴ
目

で
あ
っ
て
、
察
司
権
カ
の
完
全
な
総
合
（
㎝
着
夢
置
m
）
で
あ
り
構

成
（
o
o
冨
“
昌
o
ま
昌
）
で
あ
っ
た
。

　
分
析
（
印
星
｛
穿
）
ま
た
は
分
解
（
ま
ω
o
E
ま
目
）
の
過
程
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
超
政
治
的
な
教
会
統
治
（
亭
①
眉
竃
需
｛
〇
一
－
－

ま
彗
O
巨
『
争
Ω
o
く
①
昌
昌
o
■
ヰ
）
」
の
解
体
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

最
後
の
精
ぴ
目
か
ら
始
ま
る
。
教
皇
の
権
カ
が
エ
リ
ザ
ペ
ス
女
王
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に
よ
ウ
て
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
よ
ウ
て
、
．
第
一
の
結
ぴ
目
は
解
か

れ
た
。
こ
の
あ
と
で
、
司
教
制
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
第

二
の
結
ぴ
目
も
解
か
れ
た
。
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
時
、
長
老
た
ち

か
ら
も
権
カ
が
取
り
去
ら
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
原
始
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
独
立
性
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
、
各
人
が
欲
す
る
ま
ま
に
ど
の
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
〕

徒
に
で
も
従
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

　
し
か
し
、
歴
史
に
か
ん
す
る
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
と
ら
え
方
が
ほ
ぽ
以

上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
彼
の
哲
学
の
体

系
的
基
礎
と
ど
の
よ
う
に
接
合
し
て
い
た
の
で
あ
う
か
。
そ
こ
で

わ
れ
わ
れ
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
哲
挙
（
科
学
）
と
歴
史
の
間

題
あ
る
い
は
理
性
と
信
仰
の
問
題
を
、
哲
学
の
原
理
的
な
問
題
と

し
て
問
う
て
い
く
遺
を
ひ
ら
い
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

　
中
世
の
哲
学
は
国
家
論
を
哲
挙
の
一
般
的
な
課
題
と
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
が
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
恩
想
の
き
わ
立
っ
た
特
徴
は
、

社
会
哲
学
”
遣
徳
哲
学
が
体
系
の
中
心
に
す
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ホ
ヅ

ブ
ズ
が
体
系
的
思
索
へ
の
出
発
点
で
『
人
間
の
自
然
本
性
（
曽
｛
－

旨
彗
岩
津
膏
o
）
』
に
つ
い
て
書
き
、
公
刊
さ
れ
た
最
初
吻
著
作

で
あ
る
『
市
民
論
』
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
挙
に
た
い
す
る

批
判
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
こ
そ
は
、
彼
の
時
代
に
い
た
る

ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
u
社
会
理
論
の
典
拠
と
さ
れ
て
き
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
．

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
倫
理
学
と
政
治
学
は
今
日
の

よ
う
に
別
個
の
学
問
で
は
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
倫
理
学
は

広
義
の
政
治
学
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
『
ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
』
と
『
政
治
学
』
は
含
し
て
一
つ
の
「
人
間
的
な
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

ら
に
つ
い
て
の
哲
学
」
の
全
体
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
人

間
を
「
ポ
リ
ス
的
動
物
」
と
し
て
規
定
し
た
の
は
、
ポ
リ
ス
を
人

間
の
自
然
に
も
と
づ
い
て
生
成
し
存
在
す
る
制
度
で
あ
る
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
政
治
学
』
第
一
巻
第
二

章
で
、
人
間
は
自
然
本
性
上
よ
く
生
き
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
家
族
や
村
を
形
成
し
、
最
後
に
一
つ
の
完
金
な
自
足

的
共
同
体
と
し
て
ポ
リ
ス
を
つ
く
る
の
は
自
然
必
然
的
で
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
人
間
は
ポ
リ
ス
（
市
民
国
家
）

す
な
わ
ち
ポ
リ
テ
ィ
ケ
ー
・
コ
イ
ノ
ー
ニ
ア
（
勺
o
－
ま
一
寄
ぎ
ぎ
o
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
〕

邑
嘗
－
政
治
的
共
同
体
ま
た
は
市
民
社
会
）
の
も
と
で
は
じ
め
て
、
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す
べ
て
の
必
要
を
充
た
し
て
、
そ
の
自
然
本
性
を
完
成
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
彼
は
人
間
を
ポ
リ
ス
的
動
物
と
し
て

　
　
　
　
　
　
（
”
）

規
定
し
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
ポ
リ
ス

に
お
い
て
の
み
人
間
の
本
性
は
十
分
に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
か

ら
、
ポ
リ
ス
は
家
族
よ
り
も
自
然
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
ホ
ヅ
ブ
ズ
が
最
初
に
批
判
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に

た
い
し
て
で
あ
っ
た
。
人
間
が
自
然
本
性
上
、
社
会
を
要
求
し
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
人
間
が
自
然

本
性
上
、
社
会
に
適
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
な

い
、
と
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
言
う
。
む
し
ろ
「
わ
れ
わ
れ
は
杜
会
そ
の
も

の
の
た
め
に
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
受
け
る
名
替
や
利
益
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
o
）

に
、
社
会
を
求
め
る
の
で
あ
る
」
。

　
ホ
ッ
ブ
ズ
が
こ
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の

は
彼
の
生
き
て
い
る
時
代
の
現
実
の
婆
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
は
人
び
と
の
あ
い
だ
の
自
然
的
な
結
合
と
い
う
も
の
が
す
で
に

完
全
に
解
体
さ
れ
て
、
自
然
的
な
秩
序
と
か
和
合
と
い
っ
た
も
の

へ
の
共
通
の
感
覚
す
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
で
は
、
ア
リ
や
ハ
チ
の
国
に
す
ら
自
然
的

な
和
合
の
状
態
が
保
た
れ
て
い
る
が
、
人
間
が
そ
う
し
た
動
物
た

ち
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
自
然
本
性
上
ポ
リ
ス
的
な
動
物
で
あ
る
の
は
、

人
間
だ
け
が
ロ
ゴ
ス
を
、
す
な
わ
ち
言
葉
と
理
性
を
も
っ
て
い
る

か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、

こ
れ
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
人
間
が
集
ま
っ
た
と
き
に
自
然
必

然
的
に
生
じ
る
の
は
、
和
合
で
は
な
く
て
競
争
と
羨
望
と
憎
悪
で

あ
り
、
そ
し
て
つ
い
に
は
戦
争
で
あ
る
。
し
か
も
、
ナ
リ
や
ハ
チ

は
言
葉
と
理
性
を
も
た
な
い
か
ら
こ
そ
社
会
を
維
持
し
平
和
な
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
人
間
は
言
葉
と
理
性
を
も
つ

が
ゆ
え
に
騒
擾
と
内
乱
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
動
物
た
ち
の
あ

い
だ
で
は
共
通
の
利
益
と
私
的
な
利
益
は
一
致
し
て
い
る
が
、
人

間
は
た
が
い
に
他
と
比
較
し
て
自
分
の
優
越
性
を
見
い
だ
す
こ
と

を
楽
し
み
と
し
、
公
共
体
の
運
営
に
か
ん
し
て
も
、
い
た
ず
ら
に

自
分
の
知
恵
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
。
「
人
間
の
舌
は
内
乱
と
騒

擾
の
ラ
ッ
バ
で
あ
る
」
。
雄
弁
は
善
悪
に
つ
い
て
の
人
ぴ
と
の
判

断
や
評
価
を
狂
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
恩
い
の
ま
ま
に
人
び
と
に

不
平
不
満
を
抱
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
自
身
が
こ

の
こ
と
で
苦
い
経
験
を
な
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
動

物
と
ち
が
っ
て
、
人
間
は
安
楽
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
ご
た
ご
た
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
別
）

ひ
き
起
す
も
の
な
の
だ
、
と
ホ
ッ
ブ
ズ
竺
言
う
。
彼
に
と
っ
て
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

人
間
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
言
え
ぱ
、

「
偶
然
に
よ
っ
て
で
は
な
く
自
然
に
よ
っ
て
国
家
を
な
さ
ぬ
者
」
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で
あ
り
「
戦
い
を
好
む
者
」
で
あ
る
。
「
劣
悪
な
人
間
」
だ
け
が

そ
う
な
の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
人
間
と
い
う
も
の
は
、
自
然
本
性

上
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
社
会
の
平
和
は
い
か
に
し

て
実
現
さ
れ
う
る
の
か
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
そ
の
追
随
者
た
ち
に
た
い
す
る
右
の
よ
う

な
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
批
判
は
、
彼
の
哲
学
に
お
け
る
課
題
の
設
定
と
直

接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
彼
は
こ
の
批
判
的
考
察
を
お
こ
な
っ
た

あ
と
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
緒
論
を
出
し
て
い
る
。
「
動
物
た
ち
の

同
意
は
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
人
び
と
の
同
意
は
契
約
に
よ

っ
て
の
み
成
り
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
人
為
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
平
和
に
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
な
に

か
そ
れ
に
加
わ
る
も
の
が
必
要
と
さ
れ
て
も
け
っ
し
て
不
恩
議
で

は
な
い
。
同
意
あ
る
い
は
契
約
に
よ
る
社
会
は
、
個
々
人
を
処
罰

へ
の
恐
怖
に
よ
っ
て
支
配
し
う
る
よ
う
な
、
あ
る
共
通
の
権
カ
が

な
け
れ
ば
、
自
然
的
正
義
を
実
現
す
る
の
に
必
要
な
保
障
を
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
那
）

に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
の
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
ホ
ヅ
ブ

ズ
に
と
っ
て
は
、
人
間
が
「
戦
い
を
好
む
者
」
で
あ
り
「
自
然
に

よ
っ
て
国
家
を
な
さ
ぬ
者
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
平
和
を
実
現
し

保
障
す
る
よ
う
な
国
家
あ
る
い
は
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
．
ソ
サ
イ
エ
テ

ィ
ー
（
政
治
社
会
1
1
市
民
社
会
）
が
人
間
に
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
学
問
の
構
想
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
彼
の
研
究
は
ま

ず
、
私
的
な
利
害
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
「
な
ぜ
い
か
な
る
人
間
も

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
他
人
の
も
の
で
は
な
く
自
分
の
も
の
だ
と
主

　
　
　
　
　
　
＾
脾
）

張
し
つ
づ
け
る
の
か
」
を
追
求
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、

自
然
本
性
上
す
べ
て
の
欲
す
る
も
の
を
奪
い
合
い
他
人
を
従
属
さ

せ
よ
う
と
す
る
人
間
を
統
合
し
、
平
和
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
結
合
形
態
を
案
出
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
人
間
が
そ
の
よ
う
な

国
家
（
O
－
く
岸
鶉
・
餉
ぎ
ざ
）
す
な
わ
ち
政
治
的
共
同
体
（
勺
o
；
寿
①

斤
o
巨
昌
ぎ
n
Ω
き
ω
o
g
o
ξ
）
を
創
り
出
す
能
カ
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
最
後
の
間
題
の
な

か
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
よ
う
な
学
間

（
哲
学
1
1
科
学
）
を
産
み
出
す
能
カ
の
問
題
も
含
ま
れ
る
。
ホ
ヅ

ブ
ズ
の
い
わ
ゆ
る
「
自
然
状
態
（
冒
～
邑
8
邑
ま
冒
O
h
目
臼
目
）
」

論
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
人
間
に
お
け
る
国
家
あ
る
い
は
社
会
形
成
の

「
自
然
的
条
件
（
暮
旨
墨
一
0
9
昌
弍
昌
）
」
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
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こ
と
、
塞
言
す
れ
ぱ
、
人
間
の
自
然
本
性
の
う
ち
に
国
家
あ
る
い

は
社
会
の
生
成
と
存
在
の
根
拠
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
に
お
い
て

は
、
こ
の
問
題
は
学
間
の
可
能
性
の
条
件
に
か
ん
す
る
問
題
と
一

体
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
自
然
状
態
の
概
念
は
、
現
実
の
世
界
を
基
礎
に
も

ち
っ
つ
も
、
す
ぐ
れ
て
方
法
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
彼
は

か
か
る
概
念
を
い
か
に
し
て
獲
得
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ

イ
ァ
サ
ン
』
の
序
説
で
、
人
間
を
国
家
の
素
材
で
あ
る
と
と
も
に

創
造
者
で
あ
る
と
述
べ
、
人
間
に
よ
る
国
家
の
創
造
を
神
に
よ
る

「
無
か
ら
の
創
造
」
に
警
え
て
い
る
。
彼
は
ま
た
学
問
一
般
の
方

法
に
つ
い
て
も
、
『
物
体
論
』
の
「
読
者
へ
の
序
文
」
の
な
か
で
、

　
　
　
　
　
　
わ
ざ

「
方
法
は
創
造
の
業
に
似
た
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
」
と
述
べ

て
い
る
。
ホ
ヅ
ブ
ズ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
立
場
の
ち
が
い
を

決
定
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
い
う
思
想
で

あ
る
。
リ
ー
デ
ル
は
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
が
国
家
を
人
為
の
所
産
と
し
て

と
ら
え
た
こ
と
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
理
論
と
実
践
と
制

作
と
の
序
列
関
係
の
平
準
化
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
自
然
を
人

為
の
模
範
と
み
な
す
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
存
在
論
の
前
提
の
転
覆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肇

を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
が
お

こ
な
わ
れ
え
た
の
は
、
実
は
そ
の
基
礎
に
「
創
造
」
の
思
想
が
あ

っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
創
造
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
意
味
で
の
制
作
と
は
こ
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
り
わ
け
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
言
う
自
分
自
身
を
素
材
と
す
る
創
造
と

い
う
考
え
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
と
同
時
に
唯
物
論
的
で
あ

る
。
さ
き
に
み
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ポ
リ
ス
に
つ
い
て
の
学
説

は
、
そ
の
背
景
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
自
然
学
と
形
而
上
学
を
も
っ
て

い
た
。
「
白
然
は
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
秩
序
の
原
因
な
の
だ

か
ら
、
お
よ
そ
自
然
的
で
あ
り
自
然
に
よ
っ
て
い
る
も
の
は
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
〕

に
ひ
と
つ
と
し
て
無
秩
序
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
考
え
て
い
た
。
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
は
、
プ
ラ
ト
ン

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
宇
宙
論
と
対
照
し
て
み
る
こ
と

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
多
く
の
重
要
な
点
で
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
は
く
い

ち
が
っ
て
お
り
、
古
代
と
中
世
に
お
け
る
彼
ら
の
追
随
者
た
ち
は

多
く
の
変
種
を
案
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
複
雑
さ
と

論
争
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
永
遠
の
知
性
に

よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
理
性
的
な
秩
序
と
し
て
の
宇
宙
の
像
で
あ
る
。

こ
の
知
性
を
ギ
リ
シ
ア
人
は
神
と
呼
ん
だ
が
、
こ
の
神
は
宇
宙
の
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創
造
者
だ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
た
ん
に
秩
序
の
形
成
者
で
あ
る
と

み
ら
れ
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
と
っ
て
も
、
神
は
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
で
あ
．
る
。
プ
ラ
ト
ン

や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ぱ
、
人
間
は
他
の
す
べ
て
の
も
の
の

よ
う
に
宇
宙
の
秩
序
に
た
ん
に
従
属
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
理

性
の
は
た
ら
き
を
通
じ
て
積
極
的
に
そ
れ
に
関
与
し
て
い
る
の
だ

と
み
ら
れ
て
い
た
。
人
間
が
形
相
と
質
料
と
の
合
成
物
で
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
人
間
が
精
神
と
物
質
、
理
性
と
情
念
、
あ
る
い

は
神
性
と
獣
性
の
合
成
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
、
人

間
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
が
遣
徳
論
の
枠
組
を
決
め
て
い

た
。
道
徳
は
理
性
と
情
念
と
の
格
闘
と
し
て
理
解
さ
れ
、
徳
の
追

求
に
お
け
る
困
難
さ
は
、
神
性
へ
と
向
か
う
能
力
と
獣
性
へ
と
引

き
ず
り
落
そ
う
と
す
る
傾
向
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
に
帰
せ
ら

れ
た
。
こ
の
考
え
方
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

し
か
し
今
日
の
わ
れ
わ
れ
と
は
ち
が
っ
て
、
古
代
の
哲
学
者
た
ち

は
、
こ
の
格
闘
の
な
か
で
も
し
人
が
理
性
を
用
い
る
な
ら
ば
、
人

は
宇
宙
に
秩
序
が
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が

何
で
あ
り
な
ぜ
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
宇
宙
の
秩
序
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の

で
あ
る
。

　
だ
が
、
人
間
と
宇
宙
に
か
ん
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
出
現
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
的
キ
リ
ス
ト

教
的
な
神
の
主
宰
す
る
字
宙
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
宇
宙
と
根
本
的
に

ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
宇
宙
は
も
は
や
単
一
の
理
性
的
原
理
に

よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
統
一
体
で
は
な
く
、
人
間
は
不
断
に
変

化
す
る
経
験
の
世
界
の
か
な
た
に
あ
る
永
遠
の
実
在
を
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
霊
と
肉
と
の
関
係
は
、

ギ
リ
シ
ア
思
想
に
お
け
る
理
性
と
情
念
と
の
関
係
と
は
ま
っ
た
く

ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
を
ギ

リ
シ
ア
哲
学
の
思
考
切
枠
組
の
な
か
へ
は
め
こ
ん
だ
の
が
ス
コ
ラ

哲
学
で
あ
ウ
た
。

　
ホ
ッ
ブ
ズ
が
ス
コ
ラ
哲
学
を
ほ
と
ん
ど
罵
倒
す
る
と
い
っ
た
謝

子
で
批
判
し
た
の
は
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
の
否
定
者
で
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
く
、
ス
コ
ラ
学
者
が
キ
リ
ス
ト
教
を
「
異
教
徒
の
哲
学

者
」
の
思
考
の
な
か
に
は
め
込
ん
で
聖
書
の
光
を
く
ら
ま
し
た
と

み
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
霊
と
い
う
言
葉
の
意
義
を
と
ら
え
な

お
し
、
伝
統
的
な
概
念
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
理
性
の
概
念
を

確
立
す
る
こ
と
に
カ
を
注
い
だ
の
は
、
け
っ
し
で
理
由
の
な
い
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
ィ
ア
サ
ン
』
の
第
三
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部
に
お
け
る
聖
書
解
釈
を
、
霊
と
い
う
言
葉
が
聖
書
の
な
か
で
ど

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る

・
（
第
三
四
章
）
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
霊
を
非
物
体
と
い
う
意
味
で
「
無

形
的
」
な
も
の
と
し
て
い
る
箇
所
は
、
聖
書
の
な
か
の
ど
こ
に
も

な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
四
都
で
は
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
「
世
界
（
…
－
宇
宙
す
な
わ
ち
存
在
す
る
す
ぺ
て
の
も
の
の
総

体
を
意
味
す
る
）
は
有
形
な
も
の
（
o
o
唱
o
H
撃
5
す
な
わ
ち
物

体
（
民
o
身
）
で
あ
り
、
大
き
さ
の
諸
次
元
す
な
わ
ち
長
さ
広
さ

深
さ
を
も
つ
。
物
体
の
各
部
分
も
ま
た
同
様
に
物
体
で
あ
っ
て
、

同
様
な
諸
次
元
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
宇
宙
の
各
都
分
は
物
体

で
あ
り
、
物
体
で
な
い
も
の
は
宇
宙
の
部
分
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

宇
宙
は
す
べ
て
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
部
分
で
な
い
も
の
は
無
で

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

あ
り
、
し
た
が
っ
て
ど
こ
に
も
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
諸
霊
が
無

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
て
こ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

次
元
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
ほ
ん
と
う
は
物
体
な
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
そ
の
名
辞
が
、
普
通
の
言
葉
遣
い
の
な
か
で
は
、
目
に

見
え
る
か
触
れ
ら
れ
る
物
体
、
つ
ま
り
、
あ
る
程
度
の
不
透
明
性

を
も
つ
物
体
だ
け
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

霊
の
こ
と
を
人
び
と
は
無
形
的
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら

に
名
誉
あ
る
名
辞
で
あ
り
、
し
た
が
ウ
て
神
自
身
に
帰
属
さ
せ
る

方
が
敬
塵
で
あ
ろ
う
。
神
の
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
え

な
い
神
の
本
性
を
、
ど
の
属
性
が
も
っ
と
も
よ
く
表
現
す
る
か
を

考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
に
名
誉
を
あ
た
え
た
い
と
い
う
わ
れ

わ
れ
の
意
欲
を
何
が
も
っ
と
も
よ
く
表
現
す
る
か
を
考
察
す
る
の

　
＾
2
8
〕

で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
自

　
旧
約
の
神
は
モ
ー
ゼ
に
た
い
し
て
「
私
は
〃
在
す
も
の
。
で
あ

る
（
H
＞
峯
タ
、
匡
○
＞
冒
）
」
と
答
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
（
出
エ

ジ
プ
ト
記
三
・
一
四
）
。
し
た
が
っ
て
、
聖
書
に
忠
実
な
立
場
に

立
つ
か
ぎ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
は
、
神
の
本
性
あ
る
い
は
属

性
に
つ
い
て
う
ん
ぬ
ん
す
る
こ
と
は
、
神
へ
の
尊
敬
に
反
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

と
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
時
に
、

彼
に
お
い
て
は
物
体
と
精
神
と
の
区
別
も
廃
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
ブ
ラ
ム
ホ
ー
ル
と
の
論
争
の
な
か
で
、
ブ
ヲ
ム
ホ

ー
ル
が
神
を
無
形
的
だ
と
い
う
の
は
、
彼
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や

ス
コ
ラ
哲
学
に
ば
か
り
頼
っ
て
、
聖
書
を
使
っ
て
い
な
い
か
ら
だ

　
　
　
　
＾
3
0
〕

と
言
っ
て
い
る
。
彼
は
ブ
ラ
ム
ホ
ー
ル
監
督
に
た
い
し
、
自
分
は

「
人
間
が
理
性
的
で
あ
る
」
こ
と
を
信
じ
る
も
の
で
あ
る
と
請
合

う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
理
性
が
人
間
の
一
部
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
「
歎
し
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
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、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

レ
ス
で
あ
っ
た
σ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ぱ
、
理
性
的
動
物
と

い
う
の
が
人
間
の
定
義
で
あ
り
、
人
間
の
定
義
は
人
間
の
本
質
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
る
。
そ
こ
で
監
督
や
そ
の
他
の
ス
＝
フ
学
者
た
ち
は
、
理
性
的

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
い
う
語
が
人
間
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
と
い
う
語
の
一
部
で
あ

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
人
間
の
本
質
は
人
間
の
一
部
で
あ
り
、
理

性
的
人
間
と
い
う
の
は
理
性
的
な
魂
と
同
じ
も
の
だ
と
結
論
し
た

　
　
　
＾
釦
〕

の
で
あ
る
L
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
、
古
い
自
然
神
学
を
支
え
て

い
た
理
性
と
宇
宙
的
秩
序
と
の
結
ぴ
目
を
断
ち
切
っ
て
、
人
間
と

世
界
に
つ
い
て
の
新
し
い
理
解
の
地
平
を
開
い
て
い
く
。
神
の
創

造
の
業
を
模
倣
す
る
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
「
新
し
い
科
学
」
は
、
「
世
界

の
揚
棄
（
昌
一
き
冨
一
豊
巨
註
O
）
」
ま
た
は
「
事
物
の
絶
滅
（
『
O
－

　
　
　
　
　
　
＾
㏄
）

昌
目
彗
邑
巨
註
o
）
」
の
仮
定
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
仮
定
に
よ

っ
て
え
ら
れ
た
帰
結
は
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
（
一
）
　
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
、
一
且
、
世
界
が
無
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
物
体
の
世
界
の

自
立
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
物
体
の
世
界
と
意
識
の
世
界
と

の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
。
彼
は
意
識
の
世
界
を
物
体
の
運
動
の

意
識
に
お
け
る
現
わ
れ
と
し
て
説
明
し
、
し
か
も
こ
の
説
明
の
な

か
で
、
意
識
主
体
の
能
動
性
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
空
間
と
時
間

の
概
念
や
実
体
と
偶
有
性
の
概
念
を
鋳
直
し
て
い
く
。

　
（
二
）
　
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
「
否
定
」
の
概
念
の
意
味
を
転
換
さ
せ
て
、

新
し
い
、
運
動
の
一
般
理
論
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
彼
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
四
原
因
説
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
動
の
原
因

を
形
相
や
目
的
に
で
は
な
く
、
ふ
た
た
ぴ
運
動
に
求
め
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
運
動
の
無
隈
の
交
錯
こ
そ
が
自
然
界
の
変
化
の
原

因
と
な
り
、
因
果
律
は
目
的
論
的
原
理
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
て
、

物
体
間
の
相
互
作
用
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
開
か
れ
た
世
界
を
展
望
し
つ
つ
、
ホ
ッ
ブ
ズ

は
哲
学
（
科
学
）
を
「
結
果
ま
た
は
現
象
に
つ
い
て
既
知
の
原
因

ま
た
は
生
成
根
拠
か
ら
、
ま
た
逆
に
、
あ
り
う
べ
き
生
成
根
拠
に

つ
い
て
既
知
の
結
果
か
ら
、
正
し
い
推
理
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る

　
壷
）

認
識
」
と
定
義
し
、
そ
の
う
え
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
観
を

ふ
た
た
び
生
か
し
て
自
分
の
も
の
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ

ズ
に
よ
れ
ぱ
、
知
識
の
最
初
の
出
発
点
は
感
覚
や
構
想
力
に
も
と

づ
く
表
象
で
あ
る
。
ま
ず
全
体
の
表
象
が
受
容
さ
れ
る
。
表
象
と

し
て
受
容
さ
れ
た
現
象
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
彼
は
「
事
実
の
学

問
（
邑
彗
戌
嘗
↑
昌
プ
O
ε
」
と
呼
び
、
そ
れ
に
た
い
し
て
哲
学

（
科
学
）
を
「
原
因
の
学
問
（
邑
竃
庄
嘗
ヰ
昌
皇
O
ε
」
と
呼
ぶ
。

「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
か
」
「
い
か
な
る
原
因
か
ら
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そ
れ
は
生
じ
た
の
か
L
を
知
る
の
は
推
理
（
量
戌
O
量
ま
）
の
な

す
べ
き
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
は
構
成
と
分
解
と
か
ら
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
事
物
の
原
因
を
探
究
す
る
方
法
は
、
分
解
的
ま
た

は
分
析
的
方
法
（
昌
①
艘
a
冨
昌
蜆
o
巨
9
毒
ω
一
く
⑦
彗
巳
首
｛
s
）

か
構
成
的
方
法
ま
た
は
総
含
的
方
法
（
冒
、
8
目
宅
O
ω
ま
≦
段
き

ω
毛
書
＆
s
）
、
あ
る
い
は
両
者
を
ま
じ
え
た
も
の
以
外
に
は
な

＾
映
〕い

、
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
言
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
新
し
い
展
望
の
も
と
で
、
理
性
と
情
念
と
の

関
係
や
人
間
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
、
理
性
と
は
も
は
や
、
発
明
（
ぎ
く
昌
－

ま
一
一
）
の
能
カ
あ
る
い
は
推
理
の
能
カ
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
え

な
い
。
し
か
も
、
あ
ら
か
じ
め
感
覚
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
は
思

考
は
あ
り
え
ず
、
思
考
は
す
べ
て
感
覚
に
よ
ウ
て
よ
び
起
こ
さ
れ

た
欲
求
ま
た
は
意
欲
と
嫌
悪
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
ほ
か
は
な
い
の

だ
か
ら
、
思
考
は
も
っ
ぱ
ら
快
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を

認
識
し
、
そ
れ
を
獲
得
し
た
り
避
け
た
り
す
る
行
動
を
起
こ
す
こ

と
に
の
み
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
理
性
は
も
は
や
高
次
の
原
理
で

は
あ
り
え
な
い
し
、
情
念
も
人
閲
の
獣
性
を
構
成
す
る
も
の
と
は

み
な
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
情
念
と
は
、
あ
る
対
象
に
向
か
い
、

あ
る
い
は
あ
る
対
象
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
運
動
、
す
な
わ
ち
欲

求
と
嫌
悪
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
情
念
は
理

性
に
よ
っ
て
導
か
れ
ず
、
逆
に
、
理
性
が
情
念
に
よ
っ
て
導
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
筆

る
の
で
あ
る
。
理
性
は
情
念
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
「
討
算
機
」

で
し
か
な
い
。
－
理
性
と
情
念
に
か
ん
す
る
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
考
察

か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
帰
結
は
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
6
〕

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ギ

リ
シ
ア
的
思
考
様
式
を
編
成
し
な
お
そ
う
と
す
る
立
場
　
　
最
初

は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た
ち
ー
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
反
論
を
あ
び
せ
ら
れ
た
あ
と
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
復
活
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
o

　
人
間
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
政
治
1
1

社
会
理
論
の
原
点
に
か
か
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
言
だ
け
述
べ

て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。

　
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
「
次
か
ら
次
ヘ
カ
を
求
め
、
死
に
よ
っ
て
の
み

消
滅
す
る
不
断
σ
や
み
が
た
い
意
欲
」
を
「
全
人
類
の
一
般
的
性

向
」
と
し
て
あ
げ
、
こ
の
原
因
は
、
「
生
き
て
い
く
た
め
に
現
在

有
し
て
い
る
カ
と
手
段
を
確
保
し
よ
う
と
恩
え
ば
、
人
は
さ
ら
に

多
く
の
力
と
手
段
を
獲
得
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
こ
と
に
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
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ズ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
最
高
善
の
思
想
を
斥
け
、
至
福
を

「
一
つ
の
対
象
か
ら
他
の
対
象
へ
の
意
欲
の
継
続
的
な
進
行
」
と

し
て
と
ら
え
な
お
す
の
で
あ
る
。
こ
の
「
全
人
類
の
一
般
的
性
向
」

は
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
体
系
の
な
か
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

運
動
の
基
本
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
人
間
の
「
自
己
保
存
」
は
、
た
ん
な
る
「
一
般
的
性
向
」
で

は
な
く
「
自
然
権
（
墨
ま
；
－
H
恒
岸
）
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
の
前
に
は
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
が

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
τ
何
を
目
指

し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
展
望
が
ひ
ら
か
れ
て
く
る
。

　
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ポ
リ
テ
ィ
ケ
ー
・
コ
イ
ノ
ー

ニ
ア
の
理
念
を
否
定
し
た
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
自
由
か
つ
平
等
な
市
民
の
相
互
的
結
合
か
ら
な
る
ポ
リ
テ

ィ
ケ
ー
．
コ
イ
ノ
ー
ニ
ア
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
念
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
立
揚
を
基
礎
と
し
て
は
実
現
し
え
な
い
と
い

う
点
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
突
い
た
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
の
な
か
に
奴
隷
に
た
い
す
る
主
人
の
支
配
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鎚
〕

正
当
性
の
弁
証
が
合
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
、
ま
た
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
「
市
民
の
自
由
」
が
「
自
然
権
」
を
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
的
）

に
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
こ
の
よ
う
な
立
揚
が
彼
の
独
自
な

キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
を
基
礎
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
み
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
信
仰
は
彼
に
と
っ
て
は
伝
統
的
思
想
の

誤
っ
た
先
入
権
を
除
去
す
る
た
め
の
基
礎
に
な
っ
た
と
は
い
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

彼
の
理
論
そ
の
も
の
は
、
け
っ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
前
提
と
し
な

い
普
遍
的
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
。

一一一

　
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
思
想
の
う
ち
に

さ
ま
ざ
ま
な
制
限
と
矛
盾
が
あ
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ホ
ッ
ブ
ズ
は
哲
学
を
、
原
因
か
ら
結
果
へ
、
あ
る
い
は
結
果
か

ら
原
因
へ
の
推
論
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
、

神
学
、
天
使
に
つ
い
て
の
教
義
、
霊
感
や
啓
示
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
知
識
、
占
星
術
、
神
の
崇
拝
に
つ
い
て
の
教
義
な
ど
と
と
も
に
、

哲
学
の
領
域
か
ら
排
除
し
た
。
神
学
が
哲
学
の
領
域
か
ら
排
除
さ

れ
た
の
は
、
神
が
永
遠
不
変
か
つ
不
可
知
で
あ
っ
て
、
「
そ
こ
に
は

分
割
あ
る
い
は
複
合
さ
れ
る
べ
き
な
に
も
の
も
な
く
、
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
＾
4
0
）

発
生
も
考
え
ら
れ
な
い
」
と
み
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
歴

史
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
か
。
『
物
体
論
』
で
哲
学
の
定
義
に
関

連
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
「
事
実
の
学
間
」
と
「
原
因
の
挙
問
」
。
と
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へ
の
学
間
の
分
類
に
対
応
し
て
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
』
で
も
知
識
を
「
事
実
に
か
ん
す
る
知
識
」
と
「
一
つ
の
断
定

の
他
の
断
定
へ
の
連
統
に
か
ん
す
る
知
識
」
と
の
二
種
類
に
分
け

て
い
る
。
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
。
は
後
者
の
み
が
「
学
問
」
と

さ
れ
、
前
者
は
「
歴
史
」
と
呼
ぱ
れ
る
。
「
学
問
」
が
条
件
的
知

識
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
「
歴
史
」
1
自
然
史
と
社
会
史
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

は
絶
対
的
知
識
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
宗
教
の
規
則
は
聖
書
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

哲
学
の
規
則
は
自
然
的
理
性
に
」
と
い
う
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
主
張
は
、

、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

理
性
と
信
仰
と
の
分
離
を
意
味
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に

、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

科
学
と
歴
史
と
の
分
離
を
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ

と
す
れ
ぱ
、
彼
が
お
こ
な
っ
た
あ
の
歴
史
叙
述
は
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
の

哲
学
に
と
っ
て
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
。
歴
史
に
お
け
る
事
実

の
重
み
が
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
意
識
に
大
き
く
の
し
か
か
っ
て
は
い
た
け

れ
ど
、
そ
れ
は
哲
学
に
お
け
る
彼
の
問
題
意
識
を
か
き
た
て
、
彼

の
間
題
設
定
の
出
発
点
と
な
っ
た
だ
け
で
、
彼
の
学
問
そ
の
も
の

は
、
歴
史
の
理
論
と
歴
史
認
識
の
方
法
論
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

、
つ
o

　
こ
の
点
か
ら
み
ら
れ
る
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
哲
学
の
定
義
の
も
つ
制
限

は
、
哲
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
も
つ
制
限
と
つ
な
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
い
た
。
そ
の
考
え
方
は
い
っ
さ
い
の
推
理
は
論
証
的
で
な
け
れ

ぱ
な
ら
ぬ
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
を
論
証
に
よ
る
必
然
的
な
真
理

と
し
て
生
み
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
彼
は
古

代
人
の
学
間
観
と
理
性
観
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
て
は
い
な
か
っ

た
。
ホ
ヅ
ブ
ズ
の
「
理
性
」
概
念
が
ギ
リ
シ
ア
的
な
「
理
性
」
観

か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
ひ

と
つ
の
重
要
な
例
は
、
彼
の
「
自
然
法
」
が
慎
慮
の
格
率
な
の
か
、

そ
れ
と
も
「
理
性
」
の
規
範
で
あ
る
の
か
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な

い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
の
例
は
、
彼
が
神
の
存
在

証
明
を
企
て
る
と
い
う
不
斉
合
を
し
ば
し
ぱ
お
か
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。

　
し
か
し
、
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
ホ
ヅ
ブ
ズ
が
自
然
状
態

に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
、
道
徳
と
正
義
に
か
ん
す
る
わ
れ
わ
れ
の

観
念
の
な
か
に
、
歴
史
の
経
験
、
す
な
わ
ち
人
ぴ
と
が
過
去
に
お

こ
な
い
、
あ
る
い
ぽ
語
っ
た
こ
と
か
ら
の
意
図
さ
れ
ざ
る
帰
結
が

反
映
さ
れ
含
蓄
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
、
彼
が
ま
っ
た
く
み
よ
う

と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
最
初
に
間
題
に

し
た
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
へ
ー
ゲ
ル
も
、
ふ
た
た

び
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
伝
統
に
自
分
を
結
び
つ
け
て
い
く
な
か
で
、

同
じ
こ
と
を
間
題
に
し
た
。
つ
ま
り
歴
史
的
に
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
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位
置
を
占
め
る
二
人
の
思
想
家
が
、
同
じ
こ
と
を
問
題
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
一
人
は
市
民
社
会
認
識
の
地
平
を
き
り
ひ
ら
い
て

い
く
な
か
で
。
い
ま
一
人
は
国
家
と
市
民
社
会
と
の
分
裂
と
両
者

の
あ
い
だ
の
矛
盾
の
深
ま
り
を
み
る
な
か
で
。
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