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本
居
宣
長
と
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム

―
二
つ
の
《
国
学
》
―

堅

田
　

剛

一　

ド
イ
ツ
の
国
学

　

国
学
の
完
成
者
と
い
わ
れ
る
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
～
一
八
〇
一
年
）

と
、
童
話
集
で
知
ら
れ
る
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
（
一
七
八
五
～
一
八
六

三
年
）
の
生
涯
は
、
半
世
紀
ほ
ど
の
前
後
は
あ
る
も
の
の
宣
長
の
晩

年
に
お
い
て
重
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
え
て
同
時
代
人
と
し

て
お
き
た
い
。
江
戸
時
代
末
期
の
国
学
者
と
ド
イ
ツ
三
月
前
期
の
言

語
学
者
の
あ
い
だ
に
、
も
と
よ
り
直
接
の
交
流
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、

彼
ら
二
人
の
思
想
は
、
奇
妙
に
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

た
と
え
ば
、
宣
長
の
「
国
学
」
と
、
グ
リ
ム
の
「
ゲ
ル
マ
ン
学
」

（Germ
anistik

）
で
あ
る
。
と
も
に
自
然
性
に
根
ざ
し
た
民
族
主
義

の
表
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
国
民
の
同
定
と
い
う
政
治
性
に
裏
付

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
政
治
性
と
い
う
の
は
、
宣
長
に
と
っ
て

は
幕
藩
体
制
の
崩
壊
で
あ
り
、
グ
リ
ム
に
と
っ
て
は
統
一
ド
イ
ツ
の

創
出
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
《
国
学
》
と
は
、
学
問
的
に
国
民
な
る
も
の
を
確
認
す

る
営
み
で
あ
る
。
国
家
の
根
幹
が
揺
ら
い
だ
と
き
、
国
学
の
よ
う
な

も
の
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ

れ
を
学
的
体
系
と
し
て
確
立
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
体
系
を
志

す
以
上
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
思
想
的
基
軸
が
必
要
と
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

　

そ
の
点
、
グ
リ
ム
の
場
合
は
明
瞭
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼

は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
関
わ
る
歴
史
学
と
法
学
と
言
語
学
を
統
合
し
て
、

「
ゲ
ル
マ
ン
学
」
な
る
新
た
な
総
合
的
学
問
を
提
唱
し
た
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
グ
リ
ム
の
ゲ
ル
マ
ン
学
に
は
、
民
族
性
を
核
と
し

て
、
歴
史
と
法
と
言
語
と
い
う
三
本
の
明
瞭
な
統
合
軸
が
引
か
れ
て

い
た
。

　

宣
長
の
「
国
学
」
も
ま
た
、
国
史
学
と
国
法
学
と
国
文
学
よ
り
な

る
総
合
的
学
問
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は

宣
長
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
明
示
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
と
す
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れ
ば
、
宣
長
に
お
け
る
歴
史
と
法
と
言
語
の
意
味
づ
け
を
検
証
す
る

こ
と
こ
そ
が
、
本
稿
の
当
面
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

あ
ら
か
じ
め
こ
こ
で
断
言
す
る
こ
と
に
躊
躇
い
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

宣
長
の
「
国
学
」
と
グ
リ
ム
の
「
ゲ
ル
マ
ン
学
」
は
、
洋
の
東
西
で

ほ
ぼ
同
時
期
に
発
生
し
た
相
似
的
な
学
問
で
あ
る
。
国
学
を
大
和
学

と
言
い
換
え
、
ゲ
ル
マ
ン
学
を
独
逸
学
と
す
れ
ば
、
そ
の
相
似
性
は

い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

実
は
、
国
学
と
ド
イ
ツ
学
の
相
似
性
を
指
摘
す
る
本
稿
の
視
点
は
、

必
ず
し
も
私
に
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。
一
九
八
五
年
に
拙
著
『
法

の
詩
学
―
グ
リ
ム
の
世
界

―
（
1
（

』
が
出
版
さ
れ
た
直
後
、
私
宛
に

皇
学
館
大
学
の
谷
省
吾
教
授
か
ら
丁
重
な
お
手
紙
を
添
え
て
冊
子

『
ド
イ
ツ
の
国
学

―
グ
リ
ム
兄
弟
の
学
問

―
』（
一
九
八
四
年
）

が
送
ら
れ
て
き
た
。
標
題
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
グ

リ
ム
の
研
究
を
「
ド
イ
ツ
の
国
学
」
と
解
す
る
立
場
が
す
で
に
示
さ

れ
て
い
た
。
谷
教
授
の
論
点
を
要
約
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
文
章

を
引
用
す
る
の
が
便
宜
だ
ろ
う
。

本
居
宣
長
は
、
自
分
の
学
問
を
「
古
学
」
と
言
ひ
ま
し
た
。
グ

リ
ム
兄
弟
は
、
自
分
た
ち
の
学
問
を
「
古
代
学
」、「
ア
ル
タ
ー

ト
ゥ
ー
ム
ス
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」（A

ltertum
sw

issen-

schaft

）
と
称
し
ま
し
た
。
ア
ル
タ
ー
ト
ゥ
ー
ム
（A

ltertum

）

と
は
、
古
代
、
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
は
学
問
、
従
つ
て
、

「
古
学
」
と
訳
し
て
も
よ
い
で
あ
り
ま
せ
う
。
本
居
宣
長
の

「
古
学
」
を
、
い
ま
、
人
々
は
「
国
学
」
と
呼
ん
で
を
り
ま
す

が
、
グ
リ
ム
の
「
古
学
」
も
同
様
に
、「
国
学
」
と
呼
ん
で
も

よ
い
も
の
で
あ
り
ま
せ
う

（
2
（

。

　
『
ド
イ
ツ
の
国
学
』
は
、
講
演
記
録
と
い
う
性
格
も
あ
り

（
（
（

、
ま
た

グ
リ
ム
兄
弟
の
業
績
紹
介
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
本
居
宣
長
の
国
学
と
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
独
逸
学
の
関

係
を
内
在
的
に
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、

先
ず
一
体
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な
グ
リ
ム
兄
弟
に
つ
い

て
、
と
く
に
兄
の
ヤ
ー
コ
プ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
、
次
に
本
居
宣

長
の
思
想
に
立
ち
入
っ
て
、
こ
れ
を
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
思
想
と

比
較
す
る
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る
だ
ろ
う
。
谷
教
授
の
直
観
は
ま
こ

と
に
鋭
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
講
演
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
詳
細

な
検
証
が
な
お
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
と
は
い
え
、
私
自
身
も

谷
教
授
の
問
題
提
起
に
き
ち
ん
と
応
え
ら
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ

て
い
る
。
だ
が
い
つ
ま
で
も
避
け
て
は
い
ら
れ
な
い
問
題
だ
と
思
う

の
で
、
な
ん
と
か
正
面
か
ら
の
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。

　

た
し
か
に
「
古
学
」
は
宣
長
と
グ
リ
ム
の
一
つ
の
接
点
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
説
明
を
加
え
て
お
く
。
グ
リ
ム
の
場
合
、

「
ア
ル
タ
ー
ト
ゥ
ー
ム
ス
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
は
、
直
接
に
は

彼
の
主
著
『
ド
イ
ツ
法
古
事
誌
』（D

eutsche･Rechtsaltertüm
er

）
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（
一
八
二
八
年
）
の
標
題
部
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
法
古

事
」
と
総
称
さ
れ
る
の
は
、
単
に
古
代
の
法
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ

を
構
成
す
る
個
別
的
・
具
体
的
な
法
慣
習
の
数
々
で
あ
る
。
し
か
も

そ
れ
ら
の
法
古
事
は
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族

に
根
ざ
し
た
法
慣
習
の
趣
が
強
い
。
グ
リ
ム
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
と

は
ゲ
ル
マ
ン
と
同
義
な
の
で
あ
っ
て
、『
ド
イ
ツ
法
古
事
誌
』
は
ゲ

ル
マ
ン
法
古
事
誌
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
村
岡
典
嗣
は
「
国
学
の
学
的
性
格
」
を
文
献
学
に
求
め
る
。

村
岡
は
ド
イ
ツ
哲
学
に
も
造
詣
の
深
い
国
学
研
究
者
で
あ
り
、
以
下

の
引
用
部
分
で
も
日
本
の
国
学
と
ド
イ
ツ
の
文
献
学
の
関
係
を
論
じ

て
い
る
。

是
に
於
い
て
か
吾
人
は
、
か
つ
て
明
治
の
新
し
い
教
養
を
受
け

た
国
学
の
先
輩
が
、
国
学
に
擬
す
る
に
、
独
逸
の
学
界
に
発
達

し
て
一
往
の
成
立
を
遂
げ
た

―
而
し
て
時
代
的
に
は
寧
ろ
国

学
に
お
く
れ
た
、
一
個
の
歴
史
的
学
問
た
るPhilologie
（
文

献
学
）
を
以
て
し
た
こ
と
を
、
而
し
て
そ
の
啓
発
に
よ
つ
て
、

吾
人
が
旧
著
本
居
宣
長
（
明
治
四
十
四
年
二
月
刊
）
の
う
ち
に
、

実
質
的
に
そ
の
意
義
を
究
め
明
ら
め
た
と
こ
ろ
を
、
今
更
に
思

ひ
出
さ
ゞ
る
を
得
な
い

（
4
（

。

　

村
岡
は
文
献
学
を
持
ち
出
し
て
は
い
る
も
の
の
、
日
本
と
ド
イ
ツ

の
類
似
性
は
、
こ
こ
で
は
表
面
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
け
れ

ど
も
、
文
献
学
が
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
）
の
学
問
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た

め
て
確
認
し
、
ま
た
グ
リ
ム
の
ゲ
ル
マ
ン
学
こ
そ
、
ド
イ
ツ
文
献
学

を
踏
ま
え
た
総
合
的
な
学
問
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
さ
え
す
れ
ば
、

ま
さ
に
「
国
学
の
学
的
性
格
」
と
し
て
、
宣
長
と
グ
リ
ム
は
直
接
に

つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
村
岡
の
学
問
論
は
、
し
き
り
に
「
説
明
学

的
方
面
」
と
「
規
範
学
的
方
面
」
の
区
別
に
こ
だ
わ
る

（
（
（

。
そ
れ
は
存

在
と
当
為
を
区
別
す
る
カ
ン
ト
哲
学
の
影
響
を
強
く
受
け
た
こ
と
に

よ
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
前
提
に
立
て
ば
、
両
者
の
区
別
に
無

頓
着
で
、
む
し
ろ
「
混
淆
的
傾
向
」
そ
の
も
の
で
あ
る
国
学
に
つ
い

て
は
、
そ
の
学
問
的
性
格
を
否
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
過
度
に
実
証

主
義
的
な
国
学
研
究
に
邁
進
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
道
し
か
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

さ
て
、
グ
リ
ム
に
お
い
て
ド
イ
ツ
国
と
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
こ
と

だ
と
述
べ
た
が
、
同
様
の
こ
と
は
、
や
は
り
グ
リ
ム
の
主
著
で
あ
る

『
ド
イ
ツ
文
法
』（
第
一
部
、
一
八
一
九
年
）
と
『
ド
イ
ツ
神
話
学
』（
一

八
三
五
年
）
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
両
著
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
と

は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
こ
と
で
あ
っ
て
、『
ド
イ
ツ
文
法
』『
ド
イ
ツ
法

古
事
誌
』『
ド
イ
ツ
神
話
学
』
の
三
部
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ゲ
ル
マ
ン

語
の
文
法
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
法
慣
習
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
神
話
を

主
題
と
し
た
画
期
的
な
研
究
書
な
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
い
え
ば
、

グ
リ
ム
の
生
き
た
時
代
に
は
、「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
名
の
近
代
国
家

は
ま
だ
存
在
し
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
グ
リ
ム
が
「
ド
イ
ツ
」
な

る
観
念
的
な
名
称
を
用
い
た
の
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
古
事
を
確
認
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
よ
る
近
代
的
統
一
国
家
を

志
向
し
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
ド
イ
ツ
」
が
近
代
国
家

と
し
て
統
一
さ
れ
た
の
は
一
八
七
一
年
で
あ
り
、
明
治
維
新
よ
り
三

年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
ド
イ
ツ
法
古
事
誌
』
の
主
題
が
〈
法
〉
で
あ
る
よ

う
に
、
ド
イ
ツ
文
法
』
は
〈
言
語
〉
を
、『
ド
イ
ツ
神
話
学
』
は

〈
歴
史
〉
を
主
題
と
し
て
い
る
。
少
々
強
引
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

文
法
は
言
語
の
規
範
で
あ
る
し
、
神
話
と
は
良
く
も
悪
く
も
本
源
の

歴
史
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
言
い
換
え
も
充
分
に
可
能
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
グ
リ
ム
の
ド
イ
ツ
三
部
作
は
、〈
歴
史
〉
と
〈
法
〉

と
〈
言
語
〉
の
三
視
点
か
ら
す
る
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
性
の
同
定
作
業

で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
名
に
よ
る
『
子

供
と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
』（
第
一
巻
、
一
八
一
二
年
）、
い
わ
ゆ
る
グ

リ
ム
童
話
集
に
も
、
さ
ら
に
は
畢
生
の
大
作
と
な
っ
た
『
ド
イ
ツ
語

辞
典
』（
第
一
巻
第
一
分
冊
、
一
八
五
二
年
）
に
も
当
て
は
ま
る
。
結
局
、

ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
「
古
学
」
は
、
全
体
と
し
て
、〈
歴
史
〉
と

〈
法
〉
と
〈
言
語
〉
の
ト
リ
ア
ー
デ
（
三
肢
構
造

（
（
（

）
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
、
民
族
固
有
の
学
と
し
て
総
括
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

よ
う
や
く
こ
こ
に
、
本
居
宣
長
と
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
に
よ
る
二

つ
の
《
国
学
》
を
比
較
す
る
基
盤
が
整
っ
た
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ

ち
、
第
一
に
民
族
性
の
問
題
、
第
二
に
〈
歴
史
〉
と
〈
法
〉
と
〈
言

語
〉
の
ト
リ
ア
ー
デ
の
問
題
で
あ
る
。

　

民
族
性
に
つ
い
て
は
、
グ
リ
ム
の
「
ゲ
ル
マ
ン
」
に
宣
長
の
「
や

ま
と
」
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
グ
リ
ム
が
ゲ

ル
マ
ン
的
古
代
に
よ
っ
て
近
代
ド
イ
ツ
を
再
編
し
よ
う
と
し
た
よ
う

に
、
宣
長
に
と
っ
て
の
「
や
ま
と
」
も
、
幕
藩
体
制
下
に
あ
っ
て
来

た
る
べ
き
「
日
本
」
を
展
望
す
る
試
み
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

だ
が
〈
歴
史
〉
と
〈
法
〉
と
〈
言
語
〉
の
ト
リ
ア
ー
デ
は
、
あ
く

ま
で
も
グ
リ
ム
の
方
法
論
で
あ
る
か
ら
、
宣
長
に
同
様
の
も
の
が
見

出
せ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
グ
リ
ム
を
基
準
に
し
て
宣

長
を
評
価
す
る
と
い
う
方
法
自
体
に
疑
問
を
呈
す
る
向
き
も
あ
る
だ

ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
グ
リ
ム
の
学
問
を
「
ド
イ
ツ
の
国
学
」
に
擬
え
る
こ

と
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
は
、
宣
長
の
国
学
を
基
準
に
し
た
う
え
で

ド
イ
ツ
に
似
た
よ
う
な
も
の
を
見
出
す
仕
方
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
下
手
を
す
れ
ば
、
日
本
の
国
学
は
や
は

り
日
本
固
有
の
も
の
だ
と
す
る
、
偏
狭
な
自
国
中
心
主
義
に
舞
い

戻
っ
て
し
ま
う
危
険
さ
え
免
れ
な
い
。
あ
え
て
グ
リ
ム
か
ら
発
想
す

る
所
以
で
あ
る
。

　

本
居
宣
長
に
と
っ
て
、〈
歴
史
〉
と
〈
法
〉
と
〈
言
語
〉
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
そ

の
個
別
的
な
検
証
か
ら
始
め
て
み
た
い
。



132明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 49 号〕平成 24 年 11 月

二　

初
め
に
言
葉
あ
り
き

　

歴
史
と
法
と
言
語
の
ト
リ
ア
ー
デ
と
い
っ
て
も
、
こ
の
三
肢
構
造

の
要
素
と
し
て
の
〈
歴
史
〉
と
〈
法
〉
と
〈
言
語
〉
を
語
る
順
序
に

は
格
別
の
意
味
は
な
い
。
本
居
宣
長
に
則
し
て
こ
の
三
つ
の
視
点
を

同
格
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
え
る
か
は
と
も
か
く
、
さ
し
あ
た
り
グ

リ
ム
の
方
法
論
に
即
し
て
そ
の
よ
う
に
並
べ
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
は
、
師
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
と
も
に
、「
歴
史

法
学
」（geschichtliche･Rechtsw

issenschaft

）
の
主
要
な
担
い
手
で

あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
学
問
観
が
汎
論
理
主
義
の
傾

向
を
帯
び
て
い
た
の
に
対
し
て
、
グ
リ
ム
に
と
っ
て
の
学
問
と
は
、

あ
え
て
厳
密
性
を
否
認
し
た
う
え
で
、
論
理
的
言
語
よ
り
は
象
徴
的

言
語
に
よ
っ
て
語
る
べ
き
知
的
営
み
で
あ
っ
た
。
よ
り
端
的
に
述
べ

る
な
ら
ば
、
グ
リ
ム
の
場
合
、〈
歴
史
〉
も
〈
法
〉
も
、
専
門
家
の

学
術
用
語
よ
り
も
、
民
衆
の
日
常
的
言
語
で
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、〈
歴
史
〉
も
〈
法
〉
も
結
局
の
と
こ

ろ
〈
言
語
〉
へ
と
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

歴
史
を
語
る
の
も
法
を
語
る
の
も
〈
言
語
〉
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
、
グ
リ
ム
の
歴
史
法
学
は
、
最
終
的
に
は
言
語
そ
の
も
の
の

蒐
集
た
る
『
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
の
編
纂
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
こ

の
通
称
「
グ
リ
ム
の
辞
典
」
の
扉
に
は
天
使
の
像
が
描
か
れ
て
お
り
、

こ
の
天
使
は
「
初
め
に
言
葉
あ
り
き
」（im

･anfang･w
ar･das･w

ort.

）

と
記
さ
れ
た
銘
板
を
掲
げ
て
い
る

（
（
（

。『
新
約
聖
書
』
ヨ
ハ
ネ
伝
冒
頭

の
「
は
じ
め
に
みロ

ゴ

ス

こ
と
ば
が
あ
っ
た
。
み
こ
と
ば
は
神
と
と
も
に

あ
っ
た
。
み
こ
と
ば
は
神
で
あ
っ
た
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
ま
た
『
旧
約
聖
書
』
創
世
記
冒
頭
の
「
神
は
天
と
地
を
つ
く

ら
れ
た
、
そ
れ
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
」
を
踏
ま
え
て
い
る

（
（
（

。

　

こ
う
し
た
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
問
題
意
識
か
ら
連
想
さ
れ
る
の

は
、『
古
事
記
』
お
よ
び
『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
同
様
の
視
点
で

あ
る
。
少
々
煩
わ
し
い
が
、
漢
文
原
文
に
、
本
居
宣
長
に
よ
る
訓
を

ル
ビ
で
付
し
て
表
記
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
『
古
事
記
』
の
実
質
的

な
冒
頭
箇
所
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
天ア

メ
ツ
チ
ノ
ハ
ジ
メ
ノ

地
初
発
之

時ト
キ
　
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
ニ
ナ
リ
マ
セ
ル
カ
ミ
ノ
ミ
ナ
ハ
　
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ

於
高
天
原
成
神
名
天
之
御
中
主
神
」
と
あ
る

（
9
（

。『
聖
書
』
創

世
記
と
『
古
事
記
』
の
記
述
の
重
な
り
具
合
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、

お
よ
そ
創
世
神
話
と
は
「
神
」
と
自
然
の
関
係
か
ら
説
き
起
こ
す
も

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
そ
う
し
た
外
形
的
類
似
を
過
大
に
評
価

し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
れ
よ
り
も
、「
初
め
に
言
葉
あ
り
き
」
と
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、

グ
リ
ム
と
宣
長
の
共
通
の
方
法
論
に
こ
そ
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ

も
そ
も
『
古
事
記
』
原
文
に
付
さ
れ
た
訓
は
、
単
な
る
振
り
仮
名
で

は
な
く
、
宣
長
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
宣
長
の
解

釈
と
は
、
原
文
の
漢
文
臭
を
極
力
排
除
し
て
、
本
来
の
大
和
言
葉
を

復
元
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
宣
長
に
よ
れ
ば
、「
天
地
」

は
「
阿ア

メ

ツ

チ

米
都
知
」
と
訓
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、「
神
」
は
「
迦カ

ミ微
」
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と
訓
じ
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
都
知
」
に
つ
い
て
は

一
応
の
説
明
は
あ
る
も
の
の
、「
阿
米
」
と
「
迦
微
」
に
つ
い
て
は

そ
の
「
名ナ

ノ
コ
コ
ロ義

は
未
だ
思
ひ
得
ず
」
と
、
き
わ
め
て
素
っ
気
な
い

（
（（
（

。
宣

長
畢
生
の
大
業
『
古
事
記
伝
』
は
『
古
事
記
』
の
註
釈
書
だ
と
誰
も

が
思
う
が
、
そ
の
本
質
は
漢カ

ラ
モ
ジ字

を
古
語
（
大
和
言
葉
）
に
書
き
換
え

る
解
釈
的
作
業
な
の
で
あ
る
。

　

表
面
だ
け
を
眺
め
れ
ば
、『
古
事
記
伝
』
は
、
テ
ニ
ヲ
ハ
の
助
字

は
別
と
し
て
も
、
フ
リ
ガ
ナ
だ
ら
け
の
非
常
に
読
み
に
く
い
逐
語
的

な
註
釈
書
で
あ
る
。
文
字
を
も
た
な
か
っ
た
大
和
民
族
は
、
中
国
か

ら
漢
字
を
借
用
し
て

（
（（
（

、
ま
ず
は
万
葉
仮
名
と
し
て
漢
字
の
意
味
と
無

関
係
に
表
音
文
字
と
し
て
利
用
し
、
つ
ぎ
に
漢
字
の
字
体
か
ら
表
音

文
字
と
し
て
の
片
仮
名
と
平
仮
名
を
発
明
し
、
つ
い
に
は
漢
字
の
表

意
性
と
仮
名
の
表
音
性
を
組
み
合
わ
せ
て
漢
字
仮
名
混
じ
り
の
国
語

表
記
法
を
開
発
し
て
き
た
。
江
戸
後
期
の
宣
長
は
、
こ
う
し
た
歴
史

に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
漢
文
を
大
和
言
葉
に
読
み
換
え
よ

う
と
す
る
。「
殊
に
字
に
は
拘カ

カ

は
る
ま
じ
く
、
た
ゞ
其
意
を
得
て
、

其
事
の
さ
ま
に
随
ひ
て
、
か
な
ふ
べ
き
古
言
を
思
ひ
求
め
て
訓
べ

し
（
（（
（

」。
こ
の
困
難
な
作
業
こ
そ
、
宣
長
に
と
っ
て
の
「
初
め
に
言
葉

あ
り
き
」
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
グ
リ
ム
に
と
っ
て
の
「
初
め
に
言
葉
あ
り
き
」
は
“im

･
anfang･w

ar･das･w
ort.

”と
綴
ら
れ
て
い
る
。
近
代
以
降
の
ド
イ

ツ
文
の
表
記
は
、
“Im

･A
nfang･w

ar･das･W
ort.

”の
よ
う
に
、
文

章
の
初
字
と
名
詞
の
初
字
は
大
文
字
で
書
か
れ
る
か
ら
、
グ
リ
ム
の

表
記
法
は
、
一
種
異
様
な
感
じ
を
与
え
る
。
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の

場
合
に
は
、
文
章
の
初
字
は
と
も
か
く
、
名
詞
も
固
有
名
詞
以
外
は

初
字
を
小
文
字
で
書
く
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
語
も
か
つ
て
は

同
様
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ
た
ま
で
だ
と
も
い
え
る
。

実
際
、
グ
リ
ム
自
身
も
そ
の
よ
う
に
弁
明
し
た
こ
と
も
あ
る
。
だ
が

そ
こ
に
は
、
比
較
言
語
学
の
立
場
か
ら
の
、
よ
り
積
極
的
な
意
図
が

込
め
ら
れ
て
い
た
。

　

グ
リ
ム
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
の
名
詞
を
、
音
韻
の
相
関
と
変
化

の
視
点
か
ら
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
グ
リ
ム
の
法
則
」

（Grim
m
sches･Gesetz

）
と
い
わ
れ
る
子
音
移
動
の
規
則
性
を
発
見
し

た
。
そ
れ
は
、
無
声
破
裂
音（p,･t,･k

）→
帯
気
音（bh,･dh,･ght,･th,･ch

）

→
有
声
破
裂
音
（b,･d.･g

）
→
無
声
破
裂
音
…
…
、
の
よ
う
に
、
各
言

語
の
音
が
循
環
的
に
推
移
す
る
と
い
う
規
則
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴

い
、
そ
の
音
を
表
記
す
る
文
字
も
並
行
的
に
変
移
す
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
比
較
の
た
め
に
は
、
各
言
語
の
名
詞
を
並
べ

る
に
あ
た
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
だ
け
が
大
文
字
と
い
う
の
は
視
覚
的
に

も
邪
魔
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
グ
リ
ム
は
、
比
較
言
語
学
的
研
究
の
範
囲
に
留
ま
る

こ
と
な
く
、
他
の
す
べ
て
の
著
作
に
お
い
て
も
独
自
の
表
記
法
を
用

い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
文
と
し
て
は
や
は
り

読
み
に
く
い
。
現
代
ド
イ
ツ
文
に
お
け
る
名
詞
初
字
の
大
文
字
表
記
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と
他
の
品
詞
の
小
文
字
表
記
の
組
み
合
わ
せ
は
、
感
覚
的
に
は
現
代

日
本
文
に
お
け
る
漢
字
仮
名
混
じ
り
書
き
に
似
て
お
り
、
結
果
と
し

て
名
詞
を
視
覚
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
日
本
文
で
は
、
名
詞
以
外
の
品
詞
も
漢
字
で
書
け
る

に
は
ち
が
い
な
い
が
、
漢
字
の
多
用
は
堅
苦
し
さ
な
ど
別
の
弊
害
を

生
む
こ
と
に
も
な
る
。
助
詞
は
も
と
よ
り
、
接
続
詞
や
副
詞
や
形
容

詞
や
動
詞
が
し
だ
い
に
仮
名
表
記
に
変
わ
っ
て
い
く
と
し
て
も
、
名

詞
の
漢
字
表
記
は
将
来
も
残
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
に
は
同
音

異
義
語
が
き
わ
め
て
多
い
の
で
、
意
味
の
区
別
の
た
め
に
は
部
分
的

に
せ
よ
漢
字
表
記
も
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
文

の
全
面
的
な
仮
名
書
き
や
ロ
ー
マ
字
書
き
が
、
こ
と
ご
と
く
失
敗
し

た
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
ワ
ー
プ
ロ
の
発
明
に
よ
り
、
漢
字
変
換
が
容

易
に
な
っ
た
こ
と
も
、
漢
字
仮
名
混
じ
り
の
表
記
法
を
永
続
化
さ
せ

る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
に
よ
る
名
詞
の
小
文
字

化
と
、
本
居
宣
長
に
よ
る
『
古
事
記
』
註
釈
は
、
ま
っ
た
く
別
の
出

来
事
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
方
向
性
に
は
似
通
っ
た
も
の
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
言
語
を
と
お
し
て
の
民
族
性
の
確
認
で
あ
る
。

原
ド
イ
ツ
語
と
し
て
の
ゲ
ル
マ
ン
語
も
、
当
初
は
文
字
を
も
た
な

か
っ
た
が
、
や
が
て
ロ
ー
マ
人
の
言
葉
と
し
て
の
ラ
テ
ン
語
に
倣
っ

て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
借
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
ゲ
ル
マ

ン
民
族
の
国
家
が
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
名
乗
っ
て
以
来
は
、
ゲ
ル
マ

ン
人
の
生
活
は
、
外
来
の
ロ
ー
マ
語
（
ラ
テ
ン
語
）
に
よ
る
公
的
な

文
化
と
、
固
有
の
ゲ
ル
マ
ン
語
（
ド
イ
ツ
語
）
に
よ
る
私
的
な
文
化

と
の
二
重
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
時

代
の
末
期
に
生
ま
れ
た
グ
リ
ム
に
と
っ
て
、
民
族
性
の
確
認
と
は
、

と
り
わ
け
公
的
な
言
語
に
結
び
付
い
た
ロ
ー
マ
的
な
も
の
を
相
対
化

す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
の
名

詞
に
は
今
や
分
か
ち
が
た
い
ほ
ど
に
ロ
ー
マ
的
文
化
が
浸
透
し
て
い

る
。
名
詞
の
小
文
字
化
は
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
そ
の
相
対
的
な
排
除

の
試
み
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

宣
長
が
『
古
事
記
』
の
漢
文
を
、
大
和
言
葉
と
し
て
の
仮
名
に
引

き
寄
せ
て
註
釈
し
、
こ
う
し
て
大
和
の
民
族
性
を
確
認
し
よ
う
と
し

た
よ
う
に
、
グ
リ
ム
も
ま
た
名
詞
を
小
文
字
化
し
て
ロ
ー
マ
性
を
薄

め
、
同
時
に
ゲ
ル
マ
ン
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
意
図

は
似
て
い
る
が
、
完
璧
を
期
す
に
は
す
で
に
遅
す
ぎ
た
点
で
も
二
人

は
よ
く
似
て
い
る
。
宣
長
は
江
戸
末
期
、
グ
リ
ム
は
十
九
世
紀
の
人

で
あ
る
。
日
本
で
は
と
う
に
漢
字
仮
名
混
じ
り
文
が
定
着
し
、
ド
イ

ツ
で
も
名
詞
の
大
文
字
表
記
が
す
で
に
定
着
し
て
い
た
。
に
も
拘
わ

ら
ず
、
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
を
書
き
、
グ
リ
ム
は
『
ド
イ
ツ
法
古

事
誌
』
を
著
し
た
。
彼
ら
の
「
古
事
」
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
い
か
に

も
時
代
錯
誤
的
に
み
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
歴
史
と
は
ま
こ
と
に
皮
肉
な
も
の
で
あ
る
。
古
事
に

執
着
す
る
あ
ま
り
、
時
代
遅
れ
に
も
み
え
た
宣
長
も
グ
リ
ム
も
、
国
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家
の
近
代
的
再
編
と
い
う
眼
前
の
方
針
と
し
て
は
か
え
っ
て
脚
光
を

浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
国
学
も
し
く
は
ゲ
ル
マ
ン
学
の

誕
生
で
あ
る
。

　

宣
長
の
時
代
、
鎖
国
政
策
の
下
で
儒
学
は
幕
藩
体
制
を
支
え
仏
教

は
単
な
る
習
俗
と
化
し
て
い
た
。
開
国
を
迫
る
外
圧
の
高
ま
り
の
中

で
、
新
た
な
国
民
国
家
を
建
設
す
る
思
想
的
基
盤
と
し
て
「
国
学
」

が
求
め
ら
れ
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
グ
リ
ム
の

時
代
、
近
代
ロ
ー
マ
帝
国
と
も
い
え
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
に

よ
っ
て
ド
イ
ツ
全
土
が
占
領
さ
れ
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
は
、
幕
藩
時

代
の
日
本
の
よ
う
に
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
し
て
の
名
目
上
の
中
央

政
府
は
存
続
し
て
い
た
も
の
の
、
三
百
以
上
も
の
領
邦
国
家
や
自
由

都
市
に
分
立
し
て
い
た
た
め
、
市
民
革
命
を
経
て
国
民
国
家
を
完
成

さ
せ
た
フ
ラ
ン
ス
の
敵
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
よ
う
や
く
勃
興
し

た
ド
イ
ツ
の
民
族
主
義
に
思
想
的
基
盤
を
提
供
し
た
の
が
、
グ
リ
ム

提
唱
の
「
ゲ
ル
マ
ン
学
」
で
あ
っ
た
。

　

宣
長
の
国
学
に
せ
よ
、
グ
リ
ム
の
ゲ
ル
マ
ン
学
に
せ
よ
、
そ
れ
が

政
治
に
利
用
さ
れ
る
と
き
、
各
々
の
民
族
主
義
に
あ
る
種
の
危
う
さ

が
伴
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
本
居
宣
長
の
学
問
と
し
て
の
国
学

は
、
平
田
篤
胤
の
国
粋
思
想
と
な
っ
て
幕
藩
体
制
を
破
壊
し
た
が
、

明
治
日
本
の
近
代
化
の
た
め
に
は
、
現
実
に
は
建
前
と
し
て
の
欧
化

主
義
を
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
明
治
以
降
の
日
本

は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
下
の
ド
イ
ツ
に
似
て
、
公
的
な
合
理
主
義
と

私
的
な
非
合
理
主
義
と
が
二
重
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヤ
ー

コ
プ
・
グ
リ
ム
の
ゲ
ル
マ
ン
学
も
、
三
月
革
命
ま
で
は
政
治
を
牽
引

し
た
が
、
こ
の
革
命
が
挫
折
し
た
こ
と
に
よ
り
、
合
理
主
義
的
学
問

の
主
流
か
ら
外
れ
て
傍
系
に
留
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
マ

的
な
個
人
主
義
的
合
理
主
義
が
行
き
詰
ま
る
た
び
に
、
ゲ
ル
マ
ン
的

な
団
体
主
義
的
非
合
理
主
義
は
繰
り
返
し
登
場
す
る
こ
と
に
な
る

（
（3
（

。

　

と
は
い
え
、
先
を
急
い
で
は
な
る
ま
い
。
宣
長
の
国
学
と
グ
リ
ム

の
ゲ
ル
マ
ン
学
、
こ
の
二
つ
の
《
国
学
》
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
内

在
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

三　
「
古
事
」
へ
の
遡
行

　

ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
『
ド
イ
ツ
法
古
事
誌
』
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民

族
の
民
族
性
を
法
古
事
に
ま
で
遡
っ
て
確
認
し
よ
う
と
し
た
企
て
で

あ
る
。
法
古
事
と
は
法
慣
習
の
こ
と
で
あ
る
が
、
グ
リ
ム
は
ゲ
ル
マ

ン
民
族
の
多
様
な
法
慣
習
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
法
〉
と

〈
歴
史
〉
の
本
来
的
に
切
り
離
し
え
な
い
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
。
法
古
事
そ
の
も
の
は
、
い
か
な
る
文
化
の
下
に
も
存
在
す

る
。
け
れ
ど
も
法
の
近
代
化
に
伴
っ
て
、
法
的
言
語
は
歴
史
性
を
剥

奪
さ
れ
て
普
遍
的
な
概
観
を
帯
び
る
こ
と
に
な
り
、
法
古
事
は
前
近

代
的
な
法
慣
習
と
し
て
し
だ
い
に
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
。

　

ド
イ
ツ
の
歴
史
法
学
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
普
遍
主
義
的
な
自
然
法
論

に
抗
し
て
、
ド
イ
ツ
固
有
の
〈
法
〉
を
歴
史
的
に
探
求
す
べ
く
創
始
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さ
れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
再
編
の
た
め
に
ウ
ィ
ー
ン

会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
た
一
八
一
四
年
に
、
歴
史
法
学
は
誕
生
し
た
。

創
始
者
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
グ
リ
ム
の
師
弟
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

〈
法
〉
の
歴
史
的
研
究
と
は
い
っ
て
も
、
師
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
、
中

世
の
ロ
ー
マ
法
を
対
象
と
し
て
、
近
代
ド
イ
ツ
法
学
を
確
立
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
の
に
対
し
、
弟
子
の
グ
リ
ム
は
ゲ
ル
マ
ン
法
の
探
求

か
ら
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
歴
史
や
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
言
語
そ
の
も
の

の
研
究
へ
と
向
か
っ
た
。
中
世
以
降
、
ド
イ
ツ
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国

を
名
乗
り
、
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
た
。
こ
う
し
て
、
公
的
な
ロ
ー
マ

法
と
私
的
な
ゲ
ル
マ
ン
法
と
の
二
重
の
法
状
況
が
出
現
し
た
。

　

歴
史
法
学
派
は
、
法
の
〈
歴
史
〉
に
対
す
る
関
心
は
共
有
し
な
が

ら
も
、
研
究
対
象
と
し
て
の
〈
法
〉
を
め
ぐ
っ
て
、
当
初
よ
り
ロ
ー

マ
法
派
（
ロ
マ
ニ
ス
テ
ン
）
と
ゲ
ル
マ
ン
法
派
（
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
）

と
に
分
か
れ
て
い
た
。
前
者
の
代
表
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
で
あ
り
、
後
者

は
グ
リ
ム
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
た
。
も
と
よ
り
、
民
族
主
義
的

な
国
民
運
動
を
領
導
し
た
の
は
、
グ
リ
ム
た
ち
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
で

あ
る
。

　

一
八
四
六
年
、
ゲ
ル
マ
ン
法
学
者
の
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
は
、
ゲ

ル
マ
ン
史
学
者
と
ゲ
ル
マ
ン
文
学
者
に
呼
び
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
で
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
大
会
を
主
宰
し
た

（
（4
（

。
す
で
に
グ
リ
ム
は
、

『
ド
イ
ツ
法
古
事
誌
』
の
他
に
『
ド
イ
ツ
文
法
』
や
『
ド
イ
ツ
神
話

学
』
を
公
刊
し
て
お
り
、
彼
自
身
が
〈
歴
史
〉
と
〈
法
〉
と
〈
言

語
〉
を
一
体
の
も
の
と
し
て
研
究
し
て
い
た
。
議
長
に
選
出
さ
れ
た

グ
リ
ム
は
、
史
学
と
法
学
と
文
学
の
三
つ
の
学
問
を
統
合
し
た
「
ゲ

ル
マ
ン
学
」
を
提
唱
し
た
。
も
は
や
、「
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
」
と
い

う
呼
称
も
、
歴
史
法
学
内
の
一
派
を
指
す
の
で
は
な
く
、
ゲ
ル
マ
ン

学
の
担
い
手
を
総
称
す
る
も
の
に
変
質
し
た
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
大
会
は
、
ゲ
ル
マ
ン
学
と
い
う
新
た
な
学
問
を

立
ち
上
げ
る
た
め
の
学
会
で
あ
っ
た
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
初
め
か

ら
政
治
的
集
会
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
こ
の
大
会
は
、
ド
イ
ツ
の

諸
領
邦
を
民
族
主
義
的
に
統
一
す
る
、
と
の
政
治
的
目
標
を
明
確
に

有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
八
四
六
年
の
第
一
回
大
会
、
翌
年
の
第
二
回
大
会
で
掲
げ
ら
れ

た
政
治
目
標
は
、
四
八
年
の
三
月
革
命
お
よ
び
同
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
国
民
議
会
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
大
会

で
議
長
に
選
出
さ
れ
た
グ
リ
ム
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
の

議
員
に
選
挙
さ
れ
た
際
に
は
、
議
長
席
の
真
ん
前
に
特
別
の
議
席
を

与
え
ら
れ
て
い
る
。
三
月
革
命
へ
と
い
た
る
国
民
運
動
の
象
徴
的
存

在
と
し
て
、
グ
リ
ム
が
政
治
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
た
証
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
居
宣
長
の
場
合
に
は
、
彼
の
国
学
を
政
治
と

直
結
さ
せ
る
の
は
ま
だ
早
す
ぎ
る
。
グ
リ
ム
の
ゲ
ル
マ
ン
学
が
〈
歴

史
〉
と
〈
法
〉
と
〈
言
語
〉
の
ト
リ
ア
ー
デ
と
し
て
総
括
で
き
る
よ

う
に
、
宣
長
の
国
学
に
つ
い
て
も
そ
の
内
的
構
造
を
確
か
め
る
こ
と

を
優
先
さ
せ
た
い
。
そ
れ
は
宣
長
に
と
っ
て
の
「
古
事
」
の
意
味
を
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顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
だ
。

　

宣
長
が
『
古
事
記
』
を
解
釈
す
る
姿
勢
は
、
す
で
に
引
用
し
た
よ

う
に
、「
殊
に
字
に
は
拘カ

カ

は
る
ま
じ
く
、
た
ゞ
其
意
を
得
て
、
其
事

の
さ
ま
に
随
ひ
て
、
か
な
ふ
べ
き
古
言
を
思
ひ
求
め
て
訓
べ
し
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、〈
意
〉〈
事
〉〈
言
〉
と
い
う
三
つ

の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

以
下
に
宣
長
の
註
釈
を
引
用
す
る
。
お
そ
ら
く
は
、『
古
事
記
伝
』

の
中
で
最
も
重
要
な
一
節
で
あ
る
。

抑
意コ

コ
ロと

事コ
ト

と
言コ

ト
バと

は
、
み
な
相ア

ヒ
カ
ナ称

へ
る
物
に
し
て
、
上
ツ
代
は
、

意
も
事
も
言
も
上
ツ
代
、
後
ノ
代
は
、
意
も
事
も
言
も
後
ノ
代
、

漢カ
ラ
ク
ニ国

は
、
意
も
事
も
言
も
漢
国
な
る
を
、
書
紀
は
、
後
ノ
代
の

意
を
も
て
、
上
ツ
代
の
事
を
記
し
、
漢
国
の
言
を
以
テ
、
皇ミ

国ク
ニ

の
意
を
記
さ
れ
た
る
故
に
、
あ
ひ
か
な
は
ざ
る
こ
と
多
か
る
を
、

此
記
は
、
い
さ
ゝ
か
も
さ
か
し
ら
を
加ク

ハ

へ
ず
て
、
古
ヘ
よ
り
云

ヒ
伝
へ
た
る
ま
ゝ
に
記
さ
れ
た
れ
ば
、
そ
の
意
も
事
も
言
も

相ア
ヒ
カ
ナ
ヒ

称
て
皆
上
ツ
代
の
実マ

コ
トな

り
（
（（
（

。

　

小
林
秀
雄
は
、
右
の
引
用
文
の
す
ぐ
あ
と
に
続
く
「
す
べ
て
意
も

事
も
、
言
を
以
て
伝
フ
る
も
の
な
れ
ば
」
を
引
用
し
て
、〈
言
〉
へ

の
還
元
を
示
し
た
う
え
で
、〈
意
〉
は
「
心
ば
え
」、〈
事
〉
は
「
し

わ
ざ
」
と
解
し
て
い
る

（
（（
（

。
だ
が
「
意
」
と
は
、
単
な
る
意
味
と
い
う

よ
り
も
精
神
、「
事
」
と
は
事
実
と
い
う
よ
り
も
事
柄
、「
言
」
と
は

文
字
と
し
て
の
言
語
と
い
う
よ
り
も
語
り
と
し
て
の
言
語
と
し
た
ほ

う
が
、
相
互
の
関
係
が
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
や
や
緩
く
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
意
は
事
と
し
て

現
象
し
、
意
も
事
も
言
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
、
と
い
う
相
関
関
係

が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

　

こ
こ
に
み
ら
れ
る
〈
意
〉
と
〈
事
〉
と
〈
言
〉
の
「
相
称
」
を
、

神
野
志
隆
光
は
、
相
ま
っ
て
一
体
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
三
位
一

体
」
と
説
明
し
て
い
る

（
（（
（

。
蛇
足
な
が
ら
、
宣
長
に
と
っ
て
「
古
事
」

と
は
端
的
に
古
き
〈
事
〉
で
あ
っ
た
よ
う
に
、〈
意
〉
と
は
古
き
意
、

〈
言
〉
と
は
古
き
言
に
ほ
か
な
ら
な
い
。〈
意
〉
と
〈
事
〉
と
〈
言
〉

の
三
位
一
体
と
は
、
宣
長
に
よ
る
「
古
学
」
と
し
て
の
国
学
の
基
本

的
骨
格
を
構
成
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
文
中
の
「
書
紀
」
は
『
日

本
書
紀
』、「
此
記
」
は
『
古
事
記
』
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

前
者
は
漢
国
の
言
葉
で
も
っ
て
大
和
心
を
表
そ
う
と
し
た
が
、
後
者

は
大
和
言
葉
で
も
っ
て
大
和
心
を
表
そ
う
と
し
た
。
宣
長
が
『
日
本

書
紀
』
で
は
な
く
『
古
事
記
』
の
註
釈
に
挑
ん
だ
理
由
も
、
お
の
ず

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
引
用
文
に
は
、
宣
長
が
註
釈
の
対
象
に
『
日

本
書
紀
』
で
は
な
く
『
古
事
記
』
を
選
ん
だ
理
由
や
、「
漢

カ
ラ
ブ
ミ
マ
ナ
ビ

学
」
を

排
し
て
「
古

フ
ル
コ
ト
マ
ナ
ビ

学
」
を
選
ぶ
理
由
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
も
は
や
詳
論
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
宣
長
は
、
す
で

に
漢
文
的
表
記
に
ま
み
れ
た
『
日
本
書
紀
』
よ
り
も
、
な
お
も
古
言

の
薫
り
を
残
し
た
『
古
事
記
』
の
ほ
う
に
、
国
学
の
可
能
性
を
認
め
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た
た
め
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
引
用
箇
所
で
気
に
な
る
の
は
「
さ
か
し
ら
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
賢
そ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
に
対
す
る

嫌
悪
感
が
含
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
、『
古
事
記
伝
』
の
全
体
と
し

て
冷
静
な
口
調
の
中
で
、
そ
こ
だ
け
宣
長
の
感
情
が
突
出
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
外
国
（
漢
国
＝
中
国
）
の
言
葉

で
日
本
（
皇
国
）
の
精
神
（
意
）
を
表
記
で
き
る
と
す
る
態
度
を
、
宣

長
は
さ
か
し
ら
な
「
漢カ

ラ
ゴ
コ
ロ意

」
と
し
て
強
く
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
長
谷
川
三
千
子
は
、「
日
本
人
で
あ
る
こ
と
」
を
発

見
し
て
し
ま
っ
た
宣
長
に
と
っ
て
、「
漢
意
」
こ
そ
出
発
点
で
あ
っ

た
と
逆
説
的
に
論
じ
て
い
る
。「
漢
意
」
は
「
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
」
の

単
純
な
対
概
念
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
卓

見
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い

（
（（
（

。

　

学
知
の
あ
り
方
と
い
う
意
味
で
、
本
居
宣
長
の
「
さ
か
し
ら
」
か

ら
連
想
す
る
の
は
、
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
「
厳
密
性
」
で
あ
る
。

『
古
事
記
伝
』
の
完
成
か
ら
約
五
十
年
後
、
一
八
四
六
年
の
ゲ
ル
マ

ニ
ス
テ
ン
大
会
で
、
議
長
グ
リ
ム
は
「
厳
密
で
な
い
学
問
の
価
値
に

つ
い
て
」
と
題
す
る
基
調
講
演
を
お
こ
な
っ
て
い
る

（
（（
（

。
グ
リ
ム
に
よ

れ
ば
、
物
理
学
や
数
学
や
化
学
は
厳
密
な
学
問
と
い
え
る
が
、
ゲ
ル

マ
ン
学
を
構
成
す
る
歴
史
学
や
法
学
や
言
語
学
は
、
い
ず
れ
も
厳
密

性
と
は
馴
染
ま
な
い
学
問
で
あ
り
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
こ
そ
価
値
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
反
語
的
な
物
言
い
は
、
直
接
に
は
、

同
時
期
に
厳
密
な
法
学
を
完
成
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
師
の
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
ロ
ー
マ
法
を
基
礎
に

ド
イ
ツ
法
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
う
し
た
方
針
は
、
ゲ
ル

マ
ン
法
に
立
ち
返
っ
て
民
族
性
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
グ
リ
ム
か
ら

す
れ
ば
、
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

グ
リ
ム
の
い
う
厳
密
性
と
は
、
実
証
性
や
論
理
性
や
普
遍
性
の
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
外
国
か
ら
の
借
り
物
で
あ
っ
て
、

ゲ
ル
マ
ン
民
族
本
来
の
も
の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
法
学
や
歴

史
学
や
言
語
学
の
よ
う
な
厳
密
性
を
標
榜
す
る
学
問
が
、
本
当
に
人

間
的
学
知
に
相
応
し
い
か
否
か
は
、
立
ち
止
ま
っ
て
検
討
し
て
み
る

価
値
が
あ
る
。
グ
リ
ム
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
す
れ
ば
、
い
う
と

こ
ろ
の
「
厳
密
性
」
と
宣
長
の
い
う
「
さ
か
し
ら
」
と
の
間
に
、
そ

れ
ほ
ど
大
き
な
距
離
は
な
い
。

　

と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
の
グ
リ
ム
が
敵
対
し
た
の
は
、
狭
く
は
ロ
ー

マ
法
的
法
学
、
広
く
は
フ
ラ
ン
ス
由
来
の
啓
蒙
主
義
的
合
理
性
で

あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
歴
史
的
背
景
の
異
な
る
日
本
の
宣
長
に
た

だ
ち
に
関
連
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
学
問

に
お
け
る
他
国
か
ら
の
借
り
物
に
対
す
る
批
判
的
な
視
点
は
こ
の
二

人
に
共
通
し
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
学
知
の
基
本
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
居
宣
長
に
お
け
る
〈
意
〉
と
〈
事
〉
と
〈
言
〉
の
三
位
一
体
と
、

ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
に
お
け
る
〈
歴
史
〉
と
〈
法
〉
と
〈
言
語
〉
の
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ト
リ
ア
ー
デ
を
、
安
易
に
重
ね
合
わ
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
少
な
く
と
も
、「
古
事
」
へ
の
遡
行
、
言
語
へ
の
還
元
、
そ

し
て
「
民
族
」
の
発
見
、
と
い
っ
た
三
点
に
わ
た
っ
て
彼
ら
二
人
に

共
通
す
る
方
法
論
を
認
め
る
こ
と
に
は
異
論
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
う

ち
、「
古
事
」
へ
の
遡
行
に
つ
い
て
は
本
節
で
、
言
語
へ
の
還
元
に

つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
て
き
た
。
残
る
の
は
、
宣
長
と
グ
リ
ム
に
お

け
る
「
民
族
」
論
も
し
く
は
「
国
民
」
論
で
あ
る
。
節
を
あ
ら
た
め

て
論
じ
て
み
た
い
。

四　
「
国
民
」
の
創
出

　

一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
を
受
け
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
ド
イ

ツ
統
一
の
た
め
の
国
民
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国

民
議
会
が
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
大
会
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
、
選
出
さ
れ
た
議
員
た
ち
の
中
で
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
が
格
別

の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
三
月
前
期
の
自
由
主
義
的
な
国
民
運
動
に
お
い
て
、

グ
リ
ム
は
ま
こ
と
に
象
徴
的
な
英
雄
で
あ
っ
た
。

　

あ
ら
た
め
て
振
り
返
る
な
ら
ば
、
一
八
一
二
年
に
グ
リ
ム
兄
弟
に

よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
『
子
供
と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
』
は
、
童
話
や

民
話
を
発
掘
す
る
こ
と
で
民
族
の
歴
史
（
＝
物
語
）
へ
の
関
心
を
広

く
喚
起
し
た
。
一
八
一
四
年
の
法
典
論
争
の
主
役
は
師
の
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
で
あ
っ
た
が
、
歴
史
法
学
の
立
ち
上
げ
は
ロ
マ
ニ
ス
ト
の
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
の
み
な
ら
ず
、
弟
子
で
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
グ
リ
ム
の
協
力

に
よ
っ
て
実
現
し
え
た
。

　

一
八
三
七
年
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
七
教
授
事
件
は
、
ハ
ノ
ー

フ
ァ
ー
王
国
に
お
け
る
憲
法
擁
護
運
動
で
あ
っ
た
が
、
罷
免
さ
れ
た

七
教
授
に
グ
リ
ム
兄
弟
が
含
ま
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
と
く
に
兄

の
ヤ
ー
コ
プ
が
首
謀
者
と
し
て
国
外
追
放
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
事
件
は
、
ウ
ィ
ー
ン
体
制
下
の
復
古
的
風
潮
に
抗
す
る
全
ド
イ

ツ
的
な
国
民
運
動
の
契
機
に
な
っ
た

（
（（
（

。
そ
し
て
一
八
四
六
年
と
四
七

年
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
大
会
は
、
そ
の
議
題
に
お
い
て
も
参
加
し
た

大
学
教
授
た
ち
の
顔
ぶ
れ
か
ら
し
て
も
、
四
八
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
国
民
議
会
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
に
、
ヤ
ー
コ

プ
・
グ
リ
ム
が
い
た
の
で
あ
る
。

　

国
民
議
会
の
最
大
の
目
的
は
、
政
治
的
に
は
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
の

統
一
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
法
的
に
は
憲
法
の
制
定
と
し
て
表
現
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
の
、
厳
密
に
い

え
ば
い
わ
ゆ
る
人
権
宣
言
の
第
一
条
に
、
グ
リ
ム
が
次
の
よ
う
な
文

言
を
提
案
し
て
い
た
こ
と
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

い
。

す
べ
て
の
ド
イ
ツ
国
民
は
自
由
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
国
土
は
い

か
な
る
奴
隷
状
態
も
容
認
し
な
い
。
こ
こ
に
留
ま
る
外
国
の
非

自
由
民
を
ド
イ
ツ
の
国
土
は
自
由
に
す
る

（
（（
（

。

　

い
う
ま
で
も
な
く
憲
法
は
一
国
の
最
高
法
規
で
あ
り
、
全
体
と
し
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て
そ
の
国
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
国
体
を
対
内
的
お
よ
び
対
外
的
に
宣

言
す
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
第
一
条
は
、

と
り
わ
け
国
体
の
根
本
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
と
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
第
一
条
は
「
大
日
本
帝
国
ハ
万

世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
」
と
あ
っ
て
、
君
主
国
と
し
て
の
国
体

を
明
示
し
て
い
る
。
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
第

一
条
は
「
天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴

で
あ
つ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基

く
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
天
皇
条
項
を
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

旧
憲
法
と
の
連
続
性
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
現
行
の
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
基
本
法
の
第
一
条
第
一
項
は
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵

で
あ
る
。
こ
れ
を
尊
重
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
す

べ
て
の
国
家
権
力
の
義
務
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、

君
主
の
地
位
や
国
家
の
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
憲
法
の
基

本
的
性
質
を
表
示
す
る
の
が
第
一
条
の
役
割
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
法
的
か
つ
政
治
的
な
文
言
と
比
べ
る
と
、
グ
リ
ム
の
提

案
は
、
直
接
に
は
統
治
機
構
で
は
な
く
人
権
宣
言
に
関
わ
る
と
は
い

え
、
い
か
に
も
文
学
的
に
み
え
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
、
ド
イ
ツ
特
有

の
時
代
状
況
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
近
代
化
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
後
の

ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
下
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
、
ザ
ク
セ
ン
王
国
、
ハ

ノ
ー
フ
ァ
ー
王
国
と
い
っ
た
領
邦
国
家
に
お
け
る
憲
法
制
定
と
し
て

始
ま
っ
た
。
憲
法
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
政
治
体
が
独
立

国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
領
邦
国
家
群
を
踏
ま

え
て
な
お
国
家
統
一
を
図
る
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
を
連
邦
国
家

（Bundesstaat

）
も
し
く
は
国
家
連
合
（Staatenbund

）
と
し
て
構
想

す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
国
家
形

態
の
枠
組
み
と
し
て
、
グ
リ
ム
は
言
語
の
共
有
を
想
定
し
た
。

　

そ
も
そ
も
「
国
民
」（V

olk

）
は
国
家
の
存
在
を
前
提
に
す
る
が
、

国
家
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
民
族
」（V

olk

）
な
る
枠
組
み
が
有

効
だ
、
と
い
う
厄
介
な
関
係
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
近
代
の
「
民
族

≒

国
民
」
国
家
は
、
そ
う
し
た
危
う
い
理
念
を
も
っ
て
い
た
。
国
家

は
も
は
や
国
王
の
所
有
物
で
は
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
国
民
に
実
体

が
な
い
時
代
の
、
過
渡
的
な
国
家
形
態
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
民

族
」
と
「
国
民
」
と
は
重
な
り
な
が
ら
も
微
妙
に
ず
れ
る
。

　

ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
グ
リ
ム
は
、「
民
族
」
の
側
か
ら
「
国
民
」
の

線
引
き
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
。「
民
族
」
は
文
化
的
概
念
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
〈
言
語
〉
の
同
一
性
に
還
元
さ
れ
る
。

た
し
か
に
、
そ
れ
が
「
国
民
」
創
出
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
以
上
は
、

包
摂
性
と
と
も
に
排
他
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
言
語
に

よ
る
排
他
性
は
、
人
種
に
よ
る
排
他
性
に
比
べ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
境

界
が
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
グ
リ
ム
の
第
一
条
提
案
は
国
民
議
会
の
多
数
の

支
持
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
グ
リ
ム
は
政
治
的

な
人
間
で
は
な
か
っ
た
し
、
議
会
で
は
観
念
的
な
政
治
ば
か
り
が
横
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行
し
て
い
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲

法
の
第
一
条
は
、「
ド
イ
ツ
帝ラ

イ
ヒ国

は
、
従
来
の
ド
イ
ツ
同
盟
の
領
域

か
ら
成
る
」（D

as･deutsche･Reich･besteht･aus･dem
･Gebiete･des･

bisherigen･deutschen･Bundes.

）
と
い
う
、
き
わ
め
て
現
状
追
認
的

な
も
の
に
な
っ
た

（
（3
（

。
要
す
る
に
、
ド
イ
ツ
の
統
一
は
領
邦
国
家
の
単

な
る
連
合
体
に
変
質
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
皇
帝
と
し
て
プ
ロ

イ
セ
ン
国
王
を
推
挙
し
た
も
の
の
、
肝
心
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
四
世
に
こ
れ
を
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
三
月
革
命
も

国
家
統
一
も
瓦
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
領
邦
段
階
の
「
国
民
」
は
存

在
し
て
も
、
い
ま
だ
統
一
ド
イ
ツ
段
階
の
「
国
民
」
は
誕
生
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
（4
（

。
グ
リ
ム
の
理
想
は
、
儚
く
も
潰
え
た
。

　

ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
は
「
国
民
」
を
言
語
的
共
同
体
と
し
て
発
見

し
た
の
だ
が
、
本
居
宣
長
の
場
合
に
は
「
国
民
」
は
苦
労
し
て
発
見

す
る
ま
で
も
な
く
、
自
明
な
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
は
島
国
で
あ
っ

て
、
国
土
の
境
界
は
自
然
の
海
岸
線
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
範
囲
内
に
居
住
す
る
人
々
を
日
本
国
民
と
す
る
こ
と
が
容
易
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
晩
年
の
宣
長
は
、

自
身
の
肖
像
画
に
付
し
た
文
字
ど
お
り
の
自
画
自
賛
に
、
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

し
き
嶋
の　

や
ま
と
ご
ゝ
ろ
を　

人
と
は
　ゞ

朝
日
に
ゝ
ほ
ふ

　

山
ざ
く
ら
花

　

宣
長
に
と
っ
て
「
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
」
と
は
、
こ
と
さ
ら
に
問
う
べ

き
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
問
お
う
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
が
例
の

「
漢か

ら

意ご
こ
ろ」

か
ら
の
逆
照
射
以
上
の
答
え
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。「
漢
意
」
と
は
、
単
な
る
外
国
か
ぶ
れ
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ

も
そ
も
「
万
の
事
の
善ヨ

サ
ア
シ
サ

悪
是
非
を
論
ひ
、
物
の
理
リ
を
さ
だ
め
い
ふ

た
ぐ
ひ
」
で
あ
り
、「
当

シ
カ
ア
ル
ベ
キ
コ
ト
ワ
リ

然
理
」
の
こ
と
で
あ
る

（
（（
（

。
と
こ
ろ
が
、

「
漢
意
」
に
つ
い
て
は
辛
う
じ
て
説
明
し
う
る
と
し
て
も
、「
や
ま
と

ご
ゝ
ろ
」
と
な
る
と
、
是
非
善
悪
も
当
然
理
も
越
え
て
、
問
う
も
愚

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
「
漢
意
」
に
つ
き
、
小
林
秀
雄
は
該
当
箇
所
を
全
文
引
用
し

な
が
ら
も
「
論
を
急
ぐ
ま
い
」
と
し
て
、
事
実
上
解
説
を
断
念
し
て

い
る
が

（
（（
（

、
長
谷
川
三
千
子
は
「
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
」
の
対
概
念
で
は
な

い
と
し
つ
つ
も
、
逆
説
的
に
「
日
本
人
で
あ
る
こ
と
」
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
い
る

（
（（
（

。
言
葉
に
は
出
来
ず
と
も
、
日
本
人
な
ら
「
や
ま
と

ご
ゝ
ろ
」
が
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
、「
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
」
を
備
え

て
い
る
者
こ
そ
日
本
人
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
長
谷
川

は
、
直
接
に
は
「
漢
意
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
文
化
」
の
問
題
で

あ
る
が
、
ど
の
民
族
に
も
「
自
然
な
心
の
は
た
ら
か
せ
方
」
が
あ
る

と
し
て
、
自
然
と
文
化
を
混
ぜ
合
わ
せ
つ
つ
、「
こ
こ
ろ
」
の
問
題

を
文
化
相
対
論
へ
と
転
じ
て
し
ま
う

（
（（
（

。

　

小
林
に
し
て
も
長
谷
川
に
し
て
も
、
宣
長
を
単
純
な
国
粋
主
義
か

ら
救
お
う
と
す
る
あ
ま
り
か
、
問
題
が
循
環
す
る
ば
か
り
で
一
向
に

言
語
化
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
責
任
は
、
も
っ
ぱ
ら
宣
長
の
側
に
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あ
る

（
（（
（

。「
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
」
と
は
何
ぞ
や
と
の
問
い
に
「
山
ざ
く
ら
」

と
し
か
答
え
な
い
の
で
は
、
そ
れ
は
問
答
無
用
と
い
う
こ
と
と
同
様

で
、
ま
と
も
な
議
論
に
は
な
り
え
な
い
。

　

本
居
宣
長
の
国
学
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
平
田
篤
胤
の

国
学
と
の
間
に
一
線
を
引
く
た
め
か
、
宣
長
は
狂
信
的
な
国
粋
主
義

と
は
無
縁
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、

子
安
宣
邦
は
あ
え
て
宣
長
の
国
粋
主
義
に
注
目
し
て
い
る
。
要
約
し

て
紹
介
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
同
時
代
の
藤
（
藤
原
）
貞
幹
に
よ
る

日
本
語
の
朝
鮮
半
島
渡
来
説
に
対
し
て
、
宣
長
が
猛
烈
に
反
発
し
て

「
狂
人
の
言
」
と
罵
倒
し
た
と
い
う
逸
事
に
関
わ
る

（
3（
（

。

　

そ
も
そ
も
宣
長
の
『
古
事
記
』
註
釈
は
、
漢
語
を
排
し
て
固
有
言

語
の
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
を
発
掘
す
る
試
み
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、

宣
長
か
ら
す
れ
ば
自
身
の
研
究
を
全
否
定
さ
れ
た
思
い
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
一
定
の
歴
史
的
時
点
で
の
他
国
か
ら
の

文
化
的
影
響
さ
え
認
め
よ
う
と
し
な
い
態
度
は
、
議
論
以
前
の
感
情

の
表
出
で
し
か
な
い
。

　

と
も
に
「
初
め
に
言
葉
あ
り
き
」
を
出
発
点
に
し
な
が
ら
、「
国

民
」
の
範
囲
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
本
居
宣
長
と
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム

の
思
想
は
大
き
く
異
な
る
。
宣
長
に
と
っ
て
「
や
ま
と
」
と
は
自
明

の
地
理
的
境
域
で
あ
っ
て
、
古
来
そ
こ
に
居
住
し
て
き
た
人
々
の
末

裔
が
「
国
民
」
で
あ
っ
た
が
、
グ
リ
ム
に
と
っ
て
は
、「
国
民
」
の

範
囲
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
民
族
と
い
う
文
化
的
な
境
界
を
あ
ら

た
め
て
設
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

言
語
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
宣
長
に
と
っ
て
の
「
や
ま
と
こ
と

ば
」
は
、
漢
字
を
篩
い
落
と
し
さ
え
す
れ
ば
必
ず
や
残
る
、
純
粋
な

固
有
日
本
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
疑
う
べ
く
も
な
い
一
国
的
な
存
在

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
し
も
外
国
か
ら
の
渡
来
物
で
あ
る
と
の
説

に
は
、「
狂
人
の
言
」
と
し
て
感
情
的
に
非
難
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
固
有
言
語
の
実
在
は
と
も
か
く
、
す
で
に
は
る
か

な
昔
か
ら
漢
字
仮
名
混
じ
り
文
が
日
本
語
の
標
準
的
な
表
記
法
に

な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
宣
長
の
努
力
は
本
質
的
に
達
成
不
可
能
で

あ
る
し
、
実
益
に
も
乏
し
い
。

　

だ
が
グ
リ
ム
に
と
っ
て
の
ゲ
ル
マ
ン
語
と
は
、
現
に
民
衆
の
あ
い

だ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
学
術
用
語
と

し
て
影
響
力
を
残
し
て
い
る
ラ
テ
ン
語
と
比
べ
て
も
日
常
的
な
言
葉

で
あ
る
。
し
か
も
、
ゲ
ル
マ
ン
＝
ド
イ
ツ
語
は
、
他
の
イ
ン
ド
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
諸
言
語
に
連
続
的
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
、
彼
自
身
の
比
較
言
語
研
究
の
成
果
と
し
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。

け
っ
し
て
一
国
的
に
孤
立
し
た
言
語
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
ド
イ
ツ

語
を
話
す
人
々
の
地
域
的
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
ド

イ
ツ
の
「
国
民
」
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
現
実
政
治
か
ら
は
、
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

す
で
に
領
邦
国
家
の
存
続
を
前
提
に
し
て
ド
イ
ツ
同
盟
が
成
立
し
て

お
り
、
グ
リ
ム
の
標
榜
す
る
「
国
民
」
は
、
領
邦
国
家
の
各
国
民
を
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超
え
た
統
一
ド
イ
ツ
の
「
国
民
」
に
ま
で
は
成
熟
し
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

本
居
宣
長
の
国
学
は
、
国
民
の
創
出
に
は
早
す
ぎ
た
。
学
問
と
し

て
の
国
学
が
国
民
を
創
出
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
平
田
篤
胤
の

よ
う
な
政
治
に
直
結
し
た
国
学
の
登
場
が
待
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

他
方
で
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
ゲ
ル
マ
ン
学
は
、
国
民
の
創
出
の
た

め
に
は
遅
す
ぎ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
は
伝
統
的
に
領
邦
国

家
の
独
立
性
が
強
く
、
そ
れ
ら
を
統
轄
す
る
強
大
な
中
央
集
権
国
家

の
登
場
を
妨
げ
た
。
国
民
国
家
と
し
て
の
統
一
が
眼
前
の
課
題
に

な
っ
た
と
き
で
さ
え
、
ド
イ
ツ
の
諸
国
民
は
緩
や
か
な
国
家
連
合
を

選
択
し
た
の
で
あ
る
。

　

に
も
拘
わ
ら
ず
、
宣
長
と
グ
リ
ム
の
《
国
学
》
は
、「
国
民
」
の

創
出
の
た
め
に
は
不
可
欠
の
学
問
で
あ
っ
て
、
一
八
四
八
年
の
ド
イ

ツ
三
月
革
命
と
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、《
国
学
》
が
必
要
と
さ
れ
る
の

は
、
そ
の
国
に
と
っ
て
不
幸
な
時
代
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

　

近
代
国
学
の
折
口
信
夫
は
、
国
学
院
大
学
の
新
入
生
を
前
に
し
た

講
演
で
、「
国
学
が
認
め
ら
れ
る
時
に
は
世
の
中
の
不
幸
の
時
が
多

い
」
と
語
っ
た
と
い
う

（
3（
（

。
こ
の
講
演
は
大
戦
中
の
昭
和
十
八
年
に
お

こ
な
わ
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
折
口
の
認
識
は
、
た
ま
た
ま
「
只
今

は
」、
国
学
に
と
っ
て
幸
福
な
時
代
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
折
口
の
講
演
は
、
国
学
に
よ
り
戦
意
高
揚
を
図
る
と

い
っ
た
趣
旨
で
は
な
く
、
む
し
ろ
敗
戦
と
い
う
来
た
る
べ
き
国
難
を

予
感
し
つ
つ
、
そ
の
不
幸
な
時
代
と
国
学
の
出
番
と
に
備
え
て
、

「
只
今
は
」
国
学
に
励
め
、
と
の
趣
旨
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

ま
た
、
折
口
に
と
っ
て
の
国
学
の
方
法
論
は
、「
国
史
・
国
文
学
・

道
義
」
を
別
々
に
追
究
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
相
互
の
連
関
を
保

ち
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
折
口
は
宣
長
を
引
き
合
い

に
出
し
て
、「
本
居
宣
長
は
或
点
か
ら
言
ふ
と
国
語
学
者
で
も
あ
る

し
、
或
点
は
国
史
学
者
・
倫
理
学
者
で
あ
る
し
、
見
方
に
よ
つ
て
は

歴
史
家
の
様
で
も
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る

（
3（
（

。
な
ぜ
な
ら
、
国
学

と
は
す
ぐ
れ
て
総
合
的
な
学
問
で
あ
る
か
ら
だ
。
宣
長
か
ら
折
口
に

い
た
る
ま
で
、
国
学
の
存
在
意
義
は
、
国
学
が
そ
も
そ
も
総
合
的
な

学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
な
ん
の
た
め
の
「
総
合
」
か

を
問
う
の
は
野
暮
だ
が
、
あ
え
て
答
え
る
な
ら
ば
、
民
族
性
を
同
定

す
る
た
め
の
総
合
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
揺
ら
ぐ
不
幸

な
時
代
に
、
国
学
は
繰
り
返
し
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
山
田
顕
義
に
よ
る
国
学
院
の
設
立
趣
意
書
（
明

治
二
十
三
年
七
月
）
に
は
、「
玆
ニ
国
学
院
ヲ
設
立
シ
テ
専
国
史
・
国

文
・
国
法
ヲ
攻
究
シ
」
と
あ
る
。
折
口
の
「
国
史
・
国
文
学
・
道

義
」
よ
り
は
山
田
の
「
国
史
・
国
文
・
国
法
」
な
る
表
現
の
ほ
う
が
、

グ
リ
ム
に
よ
る
「
歴
史
と
法
と
言
語
の
ト
リ
ア
ー
デ
」
と
し
て
の
総

合
的
な
方
法
論
に
引
き
寄
せ
て
説
明
す
る
に
は
便
宜
か
も
し
れ
な
い
。



144明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 49 号〕平成 24 年 11 月

ち
な
み
に
、
山
田
顕
義
は
ド
イ
ツ
派
の
法
制
官
僚
で
あ
っ
て
、
日
本

法
律
学
校
（
日
本
大
学
）
と
国
学
院
（
国
学
院
大
学
）
の
創
立
に
関

わ
っ
た

（
33
（

。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
総
合
的
学
問
と
し
て
の
国
学
は
、

や
は
り
総
合
的
な
学
問
と
し
て
の
ゲ
ル
マ
ン
学
に
通
じ
る
。
と
は
い

え
、
折
口
の
い
う
「
道
義
」
の
実
態
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
は
難
し

い
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
登
場
す
る
個
人
主
義

的
な
道
徳
で
は
な
く
、
日
本
固
有
の
共
同
体
的
な
道
義
と
解
す
る
べ

き
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
同
様
の
発
想
は
、
グ
リ

ム
は
も
と
よ
り
、
同
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
著
『
法
の
哲
学
』
を
、
普
遍
的
な
自
然
法
と
個
人
的

な
市
民
道
徳
を
経
て
、
民
族
共
同
体
の
「
人
倫
」
へ
と
至
る
歴
史

的
・
論
理
的
過
程
と
し
て
構
想
し
た
。
自
然
法
も
道
徳
も
人
倫
も
広

義
の
「
法
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
抽
象
的
な
「
法
」
が
具
体
的
な

「
法
律
」
に
な
る
た
め
に
は
、
民
族
的
「
国
家
」
の
確
立
を
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る

（
34
（

。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
グ
リ
ム
も
、

フ
ラ
ン
ス
の
占
領
と
ウ
ィ
ー
ン
体
制
と
い
う
不
幸
な
時
代
に
、
そ
れ

ぞ
れ
法
哲
学
と
ゲ
ル
マ
ン
学
を
提
唱
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

以
上
、
宣
長
の
国
学
と
グ
リ
ム
の
ゲ
ル
マ
ン
学
を
、
そ
の
共
通
性

に
着
目
し
て
《
国
学
》
と
呼
ん
で
き
た
が
、
道
義
や
法
の
問
題
に
立

ち
入
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
も
、
も
う
一
つ
の
《
国
学
》
で

あ
っ
た
こ
と
に
思
い
当
た
る
。
本
論
稿
で
こ
の
こ
と
を
主
題
的
に
扱

う
余
裕
は
な
い
が
、
一
つ
だ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
彼
の
『
法
の
哲
学
』
の
序
文
に
み
ら
れ
る
、「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

の
梟
は
黄
昏
時
に
飛
び
立
つ
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直

接
に
は
哲
学
の
役
割
を
述
べ
た
言
葉
な
の
だ
が
、
国
学
は
不
幸
な
時

代
の
学
問
だ
と
す
る
折
口
の
言
葉
に
も
重
な
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
敗
戦
な
ら
ぬ
未
曾
有
の
震
災
に
遭
遇
し
た
黄
昏
時

の
今
日
の
日
本
に
こ
そ
、《
国
学
》
の
何
度
目
か
の
出
番
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

注（
1
）　･

堅
田
『
法
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詩
学

―
グ
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ム
の
世
界

―
』
新
曜
社
、
一
九
八

五
年
。

（
2
）　･

谷
省
吾
『
ド
イ
ツ
の
国
学

―
グ
リ
ム
兄
弟
の
学
問

―
』
皇
学

館
大
学
出
版
部
、
一
九
八
四
年
、
五
六
頁
。

（
（
）　･

こ
の
講
演
は
、
一
九
八
二
年
一
月
二
十
二
日
に
、
皇
学
館
大
学
神

道
研
究
所
の
講
演
会
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
谷
、
前
掲
書
、
表

紙
裏
参
照
。

（
4
）　･

村
岡
典
嗣
「
国
学
の
学
的
性
格
」、
同
『
新
編　

日
本
思
想
史
研

究

―
村
岡
典
嗣
論
文
選

―
』
前
田
勉
編
、
東
洋
文
庫
、
二
〇

〇
四
年
、
七
四
頁
。

（
（
）　･

同
、
七
五
頁
参
照
。

（
（
）　･

堅
田
『
歴
史
法
学
研
究

―
歴
史
と
法
と
言
語
の
ト
リ
ア
ー
デ

―
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
、
に
お
い
て
、
法
思
想
史
的

観
点
か
ら
概
要
を
示
し
た
。

（
（
）　･D

eutsches･W
örterbuch･von･Jacob･und･W

ilhelm
･Grim

m
,･
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Leipzig,･1（（4-.
（
（
）　･
聖
書
の
引
用
に
際
し
て
は
、
フ
ェ
デ
リ
コ
・
バ
ル
バ
ロ
訳
、
講
談

社
、
一
九
八
〇
年
、
の
現
代
語
訳
を
用
い
た
。

（
9
）　･『
古
事
記
』
倉
野
憲
司
校
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
年
、
二
一

四
頁
、
一
八
頁
参
照
。
本
居
宣
長
撰
『
古
事
記
伝
』（
一
）、
倉
野

校
訂
、
岩
波
文
庫
、
一
九
四
〇
年
、
一
六
七
頁
。

（
10
）　･『
古
事
記
伝
』（
一
）、
一
六
七
頁
、
一
七
二
頁
。

（
11
）　･「
其
ノ
文モ

ジ字
を
用
ひ
、
そ
の
漢フ

ミ籍
の
詞コ

ト
バ

を
借カ

リ

て
、
此コ

コ間
の
事
を
も

書カ
キ
シ
ル記

す
」。『
古
事
記
伝
』（
一
）、
四
三
頁
。
神
野
志
隆
光
『
本
居

宣
長
「
古
事
記
伝
」
を
読
む
』
Ⅰ
、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇

一
〇
年
、
二
〇
七
頁
以
下
参
照
。

（
12
）　･『
古
事
記
伝
』（
一
）、
七
〇
頁
。
神
野
志
、
前
掲
書
、
二
一
四
頁

参
照
。

（
1（
）　･

西
郷
信
綱
は
、「
神
話
の
《
克
服
》
と
《
復
活
》」
に
関
し
て
、
抽

象
的
合
理
主
義
と
非
合
理
主
義
の
「
意
地
悪
い
循
環
」
を
指
摘
し

て
い
る
。
西
郷
『
古
事
記
の
世
界
』
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
、

一
〇
頁
参
照
。

（
14
）　･

堅
田
「
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
『
ド
イ
ツ
法
古
事
誌
』」、
同

『
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
と
そ
の
時
代

―
「
三
月
前
期
」
の
法
思

想

―
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
五
頁
以
下
。

（
1（
）　･『
古
事
記
伝
』（
一
）、
二
六
頁
。

（
1（
）　･

小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
下
、
新
潮
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
六
一

頁
。

（
1（
）　･

神
野
志
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
頁
。

（
1（
）　･

長
谷
川
三
千
子
『
か
ら
ご
こ
ろ

―
日
本
精
神
の
逆
説

―
』
中

公
叢
書
、
一
九
八
六
年
。
一
三
頁
以
下
、
と
く
に
二
一
頁
参
照
。

「
お
し
な
べ
て
世
の
人
の
心
の
地
、
み
な
か
ら
意
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、

そ
れ
を
は
な
れ
て
、
さ
と
る
こ
と
の
、
い
と
か
た
き
ぞ
か
し
」（
本

居
宣
長
『
玉
勝
間
』
上
、
村
岡
典
嗣
校
訂
、
岩
波
文
庫
、
一
九
三

四
年
、
三
四
頁
）。

（
19
）　･Jacob･Grim

m
,･Ü

ber･den･W
erth･der･ungenauen･W

issen-
schaften,･in:･ders.,･K

leinere･Schriften,･Bd.（,･N
achdruck,･

H
ildesheim

,･19（（,･S.（（（.

（
20
）　･

堅
田
「
グ
リ
ム
兄
弟
と
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
七
教
授
事
件
」、
同

『
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
と
そ
の
時
代
』
二
二
九
頁
以
下
。

（
21
）　･

堅
田
「
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
」、

同
『
法
の
こ
と
ば
／
詩
の
こ
と
ば

―
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
思

想
史

―
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
一
八
頁
以
下
。

vgl.,･Grim
m
,･Ü

ber･Grundrechte,･in:･K
leinere･Schriften,･

Bd.（,･N
achdruck,･19（（,･S.4（9.

（
22
）　･

高
田
敏
・
初
宿
正
則
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
』
第
六
版
、
信
山
社
、

二
〇
一
〇
年
、
二
一
三
頁
。『
新
版　

世
界
憲
法
集
』
第
二
版
、

高
橋
和
之
編
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
九
頁
参
照
。

（
2（
）　･『
ド
イ
ツ
憲
法
集
』
第
六
版
、
二
一
頁
。vgl.,･D

okum
ente･zur･

deutschen･V
erfassungsgeschichte,･Bd.1,･hrsg.v.･Ernst･

Rudolf･H
uber,･Stuttgart･usw

.,･19（（,･S.（（（.

（
24
）　･

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
の
統
治
機
構
条
項
に
先
行
し
て
公
布
さ
れ

た
人
権
宣
言
条
項
の
冒
頭
部
に
は
、「
ド
イ
ツ
国
民
は
、
ド
イ
ツ

帝
国
を
構
成
す
る
諸
領
邦
の
邦
民
か
ら
成
る
」（D

as･deutsche･
V
olk･besteht･aus･den･A

ngehörigen･der･Staaten,･w
elche･

das･deutsche･Reich･bilden.

）
と
の
文
言
が
み
ら
れ
る
。
人
権

条
項
は
統
治
条
項
と
併
せ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
と
な
っ
た
が
、

こ
の
文
言
は
そ
の
第
一
三
一
条
と
な
っ
た
。『
ド
イ
ツ
憲
法
集
』

第
六
版
、
四
三
頁
。vgl.,･D

okum
ente･zur･deutschen･V

er-
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fassungsgeschichte,･Bd.1,･S.（（9.
（
2（
）　･『
玉
勝
間
』
上
、
三
三
頁
以
下
。

（
2（
）　･
小
林
、
前
掲
書
、
下
、
四
九
頁
以
下
。
二
八
〇
頁
以
下
（
補
記
）。

（
2（
）　･
長
谷
川
、
前
掲
書
、
二
〇
頁
以
下
。

（
2（
）　･

同
書
、
二
三
頁
以
下
。

（
29
）　･「
漢
意
」
を
抜
き
に
「
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
」
を
語
り
え
な
い
「
日
本

語
の
致
命
的
弱
点
」
に
つ
き
、
高
島
俊
男
『
漢
字
と
日
本
人
』
文

春
新
書
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
四
頁
以
下
参
照
。
示
唆
に
富
む
宣

長
論
で
あ
る
。

（
（0
）　･

子
安
宣
邦
『
江
戸
思
想
史
講
義
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、

三
四
一
頁
以
下
参
照
。
藤
貞
幹
に
対
す
る
宣
長
の
反
駁
が
、
宣
長

と
上
田
秋
成
と
の
国
学
論
争
を
惹
起
し
た
。

（
（1
）　･

折
口
信
夫
「
国
学
の
幸
福
」、
全
集
、
第
二
十
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
六
七
年
、
三
〇
六
頁
。
長
谷
川
、
前
掲
書
、
一
六
頁
以
下
参

照
。

（
（2
）　･

折
口
、
三
一
六
頁
。

（
（（
）　･

山
田
顕
義
と
国
学
院
お
よ
び
日
本
法
律
学
校
の
関
係
に
つ
き
、
古

川
薫
『
剣
と
法
典

―
小
ナ
ポ
レ
オ
ン　

山
田
顕
義

―
』
文
春

文
庫
、
一
九
九
七
年
、
三
一
六
頁
参
照
。

（
（4
）　･

ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
基
本
思
想
に
つ
き
、
堅
田
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

と
法
の
実
定
性
」、
同
『
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
と
そ
の
時
代

―

「
三
月
前
期
」
の
法
思
想

―
』
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
獨
協
大
学
教
授
）




