
二
七

は
じ
め
に

名
前

─
こ
の
不
思
議
な
も
の

　
「
名
前
」
と
は
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
︒
ま
わ
り
を
見
わ
た
せ
ば
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
「
名
前
」
が
あ
る
こ
と
に
ま
ず
驚
か
さ
れ

る
︒
世
界
は
ど
こ
ま
で
も
多
様
に
満
ち
て
い
る
の
に
︑
そ
の
す
べ
て
を
名
指
す
こ
と
が
で
き
る
︒
現
代
社
会
は
次
々
に
新
し
い
も
の
を
生

み
だ
し
つ
づ
け
て
い
る
の
に
︑
そ
れ
ら
は
た
だ
ち
に
名
前
に
ま
と
い
つ
か
れ
て
し
ま
う
︒
世
界
の
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
名
前
を
も
た
な
い

も
の
に
は
出
会
え
そ
う
に
な
い
︒「
存
在
す
る
も
の
」
と
は
「
名
前
を
も
つ
も
の
」
と
言
い
か
え
る
こ
と
さ
え
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
こ
う

し
た
両
者
の
関
係
は
︑
一
般
名
詞
よ
り
も
固
有
名
詞
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
緊
密
で
あ
る
︒
一
般
名
詞
は
複
数
の
も
の
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
ま
と
め
て
お
い
て
︑
そ
れ
ら
を
十
把
一
絡
げ
に
名
指
す
と
い
う
怠
慢
な
こ
と
を
す
る
の
に
た
い
し
て
︑
固
有
名
詞
は
存
在
の
一
つ
ひ
と

つ
を
几
帳
面
に
名
指
す
か
ら
で
あ
る
︒

　

名
指
す
も
の
と
名
指
さ
れ
る
も
の
の
関
係
は
︑
固
有
名
詞
の
な
か
で
も
「
個
人
名
」︑「
人
名
」
に
お
い
て
も
っ
と
も
親
密
に
な
る
︒
わ

れ
わ
れ
は
自
己
紹
介
す
る
と
き
に
は
自
分
の
名
前
を
ま
ず
言
う
し
︑
自
分
の
名
前
が
侮
辱
さ
れ
れ
ば
自
分
自
身
が
侮
辱
さ
れ
た
よ
う
に
感

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
「
名
前
」

│
ユ
ダ
ヤ
的
固
有
名
論
︹
一
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二
八

じ
る
︒
自
然
民
族
の
な
か
に
は
︑
自
分
の
本
名
を
他
人
に
明
か
す
こ
と
を
タ
ブ
ー
と
す
る
民
族
が
あ
る
︒
自
分
の
本
名
を
他
人
に
知
ら
れ
︑

そ
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
と
︑
魂
を
奪
わ
れ
︑
彼
に
完
全
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒「
名
前
」
は
そ
の
当
人
に
も
っ
と
も
「
近

い
も
の
」
で
あ
り
︑
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
本
質
的
部
分
を
な
し
て
い
る
︒

　

と
こ
ろ
が
他
方
︑
名
前
は
当
人
に
も
っ
と
も
「
遠
い
も
の
」
で
も
あ
る
︒
そ
れ
は
す
べ
て
の
こ
と
ば
の
な
か
で
当
人
が
自
由
に
使
え
な

い
唯
一
の
こ
と
ば
で
あ
る
︒
ま
ず
私
は
自
分
の
名
前
を
他
人
か
ら
も
ら
い
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
自
分
で
自
分
に
か
っ
て
に
名
前
を

与
え
る
の
は
「
詐
称
」
と
み
な
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
私
の
名
前
は
世
界
中
の
す
べ
て
の
な
か
で
私
だ
け
を
名
指
す
は
ず
な
の
に
︑
私
は
自

分
に
か
ん
す
る
発
言
に
自
分
の
名
前
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
︒
た
と
え
ば
︑「
私
は
き
の
う
公
園
に
行
っ
た
」
と
い
う
発
言
を
︑「
村
岡

は
き
の
う
公
園
に
行
っ
た
」
と
い
う
発
言
で
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
後
者
の
発
言
を
す
れ
ば
︑「
村
岡
は
だ
れ
の
こ
と
？
」
と

聞
き
か
え
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
︒
私
の
名
前
は
ど
こ
ま
で
も
「
他
者
」
に
侵
食
さ
れ
て
お
り
︑
も
っ
ぱ
ら
「
他
者
」
に
よ
っ
て
の
み
使

わ
れ
る
た
め
の
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
︑
さ
き
ほ
ど
名
前
は
世
界
の
す
み
ず
み
ま
で
覆
い
尽
く
し
て
い
る
と
言
っ
た
が
︑
し
か
し
同
時
に
︑「
名
前
」
は
み
ず
か
ら
が

つ
く
り
だ
し
た
言
語
の
ベ
ー
ル
を
み
ず
か
ら
引
き
裂
き
︑
言
語
を
超
え
た
深
淵
を
の
ぞ
き
込
ま
せ
る
不
気
味
な
存
在
で
も
あ
る
︒
言
語
の

使
命
が
「
名
指
す
」
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
︑
固
有
名
詞
や
個
人
名
ほ
ど
こ
の
使
命
を
的
確
に
果
た
し
て
い
る
こ
と
ば
は
な
い
︒
な
に
し

ろ
︑
そ
れ
は
目
の
前
に
あ
っ
て
あ
り
あ
り
と
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
名
指
さ
れ
た
も

の
が
な
ん
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
と
︑
た
だ
ち
に
困
難
が
生
じ
る
︒
伝
統
的
な
「
概
念
形
成
論
」
に
よ
れ
ば
︑
た
と
え
ば
「
く
だ
も
の
」

と
い
う
概
念
︵
つ
ま
り
一
般
名
詞
︶
は
︑
こ
の
リ
ン
ゴ
や
こ
の
ミ
カ
ン
や
こ
の
ナ
シ
と
い
っ
た
個
物
を
見
比
べ
取
り
だ
し
た
共
通
な
特
徴

︵
た
と
え
ば
︑
樹
木
に
育
つ
と
か
︑
湿
り
気
が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
︶
を
内
容
と
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
般
名
詞
は
み
ず
か
ら
が

名
指
す
も
の
に
か
ん
し
て
︑
そ
れ
は
樹
木
に
育
つ
と
か
︑
湿
り
気
が
あ
る
と
か
語
る
こ
と
が
で
き
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
固
有
名
詞
の
対
象
は

唯
一
の
も
の
で
あ
り
︑
比
較
を
絶
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
固
有
名
詞
は
み
ず
か
ら
が
名
指
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
に
つ
い
て

「
語
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
︒
言
語
は
固
有
名
詞
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
本
領
を
も
っ
と
も
発
揮
す
る
と
同
時
に
︑
み
ず
か
ら
の
限
界
に

出
会
い
も
す
る
の
で
あ
る
︒「
名
前
」
は
語
れ
る
こ
と
と
語
れ
な
い
こ
と
の
境
界
線
を
侵
犯
す
る
︒
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こ
う
し
て
︑「
名
前
」
と
い
う
も
の
は
︑
近
さ
と
遠
さ
︑
自
己
と
他
者
︑
内
部
と
外
部
︑
語
れ
る
こ
と
と
語
れ
な
い
こ
と
と
い
っ
た
常

識
的
な
二
項
対
立
で
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
不
思
議
な
あ
り
か
た
を
し
て
い
る
︒
す
べ
て
の
も
の
が
名
前
を
も
つ
と
い
う
の
は
よ
く
よ

く
奇
妙
な
事
態
な
の
で
あ
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
名
前
と
い
う
窓
か
ら
世
界
を
眺
め
て
み
れ
ば
︑
世
界
は
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
異

な
る
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒「
名
前
」
の
哲
学
︑「
個
人
名
」
の
言
語
学
が
存
在
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二
〇
世
紀
と
「
言
語
論
的
転
回
」

　

二
〇
世
紀
の
西
洋
哲
学
の
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
は
︑「
言
語
」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
言
語
は
せ
い
ぜ
い

の
と
こ
ろ
︑
思
弁
的
思
考
が
た
ど
り
つ
く
成
果
︵
認
識
︶
を
い
わ
ば
事
後
的
に
表
現
し
伝
達
す
る
外
的
な
手
段
と
み
な
さ
れ
る
か
︑
あ
る

い
は
︑
そ
の
不
規
則
性
と
多
義
性
に
よ
っ
て
哲
学
的
認
識
の
純
粋
性
を
濁
ら
せ
た
り
ゆ
が
め
た
り
す
る
よ
う
な
障
害
物
と
み
な
さ
れ
る
に

す
ぎ
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
二
〇
世
紀
に
な
る
と
︑
人
間
の
思
考
は
よ
か
れ
あ
し
か
れ
言
語
と
い
う
媒
体
の
う
ち
で
営
ま
れ
︑
つ
ね
に
言

語
に
制
約
さ
れ
て
お
り
︑
人
間
の
思
考
は
原
理
的
に
「
言
語
的
思
考
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
う
な
る
と
︑「
認
識
」

を
得
よ
う
と
す
れ
ば
ま
ず
「
言
語
」
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
フ
レ
ー
ゲ
か
ら
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
い
た
る
ま
で
の
分

析
哲
学
と
「
言
語
論
的
転
回
」
は
こ
う
し
た
変
化
の
代
表
例
で
あ
り
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
共
時
的
言
語
学
︑
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
形

式
の
哲
学
︑
サ
ピ
ア
と
ウ
ォ
ー
フ
の
言
語
相
対
論
な
ど
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
︒

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑「
名
前
」
は
こ
う
し
た
流
れ
か
ら
置
き
去
り
に
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
西
洋
思
想
は
伝
統
的
に
︑

言
語
の
使
命
を
「
真
理
を
語
る
」
こ
と
だ
と
み
な
し
︑
言
語
を
命
題
︵
文
︶
と
概
念
︵
一
般
名
詞
︶
と
い
う
点
か
ら
考
察
す
る
か
ら
で
あ

る
︒「
犬
」
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
は
真
で
も
偽
で
も
な
い
︒「
犬
は
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
か
た
ち
を
取
る
と
き
に
は
じ
め
て
︑

真
偽
の
区
別
が
生
ま
れ
る
︒
し
か
も
︑
命
題
を
構
成
す
る
項
︵
こ
の
ば
あ
い
︑「
犬
」
と
「
動
物
」︶
は
一
般
名
詞
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

と
い
う
の
も
︑
真
理
は
普
遍
的
で
永
続
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
は
は
か
な
く
移
ろ
い
︑
や
が
て
死
ん
で
し
ま
う
が
︑

「
人
間
」
は
死
ぬ
こ
と
が
な
い
︒
こ
う
し
て
︑
西
洋
の
言
語
思
想
に
と
っ
て
「
固
有
名
詞
」
は
︑
ま
し
て
や
「
個
人
名
」
な
ど
は
ま
っ
た

く
端
役
の
地
位
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
え
ず
︑
こ
の
傾
向
は
二
〇
世
紀
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
︒



三
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と
こ
ろ
が
︑
同
じ
こ
ろ
に
同
じ
西
洋
で
︑
思
考
は
原
理
的
に
「
言
語
的
思
考
」
だ
と
い
う
同
じ
よ
う
な
考
え
か
た
を
展
開
し
な
が
ら
︑

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
い
思
想
の
系
譜
が
あ
る
︒
西
洋
に
同
化
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
思
想
の
系
譜
で
あ
る
︒
こ
の
系
譜
の
特

徴
は
︑「
名
前
」
は
端
役
ど
こ
ろ
か
︑
そ
れ
こ
そ
が
言
語
の
本
質
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
そ
の
い
く
つ
か
の
証
言
を
集
め
て
み
よ
う
︒

　

ま
ず
は
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
︒﹃
救
済
の
星
﹄
第
二
巻
第
二
章
「
啓
示
」
の
「
固
有
名
」
と
題
さ
れ
た
節
で
こ
う
語
ら

れ
て
い
る
︒

「
名
前
は
︙
︙
響
き
と
煙
で
は
な
く
︑
こ
と
ば
に
し
て
炎
で
あ
る
︒
大
切
な
の
は
そ
の
名
前
を
呼
び
︑「
私
は
そ
の
名
を
信
じ
る
」
と

告
白
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」︵

1
︶。

次
は
︑
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
の
研
究
者
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
︒
彼
は
「
我
々
の
言
語
に
つ
い
て

│
告
白
」
と
い
う
表
題
の
書
簡

︵
一
九
二
六
年
末
の
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
宛
書
間
︶
を
残
し
て
い
る
︒

「
言
語
と
は
名
前
で
あ
る
︒
言
語
の
能
力
が
避
難
す
る
の
も
名
前
の
な
か
へ
だ
し
︑
言
語
に
含
ま
れ
た
深
淵
に
封
印
が
な
さ
れ
る
の

も
名
前
の
な
か
で
で
あ
る
︒
︙
︙
名
前
は
そ
れ
固
有
の
生
命
を
有
し
て
い
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
た
ち
は
不
幸

な
こ
と
に
︑
空
虚
な
未
来
へ
と
希
望
な
く
引
き
渡
さ
れ
る
だ
ろ
う
」︵

2
︶︒

最
後
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
引
用
し
よ
う
︒

「
人
間
の
言
語
的
本
質
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、0、

人
間
が
事
物
を
命
名
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」︵
3
︶。

「
人
間
の
言
語
が
有
限
な
ら
ざ
る
言
葉
に
も
認
識
に
も
な
り
え
な
い
地
点
を
な
し
て
い
る
も
の
︑
そ
れ
が
人
間
の
名
で
あ
る
︒
固
有
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名
の
理
論
は
︑
有
限
な
言
語
が
無
限
の
言
語
に
境
を
接
す
る
︑
そ
の
境
界
に
つ
い
て
の
理
論
な
の
だ
︒
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
な
か
で
人

間
は
︑
そ
も
そ
も
神
が
名
を
与
え
な
か
っ
た
唯
一
の
存
在
な
の
で
あ
っ
て
︑
自
分
の
同
胞
を
み
ず
か
ら
名
づ
け
る
唯
一
の
存
在
で
あ

る
」︵

4
︶。第

一
章　

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
「
名
前
」
が
も
つ
意
味

　

こ
の
よ
う
に
︑
か
な
り
個
性
の
違
う
三
人
の
代
表
的
な
ユ
ダ
ヤ
思
想
家
た
ち
が
口
を
そ
ろ
え
て
︑「
名
前
」
や
「
固
有
名
」
の
重
要
性

を
強
調
し
て
い
る
の
を
見
る
と
︑
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
根
本
傾
向
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
た
く
な
る
︒
じ
っ
さ

い
︑
ユ
ダ
ヤ
思
想
研
究
者
の
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
キ
ル
ヒ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
︒

「
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
は
ほ
か
の
歴
史
と
は
違
っ
て
名
前
の
歴
史
で
あ
る
︒
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
は
︑
命
名
と
変
名
の
社
会
的
︑
文
化
的
実
践

や
︑
法
的
な
条
件
や
︑
神
学
的
・
政
治
的
反
省
の
う
ち
に
映
し
だ
さ
れ
て
い
る
︒
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
形
成
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
と
し
て
︑
と
り
わ
け
啓
蒙
主
義
以
来
︑
多
く
の
声
が
入
り
ま
じ
っ
た
対
立
的
な
解
釈
の
対
象
で
あ
っ

た
︒
ユ
ダ
ヤ
的
近
代
一
般
の
自
己
理
解
は
名
前
の
特
徴
的
な
諸
現
象
に
お
い
て
典
型
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
構
成
さ
れ
う
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
」︵

5
︶。

ユ
ダ
ヤ
教
と
「
固
有
名
」

　

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
「
固
有
名
」
が
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
る
理
由
は
ま
ず
第
一
に
︑
ユ
ダ
ヤ
教
そ
の
も
の
の
基
本
的
性
格
に
あ
る
︒
人

間
の
言
語
の
原
型
と
さ
れ
る
「
ア
ダ
ム
の
言
語
」
を
考
え
て
み
よ
う
︒
聖
書
に
は
こ
う
あ
る
︒

「
主
な
る
神
は
︑
野
の
あ
ら
ゆ
る
獣
︑
空
の
あ
ら
ゆ
る
鳥
を
土
で
形
づ
く
り
︑
人
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
き
て
︑
人
が
そ
れ
ぞ
れ
を
ど



三
二

う
呼
ぶ
か
を
見
て
お
ら
れ
た
︒
人
が
呼
ぶ
と
︑
そ
れ
は
す
べ
て
︑
生
き
物
の
名
と
な
っ
た
」︵「
創
世
記
」
第
二
章
九
節
︶︒

　

ア
ダ
ム
の
言
語
は
本
質
的
に
「
名
前
」
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
ア
ダ
ム
は
す
べ
て
の
も
の
を
自
分
の
目
の
前
に
一
つ
ひ
と
つ
据

え
て
名
づ
け
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
こ
の
「
名
前
」
は
機
能
か
ら
す
れ
ば
「
固
有
名
」
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
と
っ
て
固
有
名
が
重
要
で
あ
る
の
は
︑「
神
の
名
前
」
の
神
学
の
た
め
で
も
あ
る
︒

　

神
の
名
前
は
き
わ
め
て
神
聖
な
も
の
だ
か
ら
︑
み
だ
り
に
口
に
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
普
段
神
は
「
わ
が
主
︵adnai

︶」
と
い
っ
た

一
般
的
な
呼
称
で
呼
ば
れ
︑
神
の
名
前
を
口
に
で
き
る
の
は
一
年
に
一
度
の
祝
祭
の
と
き
だ
け
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
長
い
あ
い
だ
神
の
名

前
は
︑
口
に
出
す
の
が
は
ば
か
ら
れ
て
き
た
た
め
に
︑
や
が
て
発
音
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
︒
現
在
︑
神
の
名
前
と
し
て
エ
ホ
ヴ
ァ

や
ヤ
ハ
ウ
ェ
ー
な
ど
が
使
わ
れ
る
が
︑
当
時
ほ
ん
と
う
に
神
が
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
神
の
名
前
を
表

す
あ
の
神
聖
四
字
︵
テ
ト
ラ
グ
ラ
マ
ト
ン
︑Y

H
W

H

と
い
う
ロ
ー
マ
字
で
表
わ
さ
れ
る
︶
は
︑
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
は
母
音
が
な
い
た
め
に
︑

正
確
に
ど
う
読
む
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
だ
が
︑
神
の
名
前
が
言
い
表
し
え
な
い
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
そ

の
名
前
に
は
汲
み
つ
く
し
が
た
い
深
遠
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
つ
い
に
︑
カ
バ
ラ
と
呼
ば
れ
る
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義

に
な
る
と
︑
神
聖
四
字
の
う
ち
に
は
宇
宙
の
す
べ
て
の
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
が
現
わ
れ
て
く
る
︒
こ
う
し
て
︑
固
有
名
こ

そ
が
宇
宙
の
構
成
を
左
右
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
だ
と
い
う
考
え
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
︒

ユ
ダ
ヤ
人
解
放
と
「
名
前
」

　

し
か
し
︑
こ
う
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
的
な
考
え
か
た
は
︑
な
ぜ
近
代
に
お
い
て
固
有
名
が
あ
ら
た
め
て
問
題
に
な
る
の
か
を
う
ま
く

説
明
し
て
く
れ
な
い
︒
近
代
に
お
い
て
固
有
名
が
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
る
の
は
︑
ユ
ダ
ヤ
人
が
解
放
さ
れ
︑
市
民
権
を
得
る
と
い
う
大
事

件
に
関
係
が
あ
る
︒

　

そ
れ
ま
で
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
ゲ
ッ
ト
ー
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
︑
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
市

民
権
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
︒
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
議
会
は
一
七
八
九
年
八
月
に
「
人
権
宣
言
」
を
採
択
し
た
の
に
つ
づ
い
て
︑
一
七
九
二



三
三

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
「
名
前
」（
村
岡
）

年
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
令
」
を
採
択
し
︑
ユ
ダ
ヤ
人
に
職
業
の
自
由
︑
不
動
産
所
得
の
自
由
︑
信
仰
の
自
由
を
認
め
た
︒
当
時
フ
ラ
ン
ス

よ
り
圧
倒
的
な
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
抱
え
て
い
た
ド
イ
ツ
で
も
︑
こ
の
動
き
に
し
ば
ら
く
抵
抗
が
あ
り
は
し
た
が
︑
一
八
一
二
年
に
は
つ

い
に
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
が
「
解
放
令
」
を
発
布
し
た
︒

　

と
こ
ろ
が
い
ず
れ
の
解
放
令
に
も
一
つ
だ
け
奇
妙
な
条
件
が
付
い
て
い
た
︒

　

ま
ず
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
国
民
議
会
は
解
放
令
か
ら
二
年
後
の
一
七
九
四
年
七
月
一
〇
日
に
次
の
よ
う
な
条
例
を
発
布
し
て

い
る
︒「

公
務
員
に
し
て
そ
の
職
務
上
︑
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
方
言
も
し
く
は
言
語
を
も
っ
て
文
書
を
作
成
し
︑
も
し
く
は
署
名
し
た
る
も

の
は
︑
そ
の
居
住
地
の
裁
判
所
に
出
頭
し
て
六
个
月
の
禁
固
刑
に
服
し
た
る
後
︑
罷
免
さ
れ
る
べ
し
」︒

　

ユ
ダ
ヤ
人
解
放
令
は
︑
い
ろ
ん
な
自
由
は
許
し
た
の
に
︑
言
語
の
自
由
だ
け
は
断
固
と
し
て
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
禁
令
は

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
特
有
の
問
題
を
生
み
だ
し
た
︒
ユ
ダ
ヤ
人
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
︑
自
分
の

名
前
を
フ
ラ
ン
ス
語
ら
し
い
響
き
を
も
つ
名
前
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

プ
ロ
イ
セ
ン
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
令
」

　

こ
の
事
情
は
ド
イ
ツ
で
も
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
︒
一
八
一
二
年
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
令
」
の
第
一
項
は
こ
う
で
あ
る
︒

「
我
が
国
に
現
在
居
住
し
て
い
る
︙
︙
ユ
ダ
ヤ
人
は
︑
同
国
人
に
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
市
民
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」︒

　

こ
こ
で
は
も
は
や
︑
ユ
ダ
ヤ
人
を
ゲ
ッ
ト
ー
に
閉
じ
こ
め
て
き
た
民
族
の
違
い
も
宗
教
の
違
い
も
問
題
に
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
と
こ
ろ

が
︑
こ
の
解
放
令
は
た
だ
ち
に
次
の
よ
う
な
条
件
を
掲
げ
る
︒



三
四

第
二
項
「
し
か
し
︑
ユ
ダ
ヤ
人
に
与
え
ら
れ
た
同
国
人
に
し
て
市
民
と
い
う
こ
の
資
格
の
永
続
は
次
の
よ
う
な
義
務
の
も
と
で
の
み

許
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
そ
の
義
務
と
は
︑
ユ
ダ
ヤ
人
は
明
確
に
定
ま
っ
た
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
を
も
ち
︑
自
分
た
ち
の
商
業
帳
簿
を
使

用
す
る
と
き
だ
け
で
は
な
く
︑
契
約
を
書
き
留
め
た
り
法
的
意
志
を
表
明
す
る
ば
あ
い
に
も
︑
ド
イ
ツ
語
か
ほ
か
の
生
き
た
言
語
を

使
い
︑
み
ず
か
ら
の
名
前
を
署
名
す
る
さ
い
に
は
︑
ド
イ
ツ
文
字
か
ラ
テ
ン
文
字
だ
け
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
」︒

第
三
項
「
す
べ
て
の
保
護
下
に
あ
る
か
認
可
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
︑
こ
の
勅
令
発
布
の
日
か
ら
数
え
て
六
个
月
以
内
に
居
住
地
の
役

所
の
前
で
︑
ど
の
よ
う
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
を
恒
常
的
に
名
乗
り
た
い
か
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ユ
ダ
ヤ
人
は
︑
公
共

の
交
渉
や
文
書
作
成
に
お
い
て
も
︑
日
常
生
活
に
お
い
て
も
︑
ほ
か
の
す
べ
て
の
市
民
と
同
様
に
こ
の
名
前
で
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」︒

第
四
項
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
の
表
明
と
決
定
が
実
現
し
た
の
ち
に
︑
す
べ
て
の
人
は
彼
が
居
住
す
る
州
政
府
か
ら
︑
彼
が
同
国
人

に
し
て
市
民
で
あ
る
と
い
う
証
明
書
を
得
る
︒
彼
と
そ
の
子
孫
に
と
っ
て
は
こ
の
証
明
書
が
将
来
保
護
状
の
か
わ
り
と
し
て
役
立
つ

こ
と
に
な
る
」︒

　

こ
れ
ら
の
条
項
は
す
べ
て
︑
ド
イ
ツ
語
と
ド
イ
ツ
語
ら
し
い
個
人
名
を
使
う
こ
と
を
絶
対
的
な
条
件
と
し
て
突
き
つ
け
て
い
る
︒
で
は
︑

な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
も
ド
イ
ツ
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

国
家
と
言
語

─
国
語
の
成
立

　

そ
の
理
由
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
解
放
し
て
く
れ
た
国
家
の
本
質
に
あ
る
︒
近
代
国
家
は
国
民
主
権
を
原
理
と
す
る
国
民
国
家
︵nation 

state

︶
で
あ
り
︑
同
じ
一
つ
の
国
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
統
一
性
の
基
礎
と
な
る
︒
で
は
国
民



三
五

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
「
名
前
」（
村
岡
）

︵N
ationalität

︶
と
は
な
に
か
︒
ど
う
い
う
資
格
が
あ
れ
ば
︑
近
代
国
家
に
所
属
す
る
権
利
︑
つ
ま
り
「
国
籍
︵N

ationalität

︶」
を
得

ら
れ
る
の
か
︒

　

領
土
で
は
な
い
︒
こ
の
規
定
で
は
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
は
困
る
︒
当
時
の
ド
イ
ツ
は
小
さ
な
領
邦
国
家
に
分
か
れ
て
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

君
主
が
統
治
し
て
い
た
の
だ
か
ら
︑
ド
イ
ツ
国
民
な
ど
存
在
し
よ
う
が
な
い
︒
そ
れ
に
︑
ド
イ
ツ
人
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
や
東
欧
な
ド

イ
ツ
国
外
に
も
数
多
く
暮
ら
し
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
︑
国
民
と
は
人
種
や
民
族
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
民
族
と
か
人

種
を
ど
う
規
定
す
る
か
は
む
ず
か
し
い
し
︑
人
種
や
民
族
で
見
分
け
る
と
い
っ
て
も
そ
の
特
徴
は
す
ぐ
目
に
つ
く
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い

な
い
︒
た
と
え
ば
街
中
を
歩
い
て
い
る
日
本
人
と
韓
国
人
を
外
見
だ
け
で
見
分
け
る
の
は
容
易
で
は
な
い
︒
そ
れ
に
︑
条
件
付
き
な
が
ら

日
本
の
よ
う
に
単
一
民
族
国
家
は
世
界
で
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
︒
か
つ
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
も
︑
現
在
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
典

型
的
な
多
民
族
国
家
で
あ
る
︒

　

そ
こ
で
近
代
国
家
が
見
い
だ
し
た
答
え
は
︑「
同
じ
国
民
と
は
同
じ
こ
と
ば
を
話
す
人
び
と
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
し
か
も
︑

こ
の
「
こ
と
ば
」
は
︑
人
が
小
さ
な
と
き
か
ら
そ
れ
と
と
も
に
育
っ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
ば
︑
つ
ま
り
「
母
語
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

母
語
で
あ
れ
ば
そ
の
語
り
手
が
ど
こ
へ
移
住
し
よ
う
と
変
わ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒「
母
語
＝
母
な
る
こ
と
ば

︵M
uttersprach

︶」
が
「
父
な
る
国
＝
祖
国
︵Vaterland

︶」
を
支
え
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
だ
が
︑「
母
語
」
は
そ
の
ま
ま
の
か
た

ち
で
は
︑
国
家
を
支
え
る
こ
と
ば
︑
つ
ま
り
「
国
語
」
に
は
な
り
え
な
い
︒
ま
ず
「
母
語
」
に
は
方
言
が
つ
き
ま
と
う
︒
た
と
え
ば
津
軽

弁
と
熊
本
弁
で
は
お
た
が
い
に
う
ま
く
話
が
通
じ
な
い
︒
そ
こ
で
︑
あ
る
特
定
の
方
言
を
共
通
語
に
格
上
げ
し
て
︑
ほ
か
の
方
言
を
駆
逐

す
る
必
要
が
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
特
定
の
方
言
が
す
ぐ
さ
ま
共
通
語
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
︒
本
来
方
言
は
語
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
て
︑

そ
れ
を
語
る
人
の
特
徴
が
染
み
つ
い
て
い
る
︒
国
家
が
必
要
と
し
て
い
る
の
は
「
書
き
こ
と
ば
」
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑「
国
語
」
が

成
立
す
る
た
め
に
は
︑
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
を
規
格
化
し
︑
そ
れ
に
統
一
性
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
う
し
て
「
文
法
」
が
成
立
す

る
︒
言
語
純
化
運
動
が
起
こ
る
の
で
あ
る
︒



三
六

フ
ラ
ン
ス
の
言
語
純
化
運
動

　

現
代
の
フ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
み
よ
う
︒
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
で
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を

意
識
す
る
こ
と
が
な
い
︒
し
か
し
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
い
ま
で
も
多
く
の
方
言
が
話
さ
れ
て
い
る
︒
田
中
克
彦
﹃
こ
と
ば
と
国
家
﹄︵
岩
波

新
書
︶
に
よ
れ
ば
︑「
西
端
で
は
ブ
ル
ト
ン
語
が
︑
ス
ペ
イ
ン
と
の
国
境
地
帯
に
は
バ
ス
ク
語
と
カ
タ
ロ
ニ
ア
語
が
︑
ベ
ル
ギ
ー
と
の
国

境
に
は
フ
ラ
マ
ン
語
が
︑
ア
ル
ザ
ス
と
ロ
レ
ー
ヌ
に
は
ド
イ
ツ
語
に
似
た
こ
と
ば
が
︑
ま
た
︑
全
土
の
三
分
の
一
に
当
た
る
南
部
に
は
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
な
ど
を
含
む
オ
ッ
ク
諸
語
が
話
さ
れ
て
い
る
」︵
七
九
～
八
〇
頁
︶︒
こ
の
事
実
を
意
識
す
る
こ
と
が
少
な
い
の
は
︑
フ
ラ

ン
ス
が
「
国
家
と
言
語
の
関
係
を
は
っ
き
り
と
法
律
で
規
定
し
た
最
初
の
例
」
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
は
「
フ
ラ
ン
ス
語
の
特
権
的
地
位

を
あ
き
ら
か
に
し
た
の
み
な
ら
ず
︑
ほ
か
の
言
語
の
い
っ
さ
い
の
使
用
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
」︵

6
︶か
ら
で
あ
る
︒
フ
ラ

ン
ス
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
国
語
」
化
は
か
な
り
早
い
時
期
に
開
始
さ
れ
て
い
た
︒
た
と
え
ば
一
五
三
九
年
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は

「
ヴ
ィ
レ
ー
ル
・
コ
ト
レ
の
勅
令
︵ordonnance de V

illers-C
otterêts

︶」
を
発
布
し
︑
そ
の
一
一
〇
条
と
一
一
一
条
で
フ
ラ
ン
ス
国
内

の
公
的
生
活
で
は
︑
王
の
言
語
の
み
が
国
家
の
言
語
で
あ
る
と
し
て
︑「
す
べ
て
の
裁
判
や
公
務
に
お
い
て
」「
フ
ラ
ン
ス
の
母
語

︵langaige m
aternel

︶
だ
け
で
︑
発
音
さ
れ
︑
記
録
さ
れ
︑
伝
え
ら
れ
る
べ
き
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る︵

7
︶︒「
ラ
ン
グ
・
ナ
シ

オ
ナ
ル
︑
す
な
わ
ち
「
国
家
の
言
語
」
と
い
う
こ
と
ば
が
は
じ
め
て
出
現
す
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
か
ら
だ
が
︑
そ
の
「
国
語
」
の
実

質
的
な
中
核
は
︑
す
で
に
一
五
三
九
年
の
法
的
措
置
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
た
︒

　

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
語
が
「
国
家
の
言
語
」
に
指
定
さ
れ
る
と
︑
次
に
は
名
前
の
法
的
規
制
が
登
場
す
る
︒
公
務
員
が
フ
ラ

ン
ス
語
以
外
の
言
語
で
書
き
署
名
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
一
七
九
四
年
か
ら
九
年
後
の
一
八
〇
三
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
︑
新
生
児
に
付

け
る
こ
と
の
で
き
る
名
前
は
「
各
種
の
暦
の
な
か
に
記
さ
れ
て
い
る
名
と
︑
昔
の
歴
史
の
な
か
の
有
名
な
人
物
の
名
だ
け
に
限
る
」
と
規

定
し
た
た
め
に
︑
フ
ラ
ン
ス
人
が
選
び
う
る
名
前
は
五
〇
〇
に
す
ぎ
な
く
な
る
︒
そ
の
結
果
︑
た
と
え
ば
子
供
に
ブ
ル
ト
ン
語
の
名
前
を

つ
け
て
出
生
届
け
を
出
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
れ
が
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
︒
彼
は
出
生
を
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
二
〇
歳
の
青

年
に
な
り
︑
そ
の
あ
い
だ
入
学
試
験
︑
運
転
免
許
証
︑
銀
行
預
金
口
座
の
開
設
︑
旅
券
の
入
手
な
ど
の
市
民
的
権
利
を
拒
否
さ
れ
つ
づ
け

た︵
8
︶︒



三
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ユ
ダ
ヤ
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と
っ
て
の
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岡
）

ド
イ
ツ
の
ば
あ
い

　

祖
国
︵Vaterland

︶
と
母
語
︵M

uttersprache

︶
の
こ
う
し
た
結
婚
は
︑
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
ド
イ
ツ
の
ほ
う
が
さ
ら
に
親
密
な
も
の

に
な
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
は
近
代
国
家
が
成
立
し
て
い
た
が
︑
ド
イ
ツ
で
は
む
し
ろ
一
八
〇
六
年
に
中
世
か
ら
つ
づ

い
て
き
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
帝
国
の
実
権
は
と
っ
く
の
昔
に
地
に
落
ち
て
い
た
が
︑
そ
の
存
在
は
名

目
的
に
で
は
あ
れ
ド
イ
ツ
と
い
う
名
前
に
統
一
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
く
れ
て
い
た
︒
そ
の
あ
と
に
残
さ
れ
た
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
支
配
者

た
ち
が
ば
ら
ば
ら
に
支
配
す
る
領
邦
国
家
で
し
か
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
ド
イ
ツ
人
が
こ
の
没
落
し
た
灰
の
な
か
か
ら
新
し
い
ド
イ

ツ
国
家
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
れ
ば
︑
拠
り
所
に
で
き
る
も
の
は
「
新
し
い
統
一
的
な
言
語
」
だ
け
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
ド
イ
ツ
で

は
統
一
国
家
を
求
め
る
熱
烈
な
要
求
は
︑「
洗
練
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
」
に
た
い
す
る
熱
烈
な
要
求
と
し
て
現
わ
れ
る
︒

　

プ
ロ
イ
セ
ン
で
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
令
が
出
さ
れ
た
一
年
後
に
ド
イ
ツ
で
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
ア
ル
ン
ト
︵Ernst M

oritz 
A

rndt

︶
の
「
ド
イ
ツ
の
祖
国
︵D

as D
eutsche Vaterland

︶」
と
い
う
詩
が
大
流
行
す
る
の
だ
が
︑
そ
の
一
節
は
こ
う
な
っ
て
い
る
︒

　
「
ド
イ
ツ
の
祖
国
と
は
な
に
か
︒
ド
イ
ツ
の
こ
と
ば
が
響
く
か
ぎ
り
︑
神
が
天
に
う
た
う
か
ぎ
り
︑
こ
の
国
を
か
く
呼
ば
ん
」︒

　

つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
国
家
は
︑
ド
イ
ツ
の
母
語
が
日
常
語
と
し
て
鳴
り
響
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
実
現
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で

あ
る
︒

　

し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
以
後
︑
洗
練
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
︵
新
高
ド
イ
ツ
語
が
候
補
と
な
っ
た
︶
を
話
せ
る
よ
う
な
教
養
あ
る
市
民
︑
つ
ま

り
「
教
養
市
民
︵B

ildungsbürger

︶」
に
な
る
こ
と
が
︑
ド
イ
ツ
「
国
民
」
の
基
本
条
件
と
な
る
︒
ア
ル
ン
ト
・
ク
レ
ー
マ
ー
﹃
ド
イ

ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人

│
ド
イ
ツ
語
﹄
に
よ
れ
ば
︑
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
思
想
の
展
開
は
︑
こ
う
し
た
言
語
純
化
運
動
を
背
景
に
し
て
理
解

で
き
る
︒

「
教
養
市
民
に
お
け
る
文
化
国
民
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
最
終
的
に
足
場
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
そ
の
前
に
言



三
八

語
の
き
わ
め
て
卓
越
し
た
役
割
が
体
系
的
・
哲
学
的
に
裏
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
伝
統
的
な
哲
学
に
も

と
づ
い
て
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
︒
︙
︙
今
述
べ
た
よ
う
な
方
向
転
換
は
二
つ
の
名
前
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
フ
ン
ボ
ル

ト
と
ヘ
ル
ダ
ー
で
あ
る
」︵

9
︶︒

　

つ
づ
い
て
ゲ
ー
テ
と
シ
ラ
ー
が
登
場
し
て
︑
さ
ら
に
ド
イ
ツ
語
を
洗
練
し
︑
そ
れ
に
芸
術
的
な
美
さ
え
与
え
る
︒
フ
ン
ボ
ル
ト
︑
ゲ
ー

テ
︑
シ
ラ
ー
は
文
学
的
・
芸
術
的
な
運
動
と
同
時
に
︑
新
し
い
文
化
国
家
の
基
礎
を
準
備
す
る
国
民
運
動
を
も
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
動
向
は
ド
イ
ツ
に
解
放
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
︒
ド
イ
ツ
人
と
同
じ
く
来
る
べ
き
文
化
国
家

の
平
等
な
国
民
と
な
る
に
は
︑
彼
ら
も
ま
た
ド
イ
ツ
人
に
劣
ら
な
い
洗
練
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
を
身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
ド

イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
だ
れ
も
が
ゲ
ー
テ
︑
シ
ラ
ー
の
文
章
を
暗
記
し
て
い
た
の
も
︑
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
や
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ

ル
が
ド
イ
ツ
人
以
上
に
洗
練
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
を
書
け
た
の
も
︑
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

　

そ
う
な
る
と
問
題
に
な
る
の
は
「
名
前
」
で
あ
る
︒

　

ド
イ
ツ
語
が
ど
れ
ほ
ど
流
暢
に
話
せ
て
も
︑
名
前
し
だ
い
で
は
ド
イ
ツ
人
で
は
な
い
こ
と
が
す
ぐ
に
ば
れ
て
し
ま
う
︒「
金
」
や
「
朴
」

と
い
う
名
前
が
同
じ
漢
字
で
綴
ら
れ
て
い
て
も
︑
こ
の
名
前
の
持
ち
主
が
日
本
人
で
は
な
い
こ
と
は
た
だ
ち
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
フ
ラ
ン
ス
で
も
ド
イ
ツ
で
も
「
名
前
」
の
条
件
が
付
さ
れ
る
根
拠
が
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
圧
倒
的
多
数
の
ド

イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
は
変
名
の
命
令
を
素
直
に
受
け
容
れ
た
︒

　

デ
ィ
ー
ツ
・
ベ
ー
リ
ン
グ
が
﹃
ス
テ
ィ
グ
マ
と
し
て
の
名
前

│
一
八
一
二
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
日
常
に
お
け
る
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
﹄
に
お
い
て
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
た
だ
ち
に
放
棄
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
の
ベ
ス
ト
テ
ン
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
︒

１
︑Levi,　

Levin　

２
︑H

irsch　

３
︑M

oses　

４
︑M

arkus　

５
︑N

athan

６
︑Salom

on　

７
︑Liepm

ann　

８
︑B

enndix　

９
︑Isaak　

10
︑Sam

uel



三
九

ユ
ダ
ヤ
人
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て
の
「
名
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岡
）

　

１
︑３
︑５
︑９
︑10
な
ど
が
放
棄
さ
れ
た
の
は
︑
そ
れ
が
典
型
的
な
旧
約
聖
書
の
名
前
だ
か
ら
で
あ
り
︑
２
︑４
︑８
な
ど
が
放
棄
さ
れ
た

の
は
︑
も
と
も
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
代
用
さ
れ
た
名
前
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑H

irsch

はN
aphtali

の

代
用
で
あ
り
︑M

arkus

はM
ordechai

の
︑B

endix

はB
aruch

の
代
用
で
あ
っ
た︵

10
︶︒

　

こ
う
し
て
︑
一
八
一
二
年
に
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
の
選
択
手
続
き
は
完
了
し
︑
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
変
名
の
代
償
に
保
護
状
を
得

た
︒
そ
し
て
国
王
は
︑
一
八
一
六
年
に
「
罰
を
受
け
た
く
な
け
れ
ば
︑
名
前
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
決
定
し
︑
一
八
二
二
年
に

は
「
名
前
を
変
え
ら
れ
る
の
は
領
邦
君
主
の
認
可
が
あ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
」
こ
と
を
定
め
た
︒
そ
こ
で
︑
い
ま
で
も
選
択
の
余
地
が
あ

る
の
は
新
生
児
の
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
だ
け
に
な
っ
た
が
︑
こ
れ
が
次
に
問
題
に
な
る︵

11
︶︒

　

ウ
ィ
ー
ン
会
議
以
降
ド
イ
ツ
で
反
動
勢
力
が
支
配
権
を
握
る
と
︑
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
ふ
た
た
び
勢
力
を
盛
り
返
し
︑
そ
れ
が
名
前
の
問

題
に
も
影
を
落
と
す
こ
と
に
あ
る
︒
い
ま
や
名
前
の
問
題
の
方
向
は
逆
転
し
て
し
ま
う
︒
そ
れ
ま
で
ユ
ダ
ヤ
人
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
連
想
さ
せ

る
よ
う
な
名
前
を
捨
て
て
︑
ド
イ
ツ
人
ら
し
い
名
前
を
付
け
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
の
は
︑
あ
く
ま
で
同
じ
ド
イ
ツ
国
民
に
な
る
た
め
で

あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
い
ま
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ド
イ
ツ
人
ら
し
い
名
前
を
付
け
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
う
な
け
れ

ば
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
を
識
別
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
は
︑
ま
ず
一
八
一
六
年
八
月
二
九
日
︑「
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
の
子
供
に
た
ん
な

る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
洗
礼
名
だ
け
を
与
え
る
こ
と
」
を
禁
じ
︑
一
八
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
に
は
こ
の
禁
令
に
従
わ
な
い
者
を
厳
格
に
処

罰
す
る
こ
と
を
警
察
に
求
め
た
が
︑
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
︑
一
九
三
六
年
に
も
次
の
よ
う
な
勅
令
を
ふ
た
た
び
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

「「
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
」
と
い
う
名
前
に
か
ん
し
て
言
え
ば
︑
一
八
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
の
私
の
勅
令
に
お
い
て
︑
ユ
ダ
ヤ
人
は

キ
リ
ス
ト
教
的
な
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
を
付
け
て
は
な
ら
な
い
と
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
勅
令
は
重
視
さ
れ
て

お
ら
ず
︑
そ
の
原
因
は
む
ろ
ん
︑
警
察
当
局
が
そ
れ
を
十
分
慎
重
に
遵
守
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
私
の
命
令
が



四
〇

あ
ら
た
め
て
肝
に
命
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」︵

12
︶︒

　

ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
こ
の
勅
令
に
も
従
順
に
従
お
う
と
し
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
勅
令
が
十
分
な
成
果
を
上
げ
ら
れ

な
か
っ
た
の
は
︑
警
察
当
局
が
そ
れ
を
遵
守
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
︑「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
特
有
の
名
前
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
名

前
で
あ
り
︑
ド
イ
ツ
人
だ
け
が
も
つ
名
前
と
は
ど
ん
な
名
前
か
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
じ
っ
さ
い
︑
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル

ク
の
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
一
八
三
六
年
一
〇
月
の
請
願
書
に
お
い
て
こ
う
訴
え
て
い
る
︒

「
私
た
ち
は
ラ
テ
ン
語
︑
ギ
リ
シ
ア
語
︑
ヘ
ブ
ラ
イ
語
︑
ド
イ
ツ
語
︑
英
語
な
ど
の
名
前
な
ら
た
し
か
に
区
別
で
き
ま
す
が
︑「
キ
リ

ス
ト
教
的
な
」
名
前
と
な
る
と
区
別
で
き
る
も
の
で
し
ょ
う
か
︒
た
し
か
に
多
く
の
ド
イ
ツ
人
は
︑
ヘ
ル
マ
ン
︑
ハ
イ
ン
リ
ヒ
︑
ジ
ー

ク
フ
リ
ー
ト
︑
ゴ
ッ
ト
ハ
ル
ト
な
ど
の
名
前
を
も
っ
て
い
ま
す
が
︑
し
か
し
こ
れ
ら
の
名
前
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
と
も
︑
ユ
ダ
ヤ
教

的
と
も
︑
イ
ス
ラ
ム
教
的
と
も
呼
ぶ
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
」︵

13
︶︒

　

さ
ら
に
︑
ド
イ
ツ
人
︵
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
︶
が
か
な
り
前
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
受
け
継
い
だ
名
前
を
も
つ
こ
と
も

あ
き
ら
か
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
対
処
に
困
り
果
て
た
ベ
ル
リ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
︑
ユ
ダ
ヤ
学
の
創
設
者
で
あ
る
レ
オ
ポ
ル

ド
・
ツ
ン
ツ
︵Leopold Zunz 1794-1886

︶
に
そ
の
博
学
な
知
識
に
よ
っ
て
こ
の
課
題
を
解
決
し
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
し
た
︒
こ

う
し
て
︑
一
八
三
六
年
一
〇
月
一
六
日
に
で
き
あ
が
っ
た
の
が
﹃
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前

│
歴
史
的
研
究
︵N

am
en der Juden: Eine 

geschichtliche U
ntersuchung

︶﹄
で
あ
る
︒
こ
の
論
文
は
︑
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
固
有
名
の
最
初
の
学
問
的
考
察
と
し
て
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
︒
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ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
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名
前
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村
岡
）

第
二
章　

レ
オ
ポ
ル
ド
・
ツ
ン
ツ
﹃
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
﹄

　

ま
ず
ツ
ン
ツ
は
み
ず
か
ら
の
著
作
の
目
的
を
こ
う
語
る
︒

「
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
名
前
は
二
つ
の
両
立
し
な
い
要
素
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
︒
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
見

解
を
さ
し
あ
た
り
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
︑
こ
の
契
機
の
起
源
と
性
格
に
つ
い
て
二
千
年
以
上
に
わ
た
る
歴
史
に
問
い
た
ず
ね
て

み
よ
う
」︵

14
︶

　

ツ
ン
ツ
は
改
革
派
の
聖
職
者
で
あ
り
︑
ユ
ダ
ヤ
教
を
近
代
科
学
の
立
場
か
ら
解
明
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
学
︵W

issenschaft des 
Judentum

s

︶
の
創
設
者
で
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
彼
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑「
文
明
国
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
は
か
っ
て
な
い
ほ
ど
の
解
放
に
近
づ

い
て
い
る
」︵
序
文
Ⅶ
︶
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
解
放
を
決
定
的
な
も
の
に
す
る
に
は
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
に
つ

い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
謬
見
を
広
め
て
い
る
反
動
勢
力
の
最
後
の
息
の
根
を
こ
の
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

と
こ
ろ
で
︑「
名
前
は
言
語
か
ら
生
の
息
吹
を
︑
歴
史
か
ら
意
味
を
︑
慣
習
か
ら
刺
激
を
受
け
と
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
名

前
は
密
か
な
歴
史
を
隠
し
も
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
暗
号
文
で
書
か
れ
た
年
代
記
で
あ
る
」︵

15
︶︒
周
知
の
よ
う
に
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
言
語
と
文

学
は
彼
ら
が
移
り
住
ん
だ
国
と
の
交
流
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
し
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
︒
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
の

歴
史
は
そ
の
ま
ま
ユ
ダ
ヤ
人
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
歴
史
で
も
あ
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑「
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
名
前
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
的

な
名
前
」
の
選
別
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
ユ
ダ
ヤ
人
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
い
か
に
無
益
で
あ
る
か
が
証
明
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

太
古
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前

　

そ
こ
で
ツ
ン
ツ
は
ま
ず
ユ
ダ
ヤ
史
の
起
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
︒
大
方
の
予
想
と
し
て
は
︑
太
古
の
ユ
ダ
ヤ
で
は
い
ま
だ
ほ
か
の
国
と



四
二

の
交
渉
が
少
な
い
だ
け
に
︑
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
的
な
名
前
や
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
名
前
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
考
え
た
く
な
る
︒
し
か
し
じ
っ
さ

い
に
は
そ
う
で
は
な
い
︒
太
古
の
時
代
か
ら
す
で
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
は
国
際
的
な
の
で
あ
る
︒

　

ペ
ル
シ
ア
時
代
︵
紀
元
前
五
三
六
～
四
三
二
年
︶
の
最
初
の
百
年
を
見
れ
ば
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
に
は
少
数
の
古
い
名
前
と
と
も
に
す

で
に
多
く
の
新
し
い
名
前
が
見
つ
か
る
︒
た
と
え
ば
︑
バ
ビ
ロ
ン
へ
の
離
散
を
意
味
す
るSerubabel

︑
イ
ラ
ン
を
意
味
す
るElam

な
ど

で
あ
る
︒
さ
ら
に
他
民
族
︑
と
り
わ
け
ア
ラ
ム
人
の
名
前
に
あ
や
か
っ
た
名
前
も
見
つ
か
る
︒
彼
ら
の
言
語
が
当
時
す
で
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語

を
圧
倒
し
は
じ
め
︑
た
と
え
ば
ア
ラ
ム
語
の
接
尾
辞ai

が
増
え
て
い
く
︵B

ebai, A
tlai, C

hagai, Ilai, Sakkai

な
ど
︶︒
名
前
全
体
が
ア

ラ
ム
語
の
語
根
を
借
用
し
︑
ア
ラ
ム
的
な
色
彩
を
も
つ
も
の
︵M

eschesabel, M
ehatabel

︶︑
ア
ラ
ム
語
的
な
活
用
を
も
つ
も
の

︵Scherebja, Sbina, C
hatitann

な
ど
︶
も
あ
る
︒　

バ
ビ
ロ
ニ
ア
人
や
ペ
ル
シ
ア
人
か
ら
も
名
前
が
借
用
さ
れ
る
︵M

ordechai, 
B

eltschazar, Schenazar, Scheschbazar

な
ど
︶︒
さ
ら
に
ま
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
のTobia, 

ア
ラ
ム
語
のR

echum

︑
カ
ル
デ
ア
語
の

Sharezer

は
︑
異
教
徒
も
ユ
ダ
ヤ
も
共
通
に
使
っ
て
い
た︵

16
︶。

　

次
の
百
年
︵
紀
元
前
四
三
二
～
三
三
〇
年
︶
に
な
る
と
︑
古
い
名
前
へ
の
逆
行
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
︑
む
し
ろ
エ
ズ
ラ
時
代
以
降
は

多
く
の
新
し
い
名
前
が
登
場
す
る
︒
た
と
え
ば
冠
詞
を
も
つ
名
前
︑H

a-katan,　

H
a-pizez ,H

a-seferet

な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る︵

17
︶。

ギ
リ
シ
ア
時
代
（
紀
元
前
三
三
〇
～
四
〇
年
）

　

ギ
リ
シ
ア
人
の
支
配
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
名
前
を
も
た
ら
し
た
︒
た
だ
し
最
初
は
高
い
身
分
の
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
に
限
ら
れ
て

い
た
︒
ヘ
ロ
デ
王
統
治
以
前
に
す
で
に
ユ
ダ
ヤ
人
は
次
の
よ
う
な
名
前
を
名
乗
っ
て
い
た
︒A

lexander , A
m

yntas, A
ndronicus, 

A
ntigonus

な
ど︵

18
︶︒
次
の
時
代
︵
紀
元
前
四
〇
年
～
紀
元 

四
七
六
年
︶
に
は
ギ
リ
シ
ア
的
名
前
の
頻
度
が
増
し
て
い
き
︑
あ
ら
ゆ
る
階

級
︑
さ
ま
ざ
ま
な
居
住
地
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
ロ
ー
マ
へ
の
依
存
が
増
す
と
︑
ア
ラ
ム
語
の
要
素
の
う

ち
に
ロ
ー
マ
的
な
言
語
の
要
素
が
入
り
こ
み
︑
ユ
ダ
ヤ
人
家
族
に
ロ
ー
マ
的
な
名
前
が
入
り
こ
ん
で
く
る
︒
た
と
え
ば
︑A

grippa, 
A

grippinus, C
astor, D

om
nus, Julianus, Titus

な
ど
で
あ
る︵

19
︶。

　

ツ
ン
ツ
は
︑
古
代
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
の
あ
り
か
た
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
︒
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「
み
ず
か
ら
が
そ
の
も
と
で
生
き
て
い
る
民
族
の
言
語
と
名
前
を
わ
が
も
の
と
す
る
と
い
う
こ
の
当
然
の
出
来
事
は
︑
だ
れ
も
ユ
ダ

ヤ
人
に
禁
じ
は
し
な
か
っ
た
し
︑
支
配
民
族
は
そ
れ
を
権
利
と
し
て
認
め
て
さ
え
い
た
︒
︙
︙
と
い
う
の
も
︑
言
語
は
太
陽
や
空
気

と
同
じ
よ
う
に
︑
階
級
や
宗
派
に
関
係
の
な
い
共
有
財
産
だ
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ユ
ダ
ヤ
人
は
遠
い
昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
国
に

定
住
し
︑
と
っ
く
の
昔
に
も
は
や
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
話
さ
な
く
な
っ
て
お
り
︑
ア
ラ
ム
語
︑
ペ
ル
シ
ャ
語
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
︑
ギ
リ
シ
ア

語
︑
ラ
テ
ン
語
を
話
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
ゴ
ー
ト
人
の
︑
異
教
徒
の
︑
カ
ナ
ン
の
奴
隷
の
名
前
を
も
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
外
国
語

の
名
前
を
妨
害
す
る
ど
こ
ろ
か
︑
み
ず
か
ら
古
い
ヘ
ブ
ラ
イ
語
名
を
ギ
リ
シ
ア
語
風
に
名
乗
っ
た
︒
︙
︙
聖
書
の
名
前
だ
け
に
限
定

す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
︒
聖
書
の
名
前
の
う
ち
二
〇
分
の
一
が
保
持
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
︑
ア
ラ

ム
語
名
や
外
国
語
名
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
」︵

20
︶。

中
世
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前

　

中
世
に
な
る
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
に
つ
れ
て
ユ
ダ
ヤ
教
へ
の
迫
害
も
激
し
く
な
る
︒

し
か
し
︑
名
前
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
︑
中
世
に
お
い
て
も
事
態
は
古
代
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
︒
中
世
前
期
︵
四
七
六
～
一
〇
〇
〇
年
︶
に

は
名
前
が
禁
止
さ
れ
た
り
︑
押
し
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
中
世
後
期
︵
一
〇
〇
〇
～
一
四
九
二
年
︶
の
全
時
代
を
通
じ

て
も
︑
好
き
な
名
前
を
付
け
る
と
い
う
権
限
に
あ
い
か
わ
ら
ず
ど
ん
な
制
限
も
な
か
っ
た
︒
一
四
九
二
年
か
ら
一
七
八
一
年
に
か
け
て
の

三
〇
〇
年
間
︑
ユ
ダ
ヤ
人
は
そ
の
国
の
慣
習
か
ら
借
用
し
た
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
を
使
用
し
て
い
た︵

21
︶︒

啓
蒙
主
義
の
一
八
世
紀

　

レ
ッ
シ
ン
グ
が
﹃
ユ
ダ
ヤ
人
﹄︵
一
七
四
九
年
︶
で
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
を
批
判
し
︑﹃
賢
者
ナ
ー
タ
ン
﹄︵
一
七
七
九
年
︶
で
キ
リ
ス
ト
教
︑

ユ
ダ
ヤ
教
︑
イ
ス
ラ
ム
教
の
共
存
を
説
い
た
と
き
に
︑
そ
し
て
ド
ー
ム
︵C

hristian W
ilhelm

 D
ohm

 1751-1820

︶
が
﹃
ユ
ダ
ヤ
人

の
市
民
的
改
善
︵Ü

ber die bürgerliche Verbesserung der Juden

︶﹄︵
一
七
八
一
年
︶
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
市
民
的
平
等
を
主
張
し
た



四
四

と
き
︑「
ユ
ダ
ヤ
人
の
市
民
生
活
と
精
神
生
活
に
新
し
い
時
代
が
始
ま
り
」︑
そ
の
影
響
は
名
前
に
ま
で
及
ん
だ
︒
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
文
明

開
化
の
影
響
で
︑Fisslin, Itel, H

ossel, K
osm

an, M
ezo, M

esa, Pupelin, Salgund, Seklin

な
ど
の
古
め
か
し
い
名
前
を
捨
て
は

じ
め
た
が
︑
ユ
ダ
ヤ
人
も
こ
れ
を
倣
い
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
名
前
を
名
乗
り
は
じ
め
た
︒

「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
固
有
の
名
前
」
は
存
在
し
な
い

　

レ
オ
ポ
ル
ド
・
ツ
ン
ツ
は
こ
の
よ
う
に
二
千
年
に
わ
た
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
の
歴
史
を
概
観
し
た
の
ち
に
︑
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
︒

「
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
名
前
を
聖
書
か
ら
借
用
し
て
き
た
と
い
う
主
張
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
る
」︵

22
︶。

　

と
こ
ろ
で
ツ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
︑
ユ
ダ
ヤ
人
が
非
難
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
ユ
ダ
ヤ
人
が
古
来
の
名
前
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
か
ら
で
は

な
い
︒
告
発
者
が
嘆
い
て
い
る
の
は
︑
ユ
ダ
ヤ
人
も
ま
た
ル
ド
ル
フ
や
オ
ッ
ト
と
名
乗
り
︑
だ
れ
もPedahzur, Eljachba, 

M
etuschelach

と
名
乗
ら
な
い
の
で
︑
名
前
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
ド
イ
ツ
人
の
見
分
け
が
つ
き
に
く
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ

に
た
い
し
て
ツ
ン
ツ
は
こ
う
や
り
か
え
す
︒「
そ
の
︹
ド
イ
ツ
人
の
︺
告
発
者
は
ど
う
し
て
フ
ラ
ン
ツ
と
名
乗
り
︑
途
方
も
な
い
古
代
に

も
と
づ
い
てW

eringoz, Ingrerod, A
rngrim

な
ど
と
は
名
乗
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
わ
れ
わ
れ
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
ユ
ダ
ヤ
人

憎
悪
の
匂
い
が
す
る
よ
う
で
あ
る
」︵

23
︶。

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
固
有
の
名
前
」
は
存
在
し
な
い

　
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
固
有
の
名
前
」
と
い
う
主
張
が
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
か
ぎ
り
ば
か
げ
た
主
張
で
あ
る
と
し
て
も
︑「
キ
リ
ス
ト
教
徒
固
有

の
名
前
」
は
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
ツ
ン
ツ
は
こ
れ
も
ま
た
き
っ
ぱ
り
と
否
定
す
る
︒

「
キ
リ
ス
ト
教
は
精
神
に
足
場
を
お
く
教
説
で
あ
り
見
解
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ど
ん
な
土
地
も
言
語
も
民
族
を
具
現
し
て
は
い
な
い
︒
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︙
︙
し
た
が
っ
て
︑
イ
ス
ラ
ム
教
の
︑
一
神
教
の
︑
ル
タ
ー
派
の
言
語
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
言
語
と
い
う
も
の

は
存
在
し
な
い
︒
名
前
は
ま
ず
は
な
ん
ら
か
の
民
族
と
言
語
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
教
会
や
教
義
に
属
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
︑

あ
れ
こ
れ
の
政
治
的
や
宗
教
的
な
見
解
に
属
す
る
も
の
で
も
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
な
名
前
な
ど
と
い
う
も
の
も

け
っ
し
て
存
在
し
な
い
」︵

24
︶︒

　

そ
れ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
名
前
」
を
歴
史
か
ら
見
る
の
で
は
な
く
︑「
現
在
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
や
洗
礼
名
と

し
て
使
っ
て
い
る
名
前
」
と
理
解
し
て
み
よ
う
︒
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
︑
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
話
を
限
ろ
う
︒

　

ツ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
場
合
の
名
前
は
二
つ
に
分
類
で
き
る
︒
ド
イ
ツ
語
の
名
前
か
︑
外
国
に
起
源
を
も
つ
か
で
あ
る
︒
ま
ず
前
者

だ
と
し
て
み
よ
う
︒
ド
イ
ツ
語
の
名
前
は
そ
れ
を
異
教
の
も
と
で
︹
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
以
前
に
︺
生
み
だ
し
た
ド
イ
ツ
語
に
属
し
︑
ド

イ
ツ
語
を
母
語
と
し
て
認
め
る
す
べ
て
の
人
に
与
え
ら
れ
る
自
由
な
財
産
で
あ
り
つ
づ
け
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と

そ
の
財
産
を
失
う
こ
と
が
な
い
︒
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
語
の
名
前
に
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
名
前
」
は
あ
り
え
な
い
︒

　

で
は
外
国
由
来
の
名
前
は
ど
う
か
︒
外
国
語
の
名
前
は
聖
書
的
で
あ
る
か
︑
そ
う
で
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
︒
前
者
の
ば
あ
い
︑

ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
名
前
は
旧
約
聖
書
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
名
前
は
新
約
聖
書
に
帰
せ
ら
れ
る
が
︑
旧
約
聖
書
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
の
独
占

的
供
給
源
で
は
な
い
こ
と
は
す
で
に
立
証
さ
れ
た
が
︑
新
約
聖
書
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
名
前
の
供
給
源
で
は
な
い
︒「
新
約
聖
書
の

名
前
に
し
て
も
︑
そ
こ
に
登
場
す
る
イ
エ
ス
の
信
奉
者
た
ち
は
み
ず
か
ら
の
名
前
を
︑
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
︑
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
の
両
親

か
ら
受
け
と
る
か
︑
異
教
に
お
い
て
︑
つ
ま
り
異
教
徒
の
両
親
か
ら
受
け
と
る
か
し
た
の
で
あ
り
︑
し
か
も
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
そ

れ
を
捨
て
去
り
は
し
な
か
っ
た
」︵

25
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
た
と
え
ばA

dam
 , A

bel, A
ndrew

a, Elisabeth, Em
m

anuel, Jesus, 
Joachim

, Johannes, Paulus, Petrus, Phillipp, Thom
as

な
ど
の
名
前
が
︑
ユ
ダ
ヤ
的
か
キ
リ
ス
ト
教
的
か
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
︑
ユ
ダ
ヤ
的
な
名
前
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
聖
書
以
外
の
外
国
語
の
洗
礼
名
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
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「
そ
れ
以
外
の
外
国
語
の

0

0

0

0

洗
礼
名
に
た
い
す
る
独
占
的
な
請
求
権
と
な
る
と
ま
す
ま
す
都
合
が
悪
い
︒
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
種
の
名
前

は
ま
だ
八
〇
〇
年
も
た
っ
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
は
一
二
世
紀
以
前
に
は
現
わ
れ
な
い
︒
そ
し
て
︑
十
字
軍
遠
征
と
修
道
院
や
宗
教
権
力

の
増
大
以
来
の
聖
人
伝
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
一
般
的
に
な
っ
た
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
は
千
年
前
か
ら
︑
ロ
ー
マ
キ
リ
ス
ト

教
徒
︙
︙
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
知
っ
た
と
き
か
ら
こ
の
名
前
の
所
有
者
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
じ
っ
さ
い
︑
数
千
年
の
人
類
史
を
見
れ
ば
︑

ド
イ
ツ
で
も
ほ
か
の
国
で
も
︑
き
わ
め
て
縁
遠
い
地
域
の
名
前
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
な
ぜ
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
が
そ
う
で
な
い

こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
ユ
ダ
ヤ
人
こ
そ
は
み
ず
か
ら
の
名
前
を
︑
古
い
名
誉
あ
る
外
傷
の
傷
跡
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ

ら
の
名
前
は
血
と
涙
を
へ
て
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
の
で
あ
る
」︵

26
︶︒

こ
う
し
て
︑
最
後
に
レ
ン
ツ
は
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
︑
こ
の
著
作
を
締
め
く
く
る
︒

「
人
間
で
は
な
く
神
が
与
え
た
も
の
に
た
い
す
る
権
利
を
苦
労
し
て
勝
ち
と
る
と
い
う
の
は
な
ん
の
た
め
だ
ろ
う
か
︒
肉
体
と
魂
︑

空
気
と
言
語
︑
精
神
と
感
情
は
万
人
の
不
可
侵
の
財
産
で
あ
る
︒
名
前
の
所
有
も
名
前
の
選
択
も
両
親
と
家
族
の
神
聖
な
権
利
で
あ

り
︑
ど
の
よ
う
な
法
律
的
行
為
も
そ
れ
を
侮
辱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
人
倫
を
促
進
す
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
し
︑
無
秩
序
を
阻
止
す
る
こ
と
に
も
︑
ど
ん
な
宗
教
に
も
繁
栄
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
ら
な
い
︒
キ
リ
ス
ト
教
は
愛
と
認
識

の
た
め
に
登
場
し
た
の
で
あ
り
︑
み
ず
か
ら
の
信
者
を
特
別
扱
い
す
る
た
め
で
は
な
い
」︵

27
︶︒

　

し
か
し
︑
ツ
ン
ツ
の
こ
う
し
た
提
言
は
︑
一
九
世
紀
の
最
後
の
三
〇
年
間
に
ふ
た
た
び
激
し
く
な
っ
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
よ
っ
て
無
視

さ
れ
て
し
ま
う
︒
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
ド
イ
ツ
社
会
に
溶
け
こ
み
︑
そ
れ
ま
で
彼
ら
を
識
別
す
る
標
識
で
あ
っ
た
衣
服
︑
儀
礼
的
食
事
習
慣
︑

独
自
の
祝
祭
日
︑
特
殊
な
言
語
表
記
︵
ヘ
ブ
ラ
イ
語
︑
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
︶
を
改
め
て
い
く
に
つ
れ
て
︑
最
後
の
標
識
と
し
て
残
っ
た
の

は
「
名
前
」︑
と
り
わ
け
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
だ
け
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
た
ち
は
︑
あ
く
ま
で
「
ユ
ダ
ヤ
的
」
名
前
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の
存
在
を
主
張
し
て
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
変
名
の
権
利
を
奪
お
う
と
し
た
︒
こ
う
し
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
決
定
的
な
勝
利
を
あ
き
ら
か
に
し
た

の
が
一
八
九
四
年
三
月
一
二
日
の
勅
令
で
あ
る
︒

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
の
変
名
の
申
請
は
︙
︙
十
分
な
理
由
が
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
よ
り
よ
い
生
計
を
目
的
と

し
て
︑
あ
る
い
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
顧
慮
し
て
︑
ユ
ダ
ヤ
出
自
を
示
す
名
前
を
別
の
名
前
と
交
換
す
る
ば
あ
い
に
は
︑
そ
う
し
た
申

請
は
十
分
な
理
由
を
も
つ
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」︵

28
︶︒

　

一
八
九
八
年
八
月
一
五
日
に
は
︑
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
の
勝
手
な
変
名
も
罰
せ
ら
れ
︑
一
九
〇
三
年
九
月
二
五
日
に
は
︑
キ
リ
ス
ト
教

に
改
宗
す
る
さ
い
に
変
名
す
る
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
の
権
利
も
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
あ
く
ま
で
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
「
ユ
ダ
ヤ
人

の
」
名
前
を
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

　

だ
が
世
紀
転
換
期
ご
ろ
に
な
る
と
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
に
も
新
し
い
動
き
が
現
わ
れ
る
︒
彼
ら
の
ほ
う
で
も
「
ド
イ
ツ
人
の
名
前
」
を
捨

て
て
︑「
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
」
を
付
け
よ
う
と
い
う
主
張
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
動
き
を
促
進
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
シ
オ

ニ
ズ
ム
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
Ｒ
・
ブ
レ
ー
ラ
ー
と
い
う
人
物
が
雑
誌
﹃
世
界
﹄︵
一
九
〇
二
年
七
月
四
日
︑
第
二
七
号
︶
に
「
ユ
ダ
ヤ

人
の
名
前
に
つ
い
て
」
と
い
う
記
事
を
寄
せ
て
い
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑「
自
分
た
ち
の
先
祖
の
名
前
を
保
持
す
る
こ
と
は
︑
い
ま
や
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
先
祖
へ
の
誇
り
と
い
う
喜
ば
し
い
感
情
で
わ
れ
わ
れ
を
新
た
に
満
た
し
︑
こ
の
受
け
継
が
れ
て
き
た
血
統

全
体
の
絆
を
確
か
な
も
の
に
す
る
の
に
役
立
つ
」
だ
け
で
は
な
い
︒「
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
名
前
は
︑︹
全
世
界
に
散
ら
ば
っ
た
︺
わ
れ
わ
れ
を

ふ
た
た
び
一
つ
に
統
一
し
」︑「
ア
ラ
ビ
ア
に
住
む
ユ
ダ
ヤ
の
ベ
ト
ウ
ィ
ン
人
と
︑
ロ
ン
ド
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
紳
士
が
お
た
が
い
に
握
手
」
で

き
る
よ
う
に
す
る︵

29
︶︒

　

だ
が
︑
こ
れ
と
は
対
照
的
な
理
由
で
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
」
が
求
め
ら
れ
る
ば
あ
い
も
あ
る
︒
ク
ロ
ア
チ
ア
人
︑
チ
ェ
コ
人
︑
ト
ル
コ

人
な
ど
多
民
族
が
暮
ら
す
ボ
ス
ニ
ア
地
方
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
グ
ス
タ
フ
・
ザ
イ
デ
マ
ン
は
︑﹃
世
界
﹄
に
「
わ
れ
わ
れ
は
子
ど
も
に
ど

ん
な
名
前
を
付
け
る
べ
き
か
」
と
い
う
記
事
を
投
稿
し
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
を
付
け
る
べ
き
だ
と
結
論
す
る
︒
ユ
ダ
ヤ
人
が
ほ
か
の
民
族
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と
共
生
す
る
た
め
に
も
っ
と
も
た
い
せ
つ
な
の
は
中
立
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
彼
が
そ
の
地
で
有
力
な
ほ
か
の
民
族
の
名

前
を
付
け
れ
ば
︑
そ
れ
が
理
由
で
ほ
か
の
民
族
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
り
弾
圧
さ
れ
た
り
し
か
ね
な
い
︒
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
ほ
か
の
地
に

移
住
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
が
︑
自
分
の
出
身
地
の
有
力
な
名
前
を
付
け
て
し
ま
え
ば
︑
移
住
地
で
は
よ
そ
者
と
か
敵
と
み
な
さ
れ
る
危

険
性
が
あ
る
︒
そ
れ
に
︑
鉤
鼻
な
ど
ユ
ダ
ヤ
人
の
身
体
的
な
特
性
は
隠
せ
な
い
の
に
︑
ユ
ダ
ヤ
人
ら
し
く
な
い
名
前
を
付
け
て
い
れ
ば
︑

逆
に
み
ず
か
ら
の
劣
等
感
を
暴
露
し
︑
軽
蔑
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
つ
ま
り
ザ
イ
デ
マ
ン
は
︑
シ
オ
ニ
ス
ト
の
よ
う
に
全
世
界
に
離
散
し

て
い
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
統
一
の
た
め
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
ほ
か
の
民
族
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
名
前
」
を
必
要

と
し
て
い
る
の
で
あ
る︵

30
︶︒

　

し
た
が
っ
て
︑
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
「
名
前
」
は
た
ん
な
る
言
語
学
的
な
関
心
の
対
象
で
は
な
い
し
︑
自
分
た
ち
の
宗
教
や
歴
史
の
独

自
性
を
理
解
す
る
鍵
で
あ
る
だ
け
で
も
な
い
︒
そ
れ
は
さ
ら
に
︑
同
化
か
民
族
的
自
立
か
︑
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
か
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
︑

自
分
た
ち
が
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
て
い
く
べ
き
か
を
左
右
す
る
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
二
〇
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
思
想
家
た

ち
は
「
名
前
」
の
問
題
を
避
け
て
通
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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