
五
三

紀
元
千
年
の
歴
史
記
述
に
お
け
る
異
端
像

一．

は
じ
め
に

「
紀
元
千
年
の
問
題
」
は
フ
ラ
ン
ス
や
英
米
圏
の
研
究
者
を
中
心
に
活
発
に
議
論

さ
れ
、
封
建
社
会
の
構
造
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
認
識
を
刷
新
し
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る

「
封
建
革
命
論
」
と
「
紀
元
千
年
の
恐
怖
」
を
め
ぐ
る
論
争
が
そ
れ
で
あ
るq

。
そ
の

な
か
で
、「
紀
元
千
年
」
前
後
に
フ
ラ
ン
ス
、
北
イ
タ
リ
ア
を
中
心
に
現
れ
、
二
〇
、

三
〇
年
代
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
一
一
世
紀
前
半
の
異
端
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
こ
の
異
端
は
す
で
に
戦
後
の
研
究
の
な
か
で
西
欧
史
上
に
お
け
る
「
民
衆
異
端

の
誕
生
」
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、「
紀
元
千
年
の
問
題
」

を
め
ぐ
る
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
こ
の
点
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
従
来
と

は
異
な
っ
た
歴
史
的
次
元
を
与
え
ら
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
傾
向
に
対
す
る
批
判
的

な
検
討
を
同
時
代
史
料
の
な
か
に
読
み
取
れ
る
異
端
の
表
象
の
考
察
と
い
う
、
い
さ

さ
か
迂
回
的
な
方
法
で
行
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
を
と
る
に
い

た
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
西
欧
史
上
最
初
の
異
端
諸
集
団
を

め
ぐ
る
研
究
現
状
に
つ
い
て
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

二．

研
究
史
的
前
提

一
一
世
紀
の
教
会
人
は
目
の
前
に
出
現
し
た
異
端
を
、
後
期
古
代
の
教
父
た
ち
が

残
し
た
異
端
カ
タ
ロ
グ
に
し
た
が
っ
て
「
マ
ニ
教
徒
」
と
み
な
し
た
。
近
代
の
実
証

主
義
的
な
歴
史
研
究
の
確
立
を
う
け
た
一
九
世
紀
後
半
以
来
の
本
格
的
な
中
世
異
端

研
究
は
、
基
本
的
な
異
端
関
連
史
料
の
探
索
と
批
判
的
校
訂
と
い
う
点
で
大
き
な
達

成
を
残
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
マ
ニ
教
徒
」
と
い
う
同
時
代
史
料
の
記
述
に
し

た
が
っ
て
長
い
間
い
わ
ゆ
る
「
中
世
マ
ニ
教
の
神
話
」
に
支
配
さ
れ
て
き
た
。
す
な

わ
ち
、
古
代
か
ら
の
伝
統
の
存
続
か
、
あ
る
い
は
東
方
の
ボ
ゴ
ミ
ル
異
端
の
宣
教
師

を
つ
う
じ
て
か
、
い
ず
れ
か
の
経
路
で
一
一
世
紀
に
マ
ニ
教
的
な
二
元
論
セ
ク
ト
が

現
れ
、
や
が
て
一
二
世
紀
に
カ
タ
リ
派
と
し
て
教
会
の
存
立
を
脅
か
す
よ
う
な
神

話
・
教
義
・
組
織
を
備
え
た
対
抗
教
会
を
形
成
す
る
に
い
た
る
、
とw

。
こ
こ
で
は
一

一
世
紀
の
異
端
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
は
異
質
な
外
部
か
ら
の
影

響
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
セ
ク
ト
の
形
成
の
前
史
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

し
か
し
、
第
二
次
大
戦
後
、
次
第
に
こ
う
し
た
図
式
へ
の
批
判
が
強
ま
っ
た
。
二

つ
の
国
際
的
研
究
集
会
が
「
中
世
マ
ニ
教
神
話
」
の
解
体
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
五
五
年
に
ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
第
一
〇
回
国
際
歴
史

学
会
と
、
一
九
六
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
で
Ｊ
・
ル
ゴ
フ
が
主
催
し

た
「
異
端
と
社
会
」
を
め
ぐ
る
国
際
研
究
集
会
と
で
あ
るe

。
こ
の
二
つ
の
学
会
を
節

目
と
し
て
、
一
一
世
紀
に
お
け
る
異
端
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
、
カ
タ
リ
派
研
究
の
第

一
人
者
Ａ
・
ド
ン
デ
ー
ヌ
と
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
中
世
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
を
刷

新
し
た
Ｒ
・
モ
ル
ゲ
ン
と
の
間
に
起
き
た
熾
烈
な
論
争
は
、
そ
の
後
の
研
究
の
発
展

に
決
定
的
な
刺
激
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
今
日
で
も
語
り
草
に
な
っ
て
い
る
。
ド

ン
デ
ー
ヌ
は
西
欧
異
端
と
ボ
ゴ
ミ
ル
異
端
に
関
す
る
同
時
代
証
言
を
比
較
す
る
方
法
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に
よ
っ
て
再
武
装
し
た
「
中
世
マ
ニ
教
神
話
」
を
擁
護
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
モ

ル
ゲ
ン
は
異
端
が
外
部
か
ら
の
移
入
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
一
一
世
紀
西
欧
内
部
に

お
け
る
民
衆
の
福
音
的
覚
醒
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
批
判
を
展
開
し
た
の
で
あ

るr

。こ
の
論
争
に
と
っ
て
象
徴
的
だ
っ
た
の
は
、
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
の
学
会
で
の
モ
ル

ゲ
ン
報
告
に
対
す
る
ル
ゴ
フ
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。「
こ
の
基
本
的
主
張
は
わ
れ
わ

れ
の
研
究
集
会
に
新
し
い
次
元
を
加
え
、
ま
た
そ
の
方
向
性
を
正
当
化
す
る
も
の
で

あ
る
。」t

モ
ル
ゲ
ン
の
立
場
は
こ
こ
で
大
筋
に
お
い
て
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
受

け
入
れ
ら
れ
、
彼
の
民
衆
異
端
論
は
多
大
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九

七
〇
年
ま
で
に
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
歴
史
像
が
定
着
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
一
一
世
紀
に
お
い
て
民
衆
の
福
音
的
覚
醒
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
表
現

と
し
て
異
端
が
成
立
し
、
そ
れ
が
準
備
し
た
土
壌
の
上
に
一
一
四
〇
年
代
以
降
に
初

め
て
二
元
論
的
な
ボ
ゴ
ミ
ル
異
端
の
影
響
の
も
と
に
カ
タ
リ
派
が
登
場
す
る
、
とy

。

現
在
の
立
場
か
ら
振
り
返
る
と
、
こ
の
論
争
の
帰
趨
を
越
え
て
共
通
の
方
法
論
的

な
問
題
が
そ
こ
に
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
い
ず
れ
も
、
自
ら
の
前

提
に
あ
る
異
端
像
（
二
元
論
的
マ
ニ
教
的
異
端
あ
る
い
は
民
衆
の
福
音
的
覚
醒
）
に
適
合

す
る
デ
ー
タ
を
関
連
史
料
か
ら
拾
い
出
し
、
あ
る
史
料
を
別
の
史
料
で
補
足
す
る
形

で
一
種
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
Ａ
・
フ
ル
ゴ
ー
ニ
が

『
一
二
世
紀
史
料
に
お
け
る
ア
ル
ノ
ル
ド
・
ダ
・
ブ
レ
ッ
シ
ア
』
の
序
文
で
批
判
し

た
よ
う
なu

、
中
世
異
端
研
究
に
お
け
る
「
文
献
学
的
組
み
合
わ
せ
」
の
典
型
例
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
史
料
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
的
・
内
在
的
文
脈
が
無
視
さ
れ
、
自
ら
の

テ
ー
ゼ
に
都
合
の
よ
い
「
事
実
デ
ー
タ
」
が
断
片
的
に
切
り
離
さ
れ
て
研
究
者
の
テ

ー
ゼ
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
断
片
は
そ
れ
ぞ
れ
「
二
元
論
的
異
端
セ

ク
ト
」
な
い
し
「
福
音
的
覚
醒
に
よ
っ
て
教
会
に
反
発
す
る
民
衆
」
と
い
う
現
実
に

対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
一
見
し
て
逆
説
的
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
ア
プ
リ
オ

リ
な
前
提
か
ら
出
発
す
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
を
も
っ
ぱ
ら
歴
史
的
事
実
を
再
構
成
す

る
た
め
の
デ
ー
タ
の
鉱
床
と
し
て
み
る
「
実
証
主
義
的
な
」
読
解
の
態
度
に
特
徴
的

な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
七
〇
年
代
前
半
に
一
一
世
紀
の
異
端
を
紀
元
千
年
の
西
欧
の
宗
教

的
・
文
化
的
・
政
治
的
・
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
位
置
づ
け
を
試
み
た
重

要
な
研
究
が
集
中
的
に
現
れ
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
す
で
に
筆
者
は
こ
の
段
階

で
の
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
一
一
世
紀
異
端
の
解
釈
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
の
で
詳

し
い
論
及
を
避
け
る
がi

、
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
点
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ま
ず
、
テ
ク
ス

ト
を
可
能
な
限
り
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
共
通
の
志

向
で
あ
る
。
次
に
、
モ
ル
ゲ
ン
と
そ
の
学
派
の
「
民
衆
異
端
」
論
に
対
し
て
い
く
つ

か
の
批
判
が
提
出
さ
れ
た
。
第
一
に
、
こ
の
異
端
は
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
知
的
・
文
化

的
ル
ネ
サ
ン
ス
、
と
く
に
そ
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
復
興
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と

が
、
テ
ク
ス
ト
分
析
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
こ
と
（
Ｇ
・
ク
ラ
ッ
コ
、
Ｈ
・
タ
ヴ
ィ
ア

ー
ニ
、
Ｃ
・
ヴ
ィ
オ
ラ
ン
テ
、
Ｒ
・
Ｈ
・
ボ
ー
テ
ィ
エ
）。
第
二
に
、
オ
ル
レ
ア
ン
の
異

端
に
つ
い
て
地
域
の
政
治
的
な
権
力
関
係
が
異
端
問
題
の
重
要
な
文
脈
で
あ
る
こ
と

が
、
ボ
ー
テ
ィ
エ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
とo

。
以
上
の
認
識
に
よ
っ
て
、
一

一
世
紀
の
異
端
を
単
純
に
「
民
衆
異
端
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
対
す
る
重
要
な
留
保

が
な
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
英
語
圏
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
第
一
人
者
、

Ｒ
・
Ｉ
・
ム
ア
は
こ
う
し
た
留
保
を
意
識
し
て
、
民
衆
異
端
の
本
格
的
で
持
続
的
な

歴
史
の
始
点
を
む
し
ろ
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
後
に
置
い
て
い
る!0

。

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
封
建
革
命
」「
紀
元
千
年
の
革

命
」
論
の
影
響
の
下
に
、
と
く
に
ア
キ
テ
ー
ヌ
の
神
の
平
和
運
動
と
の
関
連
で
、
最

近
「
民
衆
異
端
」
の
問
題
は
従
来
と
は
異
な
っ
た
視
角
か
ら
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
き
た!1

。
そ
の
際
、
新
し
い
光
は
異
端
自
体
の
研
究
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ

を
規
定
し
た
と
さ
れ
る
大
き
な
社
会
的
・
宗
教
的
現
実
（
神
の
平
和
）
の
認
識
か
ら

の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
、
こ
の
研
究
方
向
は
、
Ｊ
―

Ｐ
・
ポ
リ
ィ
と
Ｅ
・
ブ
ル

ナ
ゼ
ル
に
よ
っ
て
一
九
八
〇
年
に
、
そ
の
後
の
「
封
建
革
命
論
」
の
論
争
の
き
っ
か

五
四
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け
と
も
な
っ
た
研
究
の
な
か
で
提
示
さ
れ
て
い
た!2

。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
異
端
は
領
主

権
力
の
暴
力
的
確
立
の
過
程
（「
封
建
革
命
」）
に
対
す
る
社
会
的
反
抗
の
宗
教
的
表

現
で
あ
り
、
こ
の
点
で
同
時
期
の
神
の
平
和
運
動
と
相
互
に
共
振
し
な
が
ら
展
開
し

た
。
こ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
Ｒ
・
ラ
ン
デ
ス
で

あ
る!3

。
彼
は
、「
紀
元
千
年
」
の
接
近
と
と
も
に
民
衆
の
間
に
潜
在
し
て
い
た
終
末

論
的
期
待
が
先
鋭
化
し
た
と
い
う
仮
説
の
も
と
に
、
神
の
平
和
運
動
が
民
衆
の
千
年

王
国
的
な
終
末
論
的
期
待
に
支
え
ら
れ
た
反
封
建
的
な
民
衆
宗
教
運
動
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
た
。
そ
し
て
異
端
を
こ
の
運
動
の
急
進
的
分
子
と
し
て
位
置
づ
け
、
異
端

と
神
の
平
和
運
動
の
関
係
を
さ
ら
に
密
接
に
結
び
つ
け
た
。
一
〇
二
〇
年
代
に
ア
キ

テ
ー
ヌ
を
中
心
に
し
て
異
端
は
神
の
平
和
運
動
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ

め
て
広
範
な
民
衆
異
端
と
し
て
発
現
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
異
端

と
は
最
初
の
期
待
を
裏
切
ら
れ
、
教
会
か
ら
決
定
的
に
離
脱
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
黙

示
録
的
終
末
論
者
で
あ
り
、
終
末
の
時
を
迎
え
る
た
め
に
純
粋
な
使
徒
的
生
活
を
送

り
、
原
初
の
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
回
帰
し
よ
う
と
し
た
人
々
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
民
衆
運
動
と
し
て
の
神
の
平
和
と
い
う
宗
教
的
社
会
的
現

実
へ
の
認
識
か
ら
出
発
し
て
、「
民
衆
異
端
」
の
再
評
価
に
い
た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
異
端
自
体
の
理
解
は
両
者
と
も
に
旧
来
の
見
解
を
基
本
的
に
は
踏

襲
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
リ
ィ
ら
は
マ
ニ
教
的
二
元
論
の
組
織

的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
み
な
し
、
ラ
ン
デ
ス
は
福
音
的
覚
醒
に
よ
る
使
徒
的
生
活
の
運

動
を
（
千
年
王
国
的
終
末
待
望
と
い
う
点
で
新
し
い
要
素
を
加
え
つ
つ
）
そ
こ
に
み
る
。

モ
ル
ゲ
ン
ら
の
民
衆
異
端
論
と
の
違
い
は
、「
封
建
革
命
」
に
よ
る
民
衆
運
動
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
端
の
民
衆
的
次
元
に
新
た
な
意
味

と
広
が
り
を
与
え
た
こ
と
に
存
す
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
研
究
者
の
関
心
の
焦
点
は
異
端
自
体
か
ら
紀
元
千
年
の
社
会
的

現
実
へ
と
移
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
こ
れ
に
は
中
世
異
端
史
研
究
に
お
け
る
最
近

の
「
言
語
論
的
転
回
」
が
深
く
関
連
し
て
い
る
。
史
料
は
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
の

デ
ー
タ
を
汲
み
取
る
素
材
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
を
テ
ク
ス
ト
的
に
構
築
し
た
も

の
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
歴
史
研
究
に
お
け
る
「
言
語
論
的
転

回
」
の
要
請
は
、
大
部
分
の
ケ
ー
ス
で
正
統
側
の
歪
め
ら
れ
た
記
録
し
か
持
た
な
い

異
端
研
究
に
と
っ
て
は
不
可
避
の
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
ま
で
ほ
と

ん
ど
真
剣
な
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
こ
な
か
っ
た!4

。
お
そ
ら
く
最
初
の
契
機
と
な
っ

た
の
は
、
す
で
に
触
れ
た
英
語
圏
に
お
け
る
民
衆
異
端
論
者
Ｒ
・
Ｉ
・
ム
ア
の
『
迫

害
社
会
の
形
成
』（
一
九
八
七
年
）
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る!5

。
そ
の
後
の
研
究
に
多

大
の
影
響
を
与
え
た
こ
の
本
の
な
か
で
、
ム
ア
は
異
端
自
体
と
い
う
よ
り
は
異
端
に

対
す
る
社
会
の
態
度
を
中
心
テ
ー
マ
に
据
え
、
反
異
端
言
説
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
。

さ
ら
に
、
最
近
に
な
っ
て
こ
の
方
向
で
の
テ
ク
ス
ト
の
検
討
が
組
織
的
に
提
起
さ
れ
、

史
料
の
読
解
に
重
要
な
転
回
が
起
き
た
。
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
南
仏

の
ニ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
た
研
究
セ
ミ
ナ
ー
は
、「
反
異
端
文
献
は
異
端
に
よ
っ
て
突

き
つ
け
ら
れ
た
諸
問
題
の
直
接
の
反
映
と
い
う
よ
り
は
、
教
会
の
言
説
的
構
築
物
で

あ
る
と
い
う
仮
説
か
ら
出
発
し
て
」、
異
端
が
テ
ク
ス
ト
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
い
か
に
表

象
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
が
た
ん
に
指
示
対
象
で
あ
る
「
現
実
」
を
歪

め
る
レ
ン
ズ
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た
指
示
対
象
じ
た
い
が
想
像
力
の
産
物
で

あ
る
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
異
端
審
問
制
度
成
立
以
前
の

テ
ク
ス
ト
を
対
象
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る!6

。
一
一
世
紀
の
異
端
に
つ
い
て
は
と
く

に
Ｇ
・
ロ
ブ
リ
シ
ョ
ン
の
透
徹
し
た
批
評
が
重
要
で
あ
る!7

。

反
異
端
言
説
が
教
会
の
言
説
的
構
築
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
自
体
は
、
ま
っ
た
く

正
当
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
史
料
か
ら
異
端
の
内
実
に
関
し
て

知
見
を
得
る
可
能
性
に
つ
い
て
従
来
以
上
に
懐
疑
的
な
態
度
が
現
れ
、
研
究
者
の
関

心
が
異
端
自
体
か
ら
反
異
端
言
説
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
意
味
へ
と
シ
フ
ト
し
つ

つ
あ
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
。
こ
の
結
果
、
従
来
の
研
究
で
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
異
端
問
題
の
側
面
に
新
し
い
光
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
一
方
で
、
最
近
の
研
究
で
は

異
端
自
体
の
姿
は
あ
い
ま
い
な
背
景
に
退
い
た
観
は
否
め
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と

五
五
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く
に
一
一
世
紀
の
異
端
に
つ
い
て
言
え
る
。

Ｇ
・
ロ
ブ
リ
シ
ョ
ン
は
、
従
来
一
二
世
紀
の
六
〇
年
代
に
帰
せ
ら
れ
て
き
た
い
わ

ゆ
る
「
ヘ
リ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
書
簡
」
が
、
じ
つ
は
一
一
世
紀
初
頭
に
オ
ー
セ
ル
の
サ

ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
修
道
院
で
書
か
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
写
本
を
も
つ
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、
む
し
ろ
一
一
世
紀
の
異
端
と
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同

時
に
、
綿
密
な
テ
ク
ス
ト
分
析
か
ら
そ
れ
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
派
に
属
す
る
作
者
の
ク
リ

ュ
ニ
ー
改
革
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
宣
布
の
た
め
の
論
争
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
簡
は
な
に
か
特
定
の
異
端
集
団
の
現
実
に
つ
い
て
は

何
も
語
ら
ず
、
異
端
集
団
の
「
現
実
の
存
在
」
と
い
う
効
果
を
生
み
出
す
に
す
ぎ
な

い!8

。
こ
の
認
識
は
原
理
的
に
は
す
べ
て
反
異
端
言
説
で
成
り
立
ち
う
る
。
と
り
わ
け
、

断
片
的
で
曖
昧
な
一
一
世
紀
の
異
端
の
史
料
す
べ
て
に
適
用
が
可
能
で
あ
る
。
事
実
、

ム
ア
は
、
ロ
ブ
リ
シ
ョ
ン
の
問
題
提
起
を
意
識
し
て
、
最
近
の
論
文
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
は
…
社
会
的
エ
リ
ー
ト
間
の
論
争
の
増
大
す
る
緊
張
の
証

言
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
文
脈
を
批
判
的
に
検
証

す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
を
広
範
な
民
衆
異
端
の
証
言
と
し
て
読
め
る
範
囲

は
、
著
し
く
縮
減
す
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。」!9

反
異
端
言
説
か
ら
は
な
に
よ
り
も
支
配
エ
リ
ー
ト
（
司
教
、
修
道
士
、
世
俗
諸
侯
）
が

直
面
す
る
社
会
的
危
機
の
兆
候
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
、
異
端
自
体
は
テ
ク
ス
ト

の
背
景
に
退
い
て
い
く
。
ム
ア
に
よ
れ
ば
、「
民
衆
異
端
」
を
示
唆
す
る
か
に
見
え

る
言
説
は
、
じ
つ
は
領
主
の
支
配
に
苦
し
み
、
神
の
平
和
に
結
集
し
た
民
衆
の
感
情

に
対
す
る
支
配
層
の
恐
怖
の
投
影
で
あ
っ
た
。

以
上
の
議
論
が
よ
っ
て
立
つ
前
提
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
テ

ク
ス
ト
が
語
る
「
異
端
」
は
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
か
ら
の
構
築
物
で
あ
り
、

我
々
が
テ
ク
ス
ト
か
ら
直
接
に
知
り
う
る
の
は
テ
ク
ス
ト
を
産
出
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
社
会
的
現
実
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
、
異
端
か
ら
社
会
的
現
実
へ
の
関
心
の

移
行
は
、
テ
ク
ス
ト
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
に
正
当
化
さ
れ
、
さ
ら
に
徹
底

化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
は
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
異
端

非
難
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
利
用
の
例
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
議
論
の
一
定
の
真
実
を
認
め
つ
つ
も
、
別
の
道
を
探
る
必
要
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
や
異
端
の
歴
史
的
研
究
は
テ
ク
ス

ト
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
異
端
の
現
れ
方
（
表
象
）
の
分
析
ぬ
き
に
は
、
十
分
な
妥
当
性

を
主
張
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

以
下
の
各
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
的
前
提
を
踏
ま
え
て
、
同
時
代
テ
ク
ス

ト
が
提
供
す
る
異
端
像
を
考
察
し
た
い
。
焦
点
は
、
ラ
ン
デ
ス
に
代
表
さ
れ
る
神
の

平
和
運
動
研
究
と
結
び
つ
い
た
「
民
衆
異
端
の
誕
生
」
の
最
近
の
解
釈
を
支
え
て
い

る
同
時
代
の
年
代
記
の
記
述
に
置
か
れ
る
。
こ
の
時
代
の
数
少
な
い
史
料
か
ら
浮
か

び
上
が
る
異
端
の
表
象
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
議
論
を
果
た
し
て
正
当

化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
の
鏡
の
イ
メ
ー
ジ
の
交
錯
か
ら
こ
の
時
代

の
異
端
の
固
有
性
に
つ
い
て
い
か
な
る
認
識
が
可
能
か
。
こ
れ
が
問
い
で
あ
る
。

三．

修
道
士
ア
デ
マ
ー
ル
の
『
年
代
記
』
と
「
民
衆
異
端
の
誕
生
」

ラ
ン
デ
ス
の
「
民
衆
異
端
の
誕
生
」
に
関
す
る
解
釈
は
明
快
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
キ
テ
ー
ヌ
に
お
け
る
初
期
の
神
の
平
和
運
動
は
領
主
権
力
の
急
速
な
拡
大
に
抵
抗

す
る
民
衆
運
動
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
生
誕
（
あ
る
い
は
受
難
）
の
千
年
紀
と
結
び
つ

い
た
彼
ら
の
千
年
王
国
的
終
末
待
望
に
結
び
つ
い
て
い
た@0

。
こ
の
運
動
の
な
か
で
、

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
使
徒
的
生
活
の
理
想
を
掲
げ
る
異
端
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
衆
の
黙

示
録
的
期
待
に
答
え
よ
う
と
し
た@1

。「
民
衆
」
と
「
黙
示
録
的
期
待
」
と
い
う
ふ
た

つ
の
側
面
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
で
は
不
可
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
依
拠
す
る
テ
ク

ス
ト
群
を
も
つ
。
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の
修
道
士
ア
デ
マ
ー
ル
と
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
ラ
ウ

ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
は
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
群
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
章
で
は
ま
ず
、
民
衆
異
端
の
出
現
を
語
る
ア
デ
マ
ー
ル
の
記
述
を
検
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年
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歴
史
記
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る
異
端
像

討
す
る
。

ア
デ
マ
ー
ル
は
ア
ン
グ
レ
ー
ム
（
ア
キ
テ
ー
ヌ
地
方
）
の
聖
シ
バ
ー
ル
修
道
院
で

「
文
法
学
者
」
と
し
て
写
本
の
作
成
の
仕
事
に
携
わ
っ
た
が
、
と
く
に
晩
年
に
は
リ

モ
ー
ジ
ュ
の
聖
マ
ル
シ
ャ
ル
崇
拝
を
熱
狂
的
に
支
持
し
、
そ
の
使
徒
伝
説
（
ペ
テ
ロ

の
い
と
こ
で
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
の
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
）
に
も
と
づ
い
た
使
徒
典
礼
の
立

ち
上
げ
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た@2

。
彼
の
『
年
代
記
』
は
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
、

一
〇
二
八
年
頃
ま
で
の
ア
キ
テ
ー
ヌ
の
出
来
事
の
証
言
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
一

〇
一
八
年
に
異
端
が
こ
の
地
方
に
出
現
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

「
そ
の
す
ぐ
後
に
、
マ
ニ
教
徒
た
ち
が
ア
キ
テ
ー
ヌ
全
土
に
現
れ
、
民
衆
を
無
差

別
に
誘
惑
し
、
聖
な
る
洗
礼
と
十
字
架
（
さ
ら
に
教
会
と
こ
の
世
の
救
済
者
、
結
婚
と

肉
食
）、
お
よ
び
真
の
教
義
に
あ
た
る
も
の
す
べ
て
を
否
定
し
た
。
食
を
制
限
し
彼

ら
は
修
道
士
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
純
潔
を
装
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
間
で
は
実

際
に
は
あ
ら
ゆ
る
堕
落
が
行
わ
れ
、
彼
ら
は
反
キ
リ
ス
ト
の
使
者
で
あ
っ
た
。
多
く

の
単
純
な
民
を
信
仰
か
ら
逸
ら
せ
て
い
っ
た
。」（『
年
代
記
』
第
三
巻
四
九
章
）@3

こ
の
後
、
一
〇
二
二
年
に
オ
ル
レ
ア
ン
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
も
「
マ
ニ
教
徒
」
が

民
を
惑
わ
し
、
オ
ル
レ
ア
ン
で
は
国
王
の
命
令
で
処
刑
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。
さ
ら
に
、『
年
代
記
』
の
最
後
に
近
い
と
こ
ろ
で
一
〇
二
八
年
に
召
集
さ
れ

た
シ
ャ
ル
ー
教
会
会
議
の
記
述
が
く
る
。

「
こ
の
頃
、
ギ
ヨ
ー
ム
公
は
聖
な
る
シ
ャ
ル
ー
に
お
い
て
、
マ
ニ
教
徒
に
よ
っ
て

俗
衆
の
間
に
広
ま
っ
た
異
端
を
撲
滅
す
べ
く
、
司
教
た
ち
と
修
道
院
長
た
ち
の
教
会

会
議
を
招
集
し
た
。
ア
キ
テ
ー
ヌ
の
す
べ
て
の
諸
侯
た
ち
も
参
列
し
、
公
は
平
和
と

カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
擁
護
す
る
よ
う
に
彼
ら
に
命
じ
た
。」（『
年
代
記
』
第
三
巻
六
九

章
）@4以

上
の
テ
ク
ス
ト
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
マ
ニ
教
徒
」
と
い
う
教
父
時
代

の
異
端
者
名
が
同
時
代
の
異
端
に
初
め
て
適
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
異
端
者
に
関

す
る
記
述
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
反
マ
ニ
教
テ
ク
ス
ト
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る@5

。
こ
の
点
で
、
少
な
く
と
も
一
二
世
紀
初
め
ま
で
の
教
会
人
の

反
異
端
言
説
の
特
徴
の
ひ
と
つ
が
す
で
に
現
れ
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が

伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
民
衆
の
間
に
急
速
に
異
端
が
広
ま
る
こ
と
へ
の
懸
念
の
表

明
で
あ
っ
た
。
晩
年
に
な
っ
て
、
ア
デ
マ
ー
ル
は
神
の
平
和
教
会
会
議
で
の
説
教
、

討
論
の
膨
大
な
記
述
を
残
し
た
。
そ
の
大
半
は
彼
の
創
作
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
も
聖
マ
ル
シ
ャ
ル
崇
拝
、
平
和
会
議
と
な
ら
ん
で
異
端
の
民
衆
へ

の
拡
大
の
テ
ー
マ
が
強
迫
観
念
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る@6

。

従
来
、
ア
デ
マ
ー
ル
の
異
端
記
述
が
類
型
的
で
曖
昧
な
と
こ
ろ
か
ら
、
ア
キ
テ
ー

ヌ
の
異
端
は
相
対
的
に
小
さ
い
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ラ
ン
デ

ス
に
よ
れ
ば
、
ア
デ
マ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
上
最
初
の
「
民
衆
異
端
」

の
記
録
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
あ
る
い
は
南
仏
こ
そ
が
こ
の
時
代
の
異
端

運
動
の
中
心
で
あ
っ
た
。
神
の
平
和
運
動
が
「
異
端
の
巣
窟
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る@7

。

他
の
同
時
代
証
言
も
民
衆
へ
の
異
端
の
広
が
り
を
強
調
し
て
い
る
。
ア
デ
マ
ー
ル

の
伝
え
る
も
の
よ
り
も
二
年
前
に
、
一
〇
一
六
年
の
日
付
を
も
つ
ポ
ワ
テ
ィ
エ
の
聖

ヒ
ラ
リ
ウ
ス
修
道
院
の
一
証
書
は
、
こ
う
記
し
て
い
る
。「
民
衆
の
間
に
ば
か
り
で

は
な
く
、
聖
な
る
教
会
に
も
持
ち
込
ま
れ
た
ア
リ
ウ
ス
の
異
端
に
由
来
す
る
、
数
多

く
の
邪
悪
で
前
代
未
聞
の
悪
事
が
蔓
延
し
て
い
る
。」@8

さ
ら
に
、
ロ
ブ
リ
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
こ
の
時
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
ヘ
リ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
手
紙
」
に
は
、
ペ
リ

ゴ
ー
ル
の
異
端
が
「
多
数
の
民
衆
ば
か
り
で
は
な
く
、
…
聖
職
者
、
修
道
士
、
修
道

女
を
も
堕
落
さ
せ
た
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る@9

。
以
上
は
、
南
仏
に
関
す
る
証
言

で
あ
る
が
、
オ
ル
レ
ア
ン
、
モ
ン
フ
ォ
ル
テ
、
ア
ラ
ス
、
シ
ャ
ロ
ン
・
シ
ュ
ル
・
マ

ル
ヌ
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
に
も
、
異
端
が
民
衆
に
説
教
活
動
を
し
た
こ
と
を
示
唆
す

る
記
述
が
あ
る#0

。

以
上
の
累
積
か
ら
、
一
一
世
紀
に
お
け
る
「
民
衆
異
端
の
誕
生
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
う
る
の
は
、
容
易
で
あ
る
。
し
か
も
、
神
の
平
和
に
お
け
る
民
衆
の
熱
狂
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
異
端
に
結
び
つ
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し



た
推
定
は
果
た
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
デ
マ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
、
さ

ら
に
は
同
時
代
の
他
の
反
異
端
言
説
か
ら
教
会
や
支
配
エ
リ
ー
ト
に
対
立
す
る
「
民

衆
異
端
」
と
い
う
歴
史
像
を
描
く
こ
と
は
、
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
が
創
出
す
る
虚
像

を
文
字
通
り
に
現
実
と
受
け
止
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
さ
ら
に
ア
デ
マ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
異
端
像
を
検
討
し

た
い
。

ま
ず
、
異
端
は
敬
虔
で
信
心
深
い
外
観
（species

pietatis,
species

rligion
is

）

を
も
つ
が
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
お
よ
び
教
会
の
否
定

と
肉
体
の
堕
落
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
せ
か
け
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
反
異
端
言

説
に
固
有
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る#1

。「
修
道
士
の
よ
う
に
振
る
舞
い
」、
肉
食
と
結
婚

を
忌
避
し
、
禁
欲
的
な
生
活
を
送
る
異
端
は
、
当
時
の
文
字
記
録
の
大
き
な
部
分
を

占
め
て
い
た
修
道
士
に
と
っ
て
、
自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
け
る
至
高
の
地
位

を
脅
か
す
存
在
と
映
っ
た
の
で
は
な
い
か#2

。
事
実
、
異
端
の
共
同
体
が
修
道
士
的
な

生
活
を
営
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
他
の
証
言
で
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ア
ラ
ス
で
一
〇
二
五
年
初
め
に
カ
ン
ブ
レ
司
教
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
が
審
問
し

た
俗
人
た
ち
は
指
導
者
グ
ン
ド
ル
フ
ス
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
、「
こ
の
世
を
捨
て
、

肉
体
の
欲
望
を
抑
え
、
自
ら
の
手
で
日
々
の
糧
を
得
て
、
誰
を
も
傷
つ
け
ず
、
同
信

者
す
べ
て
に
慈
愛
を
抱
く
」
生
活
を
誓
っ
て
い
た
と
い
う
。
北
イ
タ
リ
ア
の
モ
ン
フ

ォ
ル
テ
の
異
端
（
一
〇
二
八
年
）
に
つ
い
て
も
、
約
半
世
紀
後
の
テ
ク
ス
ト
（
ラ
ン
ド

ル
フ
ス
『
ミ
ラ
ノ
の
歴
史
』）
が
絶
対
的
な
禁
欲
と
祈
り
、
財
の
共
同
の
生
活
を
報
告

し
て
い
る#3

。

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
外
観
と
現
実
（
真
実
）
と
い
う
異
端
に
つ
い
て

の
読
解
は
、
こ
の
時
代
の
聖
職
者
、
と
く
に
修
道
士
の
著
作
家
た
ち
が
聖
書
を
初
め

と
す
る
過
去
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
き
の
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
読
解
格
子
と
同
じ
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
文
書
作
成
の
知
と
技
術
が
彼
ら
の
ス
ク
リ
プ
ト
リ
ア

（
写
字
室
）
に
限
ら
れ
、
伝
統
規
範
に
縛
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
修
道
士
た
ち
は
地
上

の
物
質
的
現
実
と
天
上
の
霊
的
現
実
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
専
門
家
と
し

て
、
世
界
と
書
物
の
な
か
に
隠
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
た#4

。

異
端
の
敬
虔
さ
の
外
見
に
は
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
隠
さ
れ
た
意
味
が
解
読
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

隠
さ
れ
た
意
味
と
は
、
異
端
が
「
反
キ
リ
ス
ト
の
使
者
」
で
あ
り
、
悪
魔
的
な
現

象
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｍ
・
ブ
レ
ッ
カ
ー
や
Ａ
・
ヴ
ォ
シ
ェ
ら
が
詳
細
に
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
、
ア
デ
マ
ー
ル
を
は
じ
め
と
し
て
一
一
世
紀
の
反
異
端
言
説
は
一

貫
し
て
異
端
を
悪
魔
と
結
び
つ
け
て
い
る#5

。

こ
の
関
連
で
は
ア
デ
マ
ー
ル
が
オ
ル
レ
ア
ン
の
異
端
を
描
い
た
箇
所
が
重
要
で
あ

る
。
少
し
長
い
が
引
用
し
よ
う
。「
こ
の
頃
（
一
〇
二
二
年
）、
他
の
者
よ
り
敬
虔
に

見
え
た
一
〇
人
の
聖
堂
参
事
会
員
が
実
は
マ
ニ
教
徒
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
彼

ら
は
信
仰
の
道
に
戻
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
、
国
王
ロ
ベ
ー
ル
は
彼
ら
か
ら
司
祭

の
品
級
を
剥
奪
し
、
教
会
か
ら
追
放
し
て
、
火
に
よ
っ
て
焼
き
殺
し
た
。
彼
ら
は
ペ

リ
ゴ
ー
ル
か
ら
や
っ
て
来
た
農
民
に
よ
っ
て
迷
わ
さ
れ
た
。
こ
の
農
民
は
彼
ら
に
大

い
な
る
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
、
死
ん
だ
子
供
の
遺
体
か
ら
と
っ
た
灰

を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
触
れ
た
も
の
は
た
だ
ち
に
マ
ニ
教
徒
に
な
っ
た
。
彼
ら
は

悪
魔
を
崇
拝
し
、
こ
の
悪
魔
は
彼
ら
の
前
に
は
あ
る
時
に
は
エ
テ
ィ
オ
ピ
ア
人
の
姿

で
、
別
の
時
に
は
光
の
天
使
の
姿
で
現
れ
、
日
々
彼
ら
に
貨
幣
を
も
た
ら
し
た
。
悪

魔
に
服
従
し
て
、
彼
ら
は
公
で
は
真
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
振
舞
い
な
が
ら
、
密

か
に
こ
こ
で
語
る
の
も
は
ば
か
れ
る
罪
を
犯
し
、
キ
リ
ス
ト
を
否
定
し
た
。」
悪
魔

が
送
っ
た
使
者
（
農
民
）
が
持
ち
込
ん
だ
子
供
の
死
体
の
灰
（
魔
術
的
物
質
）
に
よ
っ

て
悪
魔
崇
拝
者
と
な
っ
た
異
端
は
、
火
刑
に
よ
っ
て
灰
に
帰
し
た#6

。

こ
う
し
た
異
端
の
悪
魔
的
表
象
は
他
の
史
料
に
よ
っ
て
も
広
範
に
跡
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
ず
、
ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
五
巻
』
は
四
つ
の
異
端
を
報

告
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
悪
魔
に
よ
っ
て
憑
り
つ
か
れ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て

い
る#7

。
第
二
巻
の
第
一
一
章
に
は
シ
ャ
ロ
ン
・
シ
ュ
ル
・
マ
ル
ヌ
司
教
区
の
農
民
異

200
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端
レ
ウ
タ
ル
ド
ゥ
ス
が
、
悪
魔
的
霊
感
を
形
象
す
る
蜜
蜂
の
群
れ
の
体
内
侵
入
に
よ

っ
て
狂
気
（dem

en
tia,

vasan
ia,

in
san

ia

）
に
陥
り
、「
人
間
に
不
可
能
な
多
く
の

事
柄
」
を
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
結
局
、
司
教
に
よ
っ
て
論
破
さ
れ
、
最
後
は

井
戸
に
自
ら
の
身
を
投
じ
て
果
て
た
。
続
く
第
一
二
章
に
は
、
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
文
法

学
者
ウ
ィ
ル
ガ
ル
ド
ゥ
ス
が
「
詩
人
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、
ユ
ウ
ェ

ナ
リ
ウ
ス
の
姿
を
と
っ
た
悪
魔
」
が
夢
に
現
れ
、「
悪
魔
の
惑
わ
し
に
よ
っ
て
堕
落

し
」、「
信
仰
に
反
し
た
こ
と
ど
も
」
を
説
教
し
た
。
第
三
巻
第
八
章
に
は
、
オ
ル
レ

ア
ン
の
異
端
が
扱
わ
れ
、
こ
こ
で
は
異
端
に
対
す
る
彼
の
包
括
的
な
反
論
が
開
陳
さ

れ
て
い
て
興
味
深
い
。
こ
の
点
は
、
後
に
と
り
あ
げ
る
が
、
こ
の
「
狂
気
に
陥
っ
た
」

異
端
も
「
悪
魔
の
創
造
物
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
か
ら
ガ
リ
ア
に
来
た
女
性
」
が
広
め
た

と
さ
れ
る
。
第
四
巻
第
二
章
に
登
場
す
る
モ
ン
フ
ォ
ル
テ
の
異
端
に
つ
い
て
は
、
瀕

死
の
病
人
で
あ
っ
た
近
隣
の
領
主
が
、
黒
い
衣
服
を
ま
と
っ
た
悪
魔
的
存
在
の
群
れ

に
取
り
巻
か
れ
た
女
性
の
訪
問
を
受
け
た
が
、
そ
の
誘
惑
を
克
服
し
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
同
時
代
史
料
に
も
同
じ
よ
う
な
観
念
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら

に
引
用
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

と
く
に
修
道
士
の
テ
ク
ス
ト
で
は
異
端
の
悪
魔
的
表
象
は
終
末
論
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る#8

。
ア
デ
マ
ー
ル
は
異
端
を
「
反
キ
リ
ス
ト
の
使

者
」
と
し
、
グ
ラ
ベ
ー
ル
は
第
二
章
の
末
尾
で
異
端
の
出
現
が
「
サ
タ
ン
が
千
年
が

過
ぎ
る
と
解
放
さ
れ
る
」
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
の
予
言
に
符
合
す
る
と
述
べ
て
い

る#9

。
こ
れ
は
「
マ
ニ
教
徒
」
と
い
う
ト
ポ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
後
期
古
代
の
ラ
テ
ン

教
父
、
と
く
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る$0

。
し
か
し
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
は
修
道
士
の
世
界
、
と
く
に

ク
リ
ュ
ニ
ー
に
お
い
て
終
末
論
が
特
別
な
ア
ク
セ
ン
ト
を
伴
っ
て
新
た
な
重
要
性
を

も
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
次
章
で
再
び
立
ち
返
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
述
べ
た
「
反
キ
リ
ス
ト
の
使
者
」
と
い
う
黙
示
録
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
く

ま
ど
ら
れ
た
異
端
の
悪
魔
的
形
象
は
、
主
と
し
て
聖
職
者
や
修
道
士
に
向
け
ら
れ
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
要
素
を
指
摘

し
た
い
。
ア
デ
マ
ー
ル
は
「
子
供
の
死
体
の
灰
」
と
い
う
魔
術
的
物
質
が
異
端
の
民

衆
へ
の
拡
大
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
約
半
世
紀
後
に
シ
ャ

ル
ト
ル
の
サ
ン
・
ペ
ー
ル
修
道
院
の
修
道
士
パ
ウ
ル
ス
が
、
ア
デ
マ
ー
ル
の
話
で
は

仄
め
か
し
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
要
素
、
悪
魔
崇
拝
者
の
闇
夜
の
オ
ル
ギ
ー
集
会
を
後

期
古
代
の
反
異
端
論
争
の
武
器
庫
か
ら
加
え
る$1

。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
地
下
で

進
行
す
る
異
端
の
悪
魔
化
の
過
程
は
、
中
世
末
期
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
の
魔
女

狩
り
時
代
の
サ
バ
ト
に
向
け
て
の
発
展
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
教
会
が
民
間
の
呪
術
信
仰
と
相
同
な
イ
メ
ー

ジ
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
に
向
け
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
試
み
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魔
術
的
物
質
も
含
め
て
各
史
料
に
は
異
端
の

超
自
然
的
な
異
常
な
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が

理
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
最
も
興
味
深
い
の
は
、『
ヘ
リ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
手
紙
』
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
異
端
が
多
く
の
民
を
惹
き
つ
け
、
堕
落
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、「
彼
ら
が
多
く
の
奇
跡
的
な
業
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
農
民

で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
セ
ク
ト
に
加
わ
っ
て
八
日
以
内
に
文
筆
と
学
識
に
お
い
て
賢

者
に
な
ら
な
い
も
の
は
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
誰
も
彼
ら
に
か
な
わ
な
い
。
彼
ら
を

捕
ら
え
て
も
、
い
か
な
る
束
縛
も
彼
ら
を
留
め
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
、
私
、

ヘ
リ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
彼
ら
が
鎖
で
つ
な
が
れ
、
ふ
さ
が
れ
た
樽
の
中
に
閉
じ
込
め
ら

れ
た
現
場
に
居
合
わ
せ
た
。
…
し
か
し
、
朝
に
な
る
と
彼
ら
は
ど
こ
か
に
去
り
、
次

に
姿
を
現
す
ま
で
ま
っ
た
く
痕
跡
を
と
ど
め
な
い
。」$2

こ
れ
は
明
ら
か
に
当
時
の
民

衆
信
心
の
焦
点
で
あ
っ
た
聖
遺
物
信
仰
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る$3

。

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
異
端
は
偽
り
の
奇
跡
な
い
し
魔
術
的
物
質
に
よ
っ
て

民
衆
を
誘
惑
す
る
悪
魔
的
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
、
民
衆
文
化
の
世
界
に
帰
せ
ら
れ
て

い
る$4

。
こ
れ
は
一
面
で
は
教
会
の
民
衆
向
け
の
反
異
端
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
る
が
、

他
面
で
は
聖
職
者
が
異
端
に
向
け
る
眼
差
し
を
表
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
に
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と
っ
て
異
端
は
な
に
よ
り
も
迷
信
深
い
民
衆
文
化
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
り
、
彼
ら

の
「
民
衆
異
端
の
出
現
」
に
つ
い
て
の
言
説
は
、「
迷
信
的
」
な
民
衆
文
化
が
あ
ら

た
め
て
司
牧
の
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ｂ
・
ス
ト
ッ
ク
は
一
一
、
一
二
世
紀
に
お
け
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
発
展
の
文
化
的
諸

帰
結
を
検
討
し
た
画
期
的
研
究
に
お
い
て
、
本
稿
の
議
論
に
と
っ
て
示
唆
的
な
見
解

を
述
べ
て
い
る$5

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
代
の
新
し
さ
の
ひ
と
つ
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
が

社
会
的
・
文
化
的
差
異
を
創
出
す
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
持
ち
は
じ
め
、
こ
こ
に

litterati

とillitterati

の
区
別
が
社
会
的
な
意
味
を
も
ち
始
め
、「
エ
リ
ー
ト
」
と

「
民
衆
」
と
い
う
社
会
文
化
的
な
対
立
の
図
式
が
登
場
す
る
。
リ
テ
ラ
シ
ー
を
独
占

す
る
聖
職
者
に
と
っ
て
異
端
は
こ
の
区
別
を
撹
乱
す
る
が
ゆ
え
に
、
悪
魔
的
で
あ
り

「
狂
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
農
民
レ
ウ
タ
ル
ド
ゥ
ス
は
悪
魔
的
霊
感
を
得
て
、
本

来
識
字
能
力
の
な
い
農
民
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
書
を
自
ら
解
釈
し
、「
福
音
書
の

教
え
に
し
た
が
っ
て
」
妻
と
別
れ
、
教
会
で
十
字
架
と
キ
リ
ス
ト
像
を
破
壊
し
、
農

民
た
ち
に
十
分
の
一
税
の
無
益
さ
を
説
い
た
。『
ヘ
リ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
手
紙
』
と
ア

ン
セ
ル
ム
ス
の
『
リ
エ
ー
ジ
ュ
司
教
事
績
録
』
で
は
、
異
端
に
染
ま
っ
た
民
衆
は
た

ち
ま
ち
リ
テ
ラ
シ
ー
の
力
を
得
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
も
及
ば
な
い
よ
う
な
雄

弁
を
示
す$6

。
テ
ク
ス
ト
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
本
来
は
リ
テ
ラ
シ
ー
の
世
界
か
ら
除

外
さ
れ
て
い
る
俗
人
が
異
端
の
影
響
で
リ
テ
ラ
シ
ー
の
世
界
に
参
入
す
る
事
態
が
、

不
安
の
眼
差
し
で
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
教
会
人
の
言
説
で
は
異
端
は

illitterati

、
す
な
わ
ち
劣
位
の
民
衆
文
化
の
側
に
修
辞
的
に
帰
せ
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
教
会
に
よ
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
独
占
が
正
当
化
さ
れ
、
民
衆
に
対
す
る
司

牧
者
と
し
て
の
立
場
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
反
異
端
言
説
の
ロ
ジ
ッ
ク

は
ア
ラ
ス
の
異
端
を
審
問
し
た
司
教
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
の
説
教
に
、
も
っ
と
も
大
規
模

に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
異
端
を
前
に
し
て
、
司
教
は
当
時
の
教
会
の

司
牧
文
化
装
置
の
包
括
的
擁
護
と
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
根
拠
付
け
を
展
開
し
た
。
呆
然

と
し
た
異
端
は
、
正
統
信
仰
の
告
白
文
に
十
字
の
サ
イ
ン
を
し
、
司
教
へ
の
恭
順
を

示
す
。
ア
ラ
ス
教
会
会
議
はlitterati

とillitterati

の
、
教
会
と
民
衆
文
化
の
区
別

を
画
し
、
司
牧
権
力
を
象
徴
的
に
示
す
祭
儀
と
し
て
の
様
相
を
さ
え
帯
び
る$7

。

以
上
の
よ
う
に
、「
民
衆
異
端
の
出
現
」
を
示
す
と
さ
れ
る
一
群
の
記
述
の
分
析

か
ら
、
そ
れ
ら
が
異
端
の
出
現
を
契
機
に
言
説
化
さ
れ
た
教
会
の
司
牧
権
力
の
意
識

を
表
す
も
の
で
あ
り
、
異
端
を
悪
魔
的
表
象
で
描
き
、illitterati

、
す
な
わ
ち
民

衆
文
化
の
世
界
の
「
迷
信
」
の
世
界
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
表
象
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
ラ
ン
デ
ス
を
は
じ
め
と

す
る
最
近
の
民
衆
異
端
論
に
特
徴
的
な
傾
向
、
す
な
わ
ち
、
異
端
を
エ
リ
ー
ト
に
対

す
る
「
民
衆
」
の
反
抗
に
結
び
つ
け
解
釈
す
る
図
式
は
、
史
料
が
前
提
と
し
て
い
る

「
エ
リ
ー
ト
」
対
「
民
衆
」
の
二
項
対
立
を
無
意
識
に
受
け
入
れ
、
テ
ク
ス
ト
が
創

り
出
し
た
虚
像
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に
み
え
て
く
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

聖
職
者
の
テ
ク
ス
ト
と
い
う
レ
ン
ズ
を
通
し
て
物
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
会
に

対
立
す
る
「
民
衆
」
が
実
体
的
な
存
在
に
単
純
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
例
え
ば
、
ラ
ン
デ
ス
に
と
っ
て
、「
対
立
は
二
つ
の
タ
イ
プ
の
社
会
像
の
間

の
、
す
な
わ
ち
、
支
配
的
貴
族
の
垂
直
的
・
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
社
会
像
と
、
一
致
し

て
行
動
す
る
民
衆
の
水
平
的
・
共
同
体
的
社
会
像
と
の
間
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
対

立
が
神
の
平
和
運
動
の
内
在
的
緊
張
を
理
解
す
る
鍵
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。」$8

そ
し
て
、

民
衆
の
千
年
王
国
的
終
末
待
望
は
初
期
に
は
こ
の
運
動
に
合
流
し
て
い
た
が
、
最
終

的
に
は
幻
滅
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
異
端
の
主
張
の
方
向
に
逸
脱
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、

ム
ア
に
お
い
て
も
対
立
は
、
支
配
エ
リ
ー
ト
（
教
会
・
領
主
）
と
、
そ
の
桎
梏
の
も

と
に
置
か
れ
た
民
衆
の
伝
統
的
共
同
体
的
な
生
活
感
情
と
の
間
の
も
の
で
あ
る
。
異

端
は
後
者
の
要
求
を
具
体
化
し
、
宗
教
的
表
現
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
き
、

民
衆
異
端
と
し
て
展
開
す
る
。
し
か
し
、
ム
ア
の
見
解
で
は
一
一
世
紀
の
民
衆
異
端

に
関
す
る
記
録
は
、
民
衆
の
感
情
に
対
す
る
支
配
エ
リ
ー
ト
の
不
安
を
表
現
し
て
い

る
と
は
い
え
、
現
実
の
異
端
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も
語
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
後
、
教
会
の
宗
教
・
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
確
立
さ
れ
た
後
、
教
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会
改
革
に
熱
烈
な
期
待
を
よ
せ
た
民
衆
の
幻
滅
を
背
景
に
、
民
衆
異
端
の
本
格
的
な

歴
史
が
始
ま
る$9

。

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
批
判
さ
れ
る
べ
き
は
、
テ
ク
ス
ト
の
修
辞
的
ロ
ジ
ッ
ク
に
し

た
が
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
、
こ
う
し
た
単
純
化
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
／
民
衆
の
二
項
対

立
の
図
式
で
あ
る
。
こ
の
種
の
「
民
衆
」
の
実
体
化
は
、
異
端
研
究
で
は
研
究
者
が

陥
り
が
ち
の
も
の
で
あ
る%0

。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
む
し
ろ
次
の
よ
う
に
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
異
端
も
正
統
も
自
ら
の
「
民
衆
」（
オ
ー
デ
ィ
エ

ン
ス
）
を
創
り
出
す
。
固
有
の
文
化
の
論
理
を
秘
め
、
し
か
も
多
様
で
拡
散
的
な
民

衆
の
現
実
に
働
き
か
け
、
こ
の
素
材
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
せ
た
「
民
衆
」

を
構
成
し
て
い
く
。
こ
の
意
味
で
、
正
統
と
異
端
の
対
立
は
司
牧
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め

ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
。
一
一
世
紀
の
史
料
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
み
「
民
衆
異
端

の
出
現
」
を
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四．

ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
、
黙
示
録
、
異
端

前
節
で
は
、
異
端
を
民
衆
運
動
と
し
て
の
神
の
平
和
の
急
進
的
表
現
と
見
る
見
解

に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト
の
異
端
表
象
に
照
ら
し
て
、
そ
の
恣
意
性
を
明
ら
か
に
し
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
十
分
な
批
判
の
た
め
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
内
在
的
論
理
の
分
析

だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
民
衆
の
宗
教
生
活
へ
の
参
加
の
性
質
を
立
ち

入
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
が
、
ひ
と
つ
の

点
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
の
平
和
運
動
を
「
封
建
革
命
」
と
の
関
連
で

捉
え
る
研
究
者
の
な
か
で
、
ラ
ン
デ
ス
は
民
衆
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
終
末
待
望
が
そ

の
根
底
に
あ
っ
た
と
主
張
す
る
点
で
際
立
っ
て
い
る
。「（
民
衆
異
端
の
）
歴
史
家
た

ち
は
こ
れ
ま
で
、
紀
元
千
年
前
後
の
民
衆
異
端
の
前
例
の
な
い
出
現
を
扱
う
と
き
、

そ
れ
を
黙
示
録
的
期
待
の
問
題
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
…
使
徒
的
キ

リ
ス
ト
教
（
と
し
て
の
異
端
）
は
初
期
の
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
黙
示
録
的
終
末
の
信

者
た
ち
の
セ
ク
ト
的
応
答
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」%1

す
な
わ
ち
、
彼
は

異
端
を
神
の
平
和
運
動
の
急
進
分
子
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
裏
切
ら
れ
た

民
衆
の
千
年
王
国
的
期
待
の
表
現
を
み
る
。
他
方
、
教
会
人
も
異
端
と
の
戦
い
を
、

黙
示
録
的
な
終
末
の
接
近
を
意
識
し
て
、
こ
の
世
の
終
わ
り
に
起
き
る
善
と
悪
と
の

最
終
的
闘
争
と
見
て
い
た
と
主
張
す
る
。

筆
者
は
す
で
に
、
紀
元
千
年
前
後
の
時
代
を
終
末
の
切
迫
を
意
識
し
て
い
た
時
代

と
す
る
近
年
の
傾
向
（
ラ
ン
デ
ス
は
そ
の
代
表
的
論
客
）
を
批
判
し
て
、
そ
の
前
提
に

な
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
読
解
の
恣
意
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
時
代
の
終
末
論
は

基
本
的
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
解
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
終
末
の
時
（
紀

元
千
年
）
の
切
迫
あ
る
い
は
千
年
王
国
待
望
を
こ
の
時
代
の
史
料
か
ら
読
み
取
る
解

釈
は
、
テ
ク
ス
ト
の
文
脈
を
無
視
し
た
恣
意
的
な
読
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ

る%2

。
し
た
が
っ
て
、
異
端
を
千
年
王
国
主
義
者
と
見
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
異
端
の

出
現
、
異
端
の
迫
害
の
背
景
に
終
末
論
的
切
迫
の
先
鋭
化
を
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
か
し
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
異
端
は
同
時
代
の
テ
ク
ス
ト
、
と
く
に
修
道
士
の
そ

れ
に
は
、
反
キ
リ
ス
ト
と
し
て
終
末
論
的
な
展
望
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。

問
題
は
、
当
時
の
修
道
士
の
終
末
論
が
い
か
な
る
形
を
と
っ
た
の
か
、
そ
の
な
か
で

異
端
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
検
討
に
先
立
っ

て
、
関
連
す
る
テ
ク
ス
ト
に
一
瞥
を
加
え
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
五
巻
』
第
二
巻
の
末
尾
に
書
か

れ
た
異
端
の
出
現
（
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
文
法
学
者
ウ
ィ
ル
ガ
ル
ド
ゥ
ス
、
シ
ャ
ロ
ン
・
シ
ュ

ル
・
マ
ル
ヌ
の
農
民
レ
ウ
タ
ル
ド
ゥ
ス
）
に
関
す
る
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。「
こ
の
前
兆

は
、
サ
タ
ン
が
千
年
の
経
過
と
と
も
に
解
放
さ
れ
る
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
の
預
言
を
確
証

す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
巻
で
よ
り
詳
し
く
述
べ
る
。」%3

こ
れ
は
、
同
時

代
テ
ク
ス
ト
で
は
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
の
テ
ク
ス
ト
を
異
端
に
結
び
つ
け
た
唯
一
の
ケ
ー

ス
で
あ
り
、
異
端
を
終
末
論
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
位
置
づ
け
る
際
に
キ
ー
・
テ
ク
ス

ト
と
さ
れ
て
き
た%4

。
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第
二
に
、
修
道
士
ア
デ
マ
ー
ル
は
異
端
を
「
反
キ
リ
ス
ト
の
使
者
」
と
呼
ん
だ
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
大
教
皇
以
来
、
反
キ
リ
ス
ト
は
悪
魔
と
同
一
視
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
が

神
の
受
肉
で
あ
る
の
と
同
じ
に
悪
魔
の
受
肉
で
あ
り
、
悪
し
き
人
々
の
集
団
を
形
作

る
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、「
悪
魔
（
反
キ
リ
ス
ト
）
の
身
体
」
と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
の

身
体
」
と
し
て
の
教
会
に
対
峙
す
る
。
七
世
紀
の
セ
ヴ
ィ
リ
ア
の
イ
シ
ド
ル
ス
に
よ

れ
ば
、「
教
会
を
逸
脱
し
、
信
仰
の
統
一
か
ら
離
れ
て
い
く
も
の
は
す
べ
て
、
反
キ

リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
。」
反
キ
リ
ス
ト
は
教
会
内
部
の
対
立
、
と
く
に
異
端
に
つ
い

て
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
伝
統
を
前
提
と
し
て
、
一
〇
世
紀
の
後
半

に
モ
ン
テ
ィ
エ
・
ア
ン
・
デ
ュ
ー
の
修
道
士
ア
ド
ソ
は
後
世
に
多
大
な
影
響
を
与
え

た
『
反
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
と
時
代
に
つ
い
て
』
を
書
い
た
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は

一
〇
、
一
一
世
紀
の
修
道
士
の
間
に
反
キ
リ
ス
ト
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る%5

。
ア
デ
マ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
こ
の
背
景
で
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
こ
の
世
の
終
末
の
切
迫
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
あ
と
で
見
る
よ
う
に
、
黙
示
録
へ
の
関
心
、
反
キ
リ
ス
ト
へ
の
言
及
は
、
善

（
秩
序
）
と
悪
（
混
乱
）
の
対
立
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、「
終
わ
り
」
で
は
な
く

「
現
在
」
の
緊
張
や
危
機
を
表
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
よ
り
間
接
的
に
、
異
端
表
象
に
終
末
論
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
え
る
テ
ク

ス
ト
が
あ
る
。
一
〇
二
二
年
の
オ
ル
レ
ア
ン
の
異
端
事
件
の
起
き
た
頃
、
カ
タ
ロ
ニ

ア
か
ら
フ
ル
ー
リ
ィ
修
道
院
を
訪
れ
た
リ
ポ
ル
の
修
道
士
ヨ
ハ
ネ
ス
は
、
故
郷
の
修

道
院
長
に
異
端
警
告
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
事
件
に
最
も
近
い
証
言
と
し
て
重
要

な
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
最
も
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
が
、
異
端
者
が

結
婚
を
非
難
し
、
肉
食
を
忌
避
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る%6

。
一
一
世
紀
の
異
端

に
関
す
る
証
言
で
最
も
共
通
す
る
点
が
結
婚
と
肉
食
の
否
定
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た%7

。
し
か
し
、
異
端
の
教
義
と
し
て
で
は
な
く
異

端
表
象
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
こ
う
し
た
記
述
は
当
時
の
聖
職
者
に
と
っ
て
パ

ウ
ロ
の
終
末
の
預
言
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
後
の

時
に
な
る
と
、
あ
る
人
々
は
、
惑
わ
す
霊
と
悪
霊
の
教
え
と
に
気
を
と
ら
れ
て
、
信

仰
か
ら
離
れ
去
る
で
あ
ろ
う
。
…
こ
れ
ら
の
偽
り
者
ど
も
は
、
結
婚
を
禁
じ
た
り
、

食
物
を
断
つ
こ
と
を
命
じ
た
り
す
る
。」（『
テ
モ
テ
へ
の
第
一
の
手
紙
』、
第
四
章
、
一

〜
三
節
）
事
実
、
カ
ン
ブ
レ
の
司
教
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
ア
ラ
ス
の
異
端
者
を
扱
っ
た

教
会
会
議
の
締
め
く
く
り
に
、
こ
の
パ
ウ
ロ
の
一
節
を
引
き
、
異
端
へ
の
警
告
と
し

て
い
る%8

。

パ
ウ
ロ
は
、
こ
の
世
の
終
わ
り
に
姿
を
現
す
「
偽
預
言
者
」
に
つ
い
て
警
告
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
伝
統
的
に
「
偽
預
言
者
」
と
い
う
聖
書
的
表
現
は
異
端
に
も
し

ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
時
代
の
異
端
も
例
外
で
は
な
い
。
す
で
に
何
度
か
触
れ

た
『
ヘ
リ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
書
簡
』
は
、「
新
し
い
異
端
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
源
は
偽

の
使
徒
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る%9

。
ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
農
民
異
端
レ
ウ
タ
ル

ド
ゥ
ス
に
関
す
る
記
述
（
ミ
ツ
バ
チ
に
襲
わ
れ
て
霊
感
を
得
た
預
言
者
的
活
動
）
は
、
六

世
紀
の
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
「
偽
預
言
者
」（
と
く
に
ブ
ー
ル
ジ
ュ
の
偽
キ

リ
ス
ト
）
の
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る^0

。

以
上
に
見
て
き
た
、
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
、「
反
キ
リ
ス
ト
」、
パ
ウ
ロ
の
終
末
預
言
は
、

ラ
ン
デ
ス
が
解
釈
す
る
よ
う
な
終
末
の
切
迫
と
い
う
意
味
で
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
て
は

い
な
い
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
時
代
の
修
道
士
の
終
末
論
的
心
性
、

と
く
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
そ
れ
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

紀
元
千
年
に
は
な
お
修
道
制
の
影
響
が
聖
職
者
文
化
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
な
か
で
ク
リ
ュ
ニ
ー
は
一
定
の
傾
向
を
代
表
し
て
い
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
で
は

な
か
っ
た
に
し
て
も
、
終
末
論
と
異
端
の
問
題
に
つ
い
て
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
が
問
題
の

中
心
に
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
精
神
圏
の

中
で
構
想
さ
れ
、
修
道
院
長
オ
デ
ィ
ロ
ン
に
献
呈
さ
れ
た
ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
の

『
歴
史
』
が
、
な
に
よ
り
も
考
察
の
中
心
に
来
る
。

一
一
、
一
二
世
紀
の
歴
史
を
知
る
主
要
な
史
料
は
修
道
士
の
書
い
た
歴
史
記
述

（h
istoria,

an
n

ales,
ch

ron
icon

）
で
あ
る
。
異
端
も
含
め
て
、
こ
の
時
代
の
出
来
事
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や
精
神
は
修
道
士
た
ち
の
目
を
通
し
て
の
み
、
我
々
の
前
に
立
ち
現
れ
る
。
Ｓ
・

Ｇ
・
ニ
コ
ル
ズ
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
歴
史
記
述
は
紀
元
千
年
前
後
に
ひ
と
つ
の
再

生
を
経
験
し
、
そ
こ
で
起
き
た
変
化
は
そ
の
後
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
は
こ
の
変
化
の
最
前
線
に
位
置
し
て
い
た^1

。

彼
の
『
歴
史
五
巻
』
の
冒
頭
に
あ
る
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
オ
デ
ィ
ロ
ン
へ
の
献

辞
に
は
、
歴
史
を
書
く
こ
と
の
動
機
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
私
は
学
識
あ
る
修
道

院
の
兄
弟
た
ち
の
正
当
で
切
な
る
要
請
に
答
え
て
、
次
の
よ
う
に
自
ら
問
う
に
い
た

っ
た
。
な
ぜ
我
々
の
時
代
に
は
、
神
の
教
会
と
諸
国
民
の
間
に
起
き
た
多
く
の
事
実

を
後
世
の
人
々
に
伝
え
る
た
め
に
、
な
ん
ら
か
の
形
で
報
告
を
書
こ
う
と
す
る
も
の

が
い
な
い
の
か
。
救
い
主
が
、
こ
の
世
の
終
わ
り
ま
で
聖
霊
の
助
け
に
よ
っ
て
、
父

な
る
神
と
と
も
に
、
こ
の
世
に
新
し
い
こ
と
ど
も
を
絶
え
ず
送
り
続
け
る
と
言
わ
れ

て
い
る
以
上
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
は
知
る
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
…
ロ
ー
マ
世
界
に

も
海
の
彼
方
、
蛮
族
が
住
ま
う
地
域
に
も
、
も
し
伝
え
ら
れ
れ
ば
人
間
に
と
っ
て
有

益
で
、
そ
の
魂
を
思
慮
分
別
の
訓
練
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
、
き
わ
め
て
多
く
の
出

来
事
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。」^2

ま
ず
、
仲
間
の
修
道
士
の
教
育
の
た
め
に
、
し
か

し
、
そ
れ
を
越
え
て
人
類
に
歴
史
を
通
じ
て
神
が
送
り
出
す
教
化
的
な
「
し
る
し
」

を
伝
え
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

Ｍ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
言
う
「
封
建
社
会
の
第
一
期
」
に
特
徴
的
な
よ
う
に
、
修
道
士

の
経
験
的
知
見
は
彼
が
生
き
る
修
道
院
の
周
り
の
比
較
的
狭
い
地
域
に
限
ら
れ
て
い

た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
普
遍
的
な
神
の
計
画
と
い
う
神
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の

高
み
か
ら
眺
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
聖
書
の
光
の
下
で
（m

ore
sacre

S
criptu

re

）、

歴
史
に
神
学
的
な
統
一
性
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
、
一
一
世
紀
に
お
け
る
歴
史
記
述
の

再
生
の
中
心
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
も
他
の
諸
領
域
と
同
じ

よ
う
に
、
紀
元
千
年
は
「
ポ
ス
ト
・
カ
ロ
リ
ン
グ
」
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
カ

ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
聖
書
と
教
父
著
作
（
と
く
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を

伝
え
る
ギ
リ
シ
ア
教
父
）
の
研
究
の
伝
統
の
延
長
線
上
に
、
紀
元
千
年
前
後
に
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
に
霊
感
を
汲
ん
だ
神
学
的
覚
醒
が
起
き
て
い
た
が
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
は
そ
の

中
心
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
修
道
院
長
マ
イ
ユ
ー
ル
（
九
五
四
〜
九
九
四
年
）、
オ
デ

ィ
ロ
ン
（
九
九
四
〜
一
〇
四
九
年
）
以
来
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
で
は
典
礼
と
瞑
想
的
祈
祷
の

た
め
に
、
教
父
や
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
先
達
の
著
作
を
収
集
し
、
研
究
し
た
。
そ
こ

で
生
ま
れ
た
歴
史
記
述
は
、
聖
書
の
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
解
釈
を
と
お
し
て
天
上
（
永

遠
）
と
地
上
（
歴
史
）
の
間
に
あ
る
隠
れ
た
関
係
を
解
読
す
る
と
い
う
点
で
は
、
こ

の
時
代
に
共
通
の
志
向
を
示
し
て
い
る^3

。
し
か
し
、
Ｄ
・
イ
オ
ニ
ャ
・
プ
ラ
が
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
特
有
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
ク
リ
ュ

ニ
ー
の
霊
的
な
終
末
論
と
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
修
道
士
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お

け
る
役
割
の
認
識
が
そ
れ
で
あ
る
。
ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
五
巻
』
の
記

述
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
点
に
少
し
触
れ
よ
う^4

。

修
道
院
と
い
う
「
祈
り
と
瞑
想
の
場
」
か
ら
時
代
の
喧
騒
を
眺
め
る
ク
リ
ュ
ニ
ー

修
道
士
の
視
線
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
現
世
蔑
視
（con

tem
pu

s
m

u
n

di

）
の
精
神

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
霊
的
な
終
末
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
的
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
前
提
に
し
て
い
る
。
世
界
は
象
徴
的
に
相
同
な
構

造
（「
聖
な
る
四
元
」）
を
も
つ
三
つ
の
水
準
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
エ
ー

テ
ル
、
空
気
、
水
、
大
地
の
四
大
要
素
か
ら
な
る
感
覚
的
世
界
。
次
に
、
思
慮
、
剛

毅
、
節
制
、
正
義
の
四
徳
か
ら
構
成
さ
れ
る
知
的
世
界
。
こ
れ
に
対
し
て
最
後
に
、

も
っ
と
も
高
い
次
元
で
あ
る
霊
的
世
界
が
来
る
。
そ
こ
で
は
神
の
言
葉
で
あ
る
四
福

音
書
（
マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、
ル
カ
、
ヨ
ハ
ネ
）
が
「
キ
リ
ス
ト
の
王
国
」
の
霊
的
現
実

を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
「
三
職
能
社
会
」
論

が
対
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
に
農
民
（
感
覚
的
世
界
）、
支
配
者
と
し
て
の
戦
士

（
知
的
世
界
）、
修
道
士
（
霊
的
世
界
）
が
位
置
す
る
。
こ
の
な
か
で
、
修
道
士
は
最
後

の
時
に
子
羊
と
共
に
あ
る
一
四
万
四
千
人
の
「
純
潔
な
者
」（
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
）
に
同

一
視
さ
れ
る
霊
的
な
人
間
と
し
て
、
至
高
の
位
置
を
占
め
る
。
彼
ら
は
「
い
ま
こ
こ

で
」
終
末
の
時
を
先
取
り
し
、
霊
的
次
元
（
瞑
想
）
に
お
い
て
実
現
す
る
。
新
プ
ラ
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ト
ン
主
義
的
な
流
出
（
神
か
ら
人
へ
）
と
回
帰
（
人
か
ら
神
へ
）
の
観
念
に
し
た
が
っ

て
、
修
道
士
は
感
覚
的
世
界
を
捨
て
て
（
現
世
蔑
視
）、
霊
的
世
界
に
す
で
に
参
入
し

て
い
る
天
使
的
な
存
在
と
し
て
、
霊
的
な
高
み
か
ら
こ
の
世
を
眺
め
、
人
々
を
天
上

の
永
遠
の
世
界
に
終
末
の
時
ま
で
導
く
役
割
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ク
リ
ュ

ニ
ー
の
終
末
論
は
、
社
会
に
お
け
る
霊
的
な
修
道
士
の
至
高
の
立
場
を
正
当
化
す
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
。

い
わ
ば
、
修
道
士
は
終
末
論
を
現
在
に
お
い
て
先
取
り
し
、
人
々
に
告
げ
る
預
言

者
的
な
人
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
か
ら
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
は
修
道
院
の
領
主

権
の
空
間
を
聖
な
る
ア
ジ
ー
ル
に
変
容
さ
せ
、
国
王
、
諸
侯
、
領
主
と
の
間
に
「
祈

祷
兄
弟
盟
約
」
を
取
り
結
び
、
彼
ら
に
こ
の
世
の
支
配
者
の
道
徳
的
義
務
を
説
く
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
く
に
国
王
に
お
い
て

神
は
顕
現
し
、
悪
の
勢
力
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
秩
序
は
防
衛
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。以

上
の
よ
う
な
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
霊
的
終
末
論
か
ら
、

ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
』
に
お
け
る
異
端
の
記
述
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
す
で
に
別
稿
で
強
調
し
た
よ
う
に^5

、
彼
の
歴
史
記
述
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
受
肉

か
ら
と
、
受
難
か
ら
の
二
つ
の
「
紀
元
千
年
」（
一
〇
〇
〇
年
と
一
〇
三
三
年
）
は
、

こ
の
世
の
終
わ
り
を
示
す
年
で
は
な
く
、
神
の
受
肉
と
受
難
と
い
う
救
済
史
上
の
決

定
的
出
来
事
を
記
念
し
、
象
徴
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

「
紀
元
千
年
」
前
後
に
神
は
特
別
に
多
く
の
際
立
っ
た
し
る
し
を
送
り
、
人
類
に
警

告
し
訓
戒
す
る
。
グ
ラ
ベ
ー
ル
は
同
時
代
に
起
き
た
正
負
の
意
味
を
帯
び
た
さ
ま
ざ

ま
な
変
化
や
危
機
の
兆
候
に
、
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
し
る
し
を
見
て
い
た
。

そ
れ
は
一
方
で
、
聖
な
る
国
王
と
皇
帝
の
活
動
、
聖
遺
物
の
発
見
と
奇
跡
、
白
亜
の

教
会
の
建
設
運
動
、
神
の
平
和
運
動
、
巡
礼
、
豊
作
な
ど
、
神
の
恩
恵
と
秩
序
を
示

す
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
飢
饉
、
彗
星
、
石
の
雨
、
戦
乱
、
ユ
ダ

ヤ
人
の
陰
謀
と
聖
墳
墓
破
壊
、
異
端
な
ど
自
然
界
と
人
間
社
会
に
起
き
る
様
々
な
混

乱
な
ど
、
神
の
怒
り
と
警
告
を
表
す
無
秩
序
で
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
が
あ
る
。
後
者

に
は
悪
魔
の
活
動
が
見
え
隠
れ
し
、
異
端
に
お
い
て
そ
の
姿
は
も
っ
と
も
あ
ら
わ
に

な
る
。
し
か
し
、
神
と
悪
魔
の
対
立
は
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
先
鋭
な
も

の
で
は
な
い
。
悪
魔
は
人
間
、
と
く
に
修
道
士
を
誘
惑
す
る
惑
わ
し
の
力
で
あ
り
、

神
が
警
告
し
正
し
き
道
に
導
く
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト

に
お
け
る
否
定
的
な
し
る
し
は
、
こ
の
意
味
で
歴
史
に
お
け
る
神
の
顕
現
の
ひ
と
つ

の
形
で
あ
り
、
そ
の
摂
理
の
一
部
で
あ
っ
た
。
異
端
に
対
す
る
恐
怖
は
決
し
て
悪
魔

に
対
す
る
そ
れ
で
は
な
か
っ
た^6

。

以
上
の
構
図
の
中
で
見
る
と
、
第
二
巻
末
尾
に
お
け
る
異
端
の
登
場
と
ヨ
ハ
ネ
黙

示
録
の
引
用
と
は
、「
紀
元
千
年
」
前
後
の
出
来
事
を
扱
う
第
三
巻
で
描
か
れ
る
こ

と
に
な
る
正
負
の
両
極
の
し
る
し
の
間
の
関
係
を
導
入
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
の
引
用
（
サ
タ
ン
の
解
放
）
は
こ
こ
で
は

最
終
の
時
の
到
来
を
意
味
し
て
い
な
い^7

。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
テ
ィ
コ
ニ

ウ
ス
―
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
確
立
し
た
伝
統
が
、
一
二
世
紀
の
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ

ア
キ
ム
ま
で
西
欧
の
黙
示
録
注
釈
の
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
の
受
肉
す
な
わ
ち
教
会
の
創
立
以
来
、

人
類
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
と
最
後
の
審
判
で
締
め
く
く
ら
れ
る
「
終
わ
り
の
時
代
」

（
キ
リ
ス
ト
の
王
国
）
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
期
限
に
つ
い
て
は
人
は
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
一
〇
〇
〇
年
と
い
う
数
字
は
こ
の
「
終
わ
り
の
時
代
」
全
体
を
意
味

す
る
象
徴
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
黙
示
録
は
「
終
末
預
言
」
と
い
う
よ
り
は

「
現
在
の
我
々
の
時
代
」
に
関
す
る
預
言
で
あ
り
、
歴
史
の
ど
の
時
点
に
お
い
て
も

黙
示
録
の
全
体
の
ド
ラ
マ
が
反
復
さ
れ
る
。
こ
の
ド
ラ
マ
と
は
、
Ｓ
・
Ｇ
・
ニ
コ
ル

ズ
に
よ
れ
ば
、「
黙
示
録
の
基
本
テ
ー
マ
は
天
上
の
秩
序
・
安
定
と
地
上
の
無
秩
序

と
の
対
立
、
お
よ
び
有
為
転
変
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
次
第
に
崩
壊
し

て
い
く
世
界
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
こ
に
子
羊
の
救
済
シ
ン
ボ
ル
が
最
終
的
に
は
永
遠

の
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
に
よ
っ
て
取
り
巻
か
れ
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
…
無
秩
序



と
カ
オ
ス
の
喚
起
の
只
中
に
、
秩
序
、
と
り
わ
け
子
羊
の
厳
粛
で
静
謐
な
シ
ン
ボ
ル

が
姿
を
現
わ
す
。」^8

い
い
か
え
れ
ば
、
秩
序
と
そ
れ
を
絶
え
ず
脅
か
す
無
秩
序
の
エ

ン
ト
ロ
ピ
ー
と
の
間
の
対
立
抗
争
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
歴
史
に
神
が
顕
現
（
エ
ピ

フ
ァ
ニ
ア
）
す
る
過
程
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
す
で
に
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
の
イ
コ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
研
究
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
無
秩
序
か
ら
生
ま

れ
る
秩
序
と
し
て
の
神
の
顕
現
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
象
徴
原
理
で
も
あ
っ
た
。
グ
ラ

ベ
ー
ル
の
歴
史
記
述
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
原
理
は
、
こ
の
弁
証
法
を
先
取
り
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
彼
に
続
く
時
代
に
発
展
す
る
ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
と
同
じ
象
徴
シ
ス
テ

ム
に
属
し
て
い
る^9

。

し
た
が
っ
て
、
グ
ラ
ベ
ー
ル
に
よ
る
黙
示
録
の
引
用
は
、
ラ
ン
デ
ス
が
強
調
す
る

よ
う
な
「
最
終
の
闘
争
」
を
予
告
す
る
も
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
か
ら
の

千
年
と
い
う
象
徴
的
な
年
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
正
負
の
し
る
し
、
す
な
わ
ち
秩
序
と

無
秩
序
の
間
の
対
立
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
歴
史
に
お
け
る
神
の
顕
現
の
ド
ラ
マ
を

予
告
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
第
三
巻
第
八
章
の
オ
ル
レ
ア
ン
の
異
端
事
件
は
こ
の

ド
ラ
マ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
異
端
は
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
秩
序
原
理
を
根
底
か
ら

脅
か
す
が
故
に
、
時
代
の
カ
オ
ス
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
峙

す
る
の
は
、
当
時
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
中
心
に
「
地
上
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
代
理
」

と
し
て
君
臨
す
る
国
王
（
ロ
ベ
ー
ル
二
世
）
で
あ
り
、
人
類
を
そ
の
本
源
で
あ
る
神

の
も
と
に
導
く
預
言
者
的
役
割
を
担
っ
た
霊
的
人
間
と
し
て
の
修
道
士
（
グ
ラ
ベ
ー

ル
）
で
あ
っ
た&0

。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
霊
的
終
末
論
で
は
修
道
士
の
至
高
の
地

位
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
オ
ー
セ
ー
ル
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
に
あ
っ
た
カ
ロ

リ
ン
グ
期
の
学
院
の
伝
統
か
ら
、
と
く
に
そ
こ
で
熱
心
に
研
究
さ
れ
た
エ
リ
ウ
ゲ
ナ

の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
か
ら
、
多
大
の
影
響
を
受
け
た
。
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に

も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
』
を
全
体
を
支
え
る

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
原
理
（
聖
な
る
四
元
）
は
、
感
覚
的
次
元
か
ら
知
的
次
元
を
へ
て
霊

的
な
次
元
ま
で
を
支
配
す
る
世
界
の
象
徴
的
構
図
で
あ
っ
た
。
霊
的
な
世
界
に
す
で

に
住
む
修
道
士
は
そ
の
瞑
想
を
つ
う
じ
て
、
世
界
の
多
様
性
、
差
異
性
の
背
後
に
あ

る
こ
の
究
極
的
な
統
一
を
認
識
し
、
神
に
関
す
る
知
に
至
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ

シ
ア
教
父
が
こ
う
し
た
世
界
解
読
に
長
け
て
い
た
と
い
う
が
、
そ
の
と
き
彼
の
念
頭

に
あ
っ
た
の
は
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
で
あ
る
。
そ
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
救
済
観
念
に
よ

る
と
、
万
物
は
神
の
本
源
か
ら
流
出
し
、
最
終
的
に
は
被
造
物
は
そ
の
本
源
に
回
帰

す
る
。
こ
の
円
環
的
な
運
動
は
神
と
人
間
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ま
ず
、

神
が
受
肉
し
て
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
下
降
す
る
。
キ
リ
ス
ト
は
人
間
の
側
に
応
答
を

呼
び
起
こ
す
。
彼
に
倣
っ
て
、
聖
霊
の
照
明
を
受
け
た
人
間
の
知
性
は
感
覚
的
世
界

か
ら
霊
的
世
界
へ
と
上
昇
し
、
本
源
的
な
存
在
の
認
識
に
至
る
。
こ
う
し
て
、
人
間

の
内
に
神
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
三
位
一
体
が
実
現
し
、
人
間
は
聖
霊
の
助
け
で
、

キ
リ
ス
ト
に
導
か
れ
つ
つ
、
神
に
つ
い
て
の
究
極
の
認
識
（
救
済
）
に
至
る
。
こ
の

上
昇
運
動
を
行
う
理
想
的
人
間
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
模
倣
者
と
し

て
の
国
王
で
あ
る
。
グ
ラ
ベ
ー
ル
は
こ
う
し
た
人
物
を
「
学
識
あ
る
人
物
」（h

om
o

eruditus

）
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
の
王
権
観
念
に
お
い
て
知
性
が
果
た
す

役
割
の
強
調
は
こ
う
し
た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
観
念
か
ら
理
解
さ
れ
る&1

。

し
か
し
、
こ
う
し
た
支
配
者
を
教
育
し
、
霊
的
に
導
く
の
は
修
道
士
で
あ
る
。
神

と
悪
魔
、
善
と
悪
の
対
立
に
お
い
て
最
前
線
に
立
っ
た
の
は
彼
ら
で
あ
り
、
と
り
わ

け
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
で
あ
っ
た&2

。
グ
ラ
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
ロ
ー
マ
世
界
の
な
か

で
、
と
く
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
が
悪
魔
の
支
配
か
ら
魂
を
救
済
す
る
こ
と
に
抜
き

ん
で
た
存
在
で
あ
る
。
実
際
、
…
そ
こ
で
は
、
邪
悪
な
悪
魔
の
力
か
ら
ク
リ
ュ
ニ
ー

修
道
士
の
取
次
ぎ
の
お
か
げ
で
、
魂
が
救
い
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
日
は
な
い
。」&3

再
び
オ
ル
レ
ア
ン
の
異
端
に
関
す
る
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
記
述
に
戻
ろ
う
。
彼
は
異
端

の
活
動
、
摘
発
、
審
問
を
き
わ
め
て
簡
略
に
述
べ
た
後
、
自
ら
の
異
端
論
駁
を
詳
細

に
展
開
す
る&4

。
そ
れ
は
上
に
述
べ
た
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
の
救
済
論
の
要
約
そ
の
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
を
模
倣
す
る
国
王
（h

om
o

eru
ditu

s

）
の
役
割
を
規
定
す
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る
。
続
い
て
、
国
王
に
よ
る
処
刑
の
シ
ー
ン
が
来
る
。
そ
れ
は
、
無
秩
序
の
体
現
と

し
て
の
異
端
に
対
す
る
戦
い
の
解
決
が
何
を
意
味
す
る
か
雄
弁
に
語
る
。「
こ
れ
ら

の
忌
む
べ
き
常
軌
を
逸
し
た
人
々
を
ひ
と
た
び
根
絶
す
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の

尊
ぶ
べ
き
祭
儀
が
、
全
地
域
に
い
っ
そ
う
輝
か
し
く
光
を
放
っ
た
。」&5

無
秩
序
に
対

す
る
戦
い
か
ら
秩
序
が
生
ま
れ
、
神
の
顕
現
が
光
を
放
つ
。

以
上
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
異
端
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
的

な
象
徴
原
理
に
も
と
づ
く
善
と
悪
の
対
立
の
相
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
重
要
な

こ
と
は
、
こ
の
対
立
が
終
末
の
切
迫
を
前
に
し
た
「
最
終
的
な
」
も
の
で
は
な
く
、

反
復
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
巻
で
は
ふ
た
た
び
邪
悪
な
し
る
し
が
あ
ら
わ
れ
、

北
イ
タ
リ
ア
の
モ
ン
フ
ォ
ル
テ
の
異
端
が
報
告
さ
れ
、
悪
霊
に
唆
さ
れ
た
偽
り
の
聖

遺
物
売
人
が
現
れ
、
一
〇
三
一
年
か
ら
二
年
間
に
わ
た
っ
て
ガ
リ
ア
を
大
飢
饉
が
襲

う
。
し
か
し
、
主
の
受
難
か
ら
の
千
年
（
一
〇
三
三
年
）
は
、
先
立
つ
千
年
と
同
じ

よ
う
な
解
決
を
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
苦
難
を
前
に
、
人
々
は
神
に
よ
る
懲
罰

と
警
告
を
知
り
、
集
団
的
な
贖
罪
に
よ
っ
て
神
の
許
し
を
再
び
得
た
。「「
主
の
受
難

か
ら
千
年
目
、
先
に
の
べ
た
不
幸
な
飢
饉
に
続
い
て
、
大
雨
は
聖
な
る
善
良
さ
と
憐

れ
み
に
従
っ
て
お
さ
ま
っ
た
。
空
は
笑
み
、
明
る
く
な
り
、
順
風
に
よ
っ
て
活
気
づ

い
た
。
天
の
晴
朗
さ
と
平
和
は
創
造
主
の
度
量
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
た
。
全
地
の

面
は
愛
ら
し
い
緑
で
お
お
わ
れ
、
果
実
は
ゆ
た
か
に
稔
っ
て
飢
餓
を
追
放
し
た
。
…

…
聖
人
を
記
念
し
た
集
会
が
開
か
れ
た
。
興
奮
し
た
人
々
は
神
に
向
っ
て
手
を
さ
し

の
べ
、
ひ
と
つ
の
声
と
な
っ
て
、
《
平
和
！
　
平
和
！
　
平
和
！
》
と
叫
ん
だ
。」

（
第
四
巻
第
一
四
章
）
再
び
無
秩
序
か
ら
秩
序
が
生
ま
れ
、
信
仰
の
統
一
と
平
和
が
実

現
し
た
。
し
か
し
、「
人
々
は
再
び
神
の
恩
恵
を
忘
れ
て
、
…
神
の
前
で
誓
わ
れ
た

厳
粛
な
約
束
を
破
り
始
め
た
。」&6

ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
』
は
こ
の
よ
う
に
正
負
の
し
る
し
の
対
立
と
均

衡
と
い
う
シ
ス
テ
ム
か
ら
成
り
立
ち
、
そ
の
根
底
に
あ
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
コ

ス
モ
ロ
ジ
ー
（
流
出
と
回
帰
）
と
同
じ
よ
う
に
、
円
環
的
な
軌
跡
を
印
す
。
た
し
か

に
、
グ
ラ
ベ
ー
ル
に
お
い
て
異
端
は
終
末
論
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
表

象
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
・
霊
的
な
終
末
論
と
、
そ
れ
に
結

び
つ
い
た
無
秩
序
に
脅
か
さ
れ
な
が
ら
絶
え
ず
均
衡
点
に
差
し
戻
さ
れ
る
ロ
マ
ネ
ス

ク
的
な
象
徴
原
理
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、「
民
衆

異
端
の
誕
生
」
を
め
ぐ
る
も
う
ひ
と
つ
の
解
釈
も
、
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
た
異
端
表
象

と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た&7

。

五．

異
端
の
意
味
―
テ
ク
ス
ト
と
現
実
の
狭
間
で
―

以
上
、
最
近
の
「
民
衆
異
端
の
誕
生
」
論
が
そ
の
仮
説
の
立
脚
点
と
し
て
い
る
テ

ク
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
こ
に
読
み
取
れ
る
異
端
表
象
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
ま
ず
こ
の
テ
ー
ゼ
を
構
成
す
る
「
エ
リ
ー
ト
対
民
衆
」
の
構
図
が
、
テ
ク
ス
ト

の
表
象
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
虚
像
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
続
い
て
、「
民
衆
」

を
突
き
動
か
し
た
と
さ
れ
る
千
年
王
国
的
終
末
期
待
の
感
情
は
、
テ
ク
ス
ト
の
異
端

表
象
に
と
も
な
う
終
末
論
の
検
討
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
論
理
と
相
容
れ
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
異
端
に
関
す
る
史
料
は
、
そ
の
性
質
上
、
大
部
分
が

正
統
側
の
反
異
端
言
説
に
由
来
す
る
。
研
究
者
は
テ
ク
ス
ト
の
構
成
す
る
現
実
に
関

す
る
表
象
を
通
じ
て
し
か
異
端
に
接
近
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
論
理
に
盲
従
す

る
こ
と
も
、
ま
た
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
本
稿

の
第
一
章
で
述
べ
た
最
近
の
異
端
研
究
に
お
け
る
史
料
に
対
す
る
懐
疑
的
な
態
度
が

提
起
し
て
い
る
問
い
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
史
料
、
す

な
わ
ち
司
教
、
修
道
士
た
ち
の
「
異
端
」
に
関
す
る
言
説
が
、
現
実
の
異
端
集
団
を

指
示
対
象
と
し
、
な
ん
ら
か
の
形
で
異
端
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
教
義
、
慣
行
、
態
度
）

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
の
傾
向
は
関
心
を
異
端
自
体
か
ら
「
歪

め
ら
れ
た
鏡
」（
テ
ク
ス
ト
）
へ
と
シ
フ
ト
し
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
社
会

の
心
性
や
緊
張
関
係
を
問
題
化
す
る
。
さ
ら
に
、
史
料
が
指
示
す
る
対
象
で
あ
る
異
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端
が
テ
ク
ス
ト
の
創
り
出
し
た
修
辞
的
装
置
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
を
示
唆

す
る
。
こ
の
結
果
、
異
端
自
体
の
姿
は
舞
台
の
背
後
に
退
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
か
現
実
か
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
の
よ
う
に
二
者
択
一
で
は
あ
り
え
な
い
。

テ
ク
ス
ト
と
い
う
鏡
の
交
錯
す
る
な
か
に
異
端
の
固
有
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

紀
元
千
年
の
前
後
の
時
期
に
集
中
的
に
現
れ
る
異
端
の
証
言
を
注
意
深
く
観
察
す

る
と
、
ひ
と
つ
の
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
ず
、
異
端
の
生
じ
た
場
は
カ
ロ
リ
ン

グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
残
光
を
強
く
と
ど
め
る
学
院
が
位
置
す
る
場
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
。
北
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ン
ス
、
オ
ー
セ
ー
ル
、
サ
ン
ス
、
シ
ャ
ル
ト
ル
、
フ
ル
ー

リ
ィ
、
オ
ル
レ
ア
ン
。
北
イ
タ
リ
ア
は
一
〇
世
紀
の
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
ラ
テ
リ
ウ
ス
に

典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
北
フ
ラ
ン
ス
の
学
院
と
の
間
に
密
接
な
交
流
が
あ
っ

た&8

。
そ
し
て
、
ラ
ウ
ル
・
グ
ラ
ベ
ー
ル
は
オ
ー
セ
ー
ル
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
修
道

院
で
教
育
を
受
け
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
所
有
す
る
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
諸
テ
ク
ス
ト
を
学

ん
だ
。
こ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、
カ
タ
ロ
ニ
ア
の
リ
ポ
ル
修
道
院
か
ら
フ
ル
ー
リ

ィ
修
道
院
を
訪
れ
、
た
ま
た
ま
オ
ル
レ
ア
ン
事
件
に
立
ち
会
っ
た
修
道
士
ヨ
ハ
ネ
ス

の
リ
ポ
ル
修
道
院
長
オ
リ
バ
宛
の
書
簡
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
ヨ
ハ
ネ
ス
は
故
郷
の

司
教
区
や
修
道
院
で
も
起
こ
り
う
る
異
端
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
、
異
端
の
拡
大
が

未
然
に
阻
止
で
き
る
よ
う
に
オ
ル
レ
ア
ン
の
異
端
に
関
し
て
の
報
告
を
書
い
て
い

る
。
リ
ポ
ル
は
こ
の
時
代
の
異
端
発
生
地
か
ら
は
地
理
的
に
は
遠
い
が
、
や
は
り
カ

ロ
リ
ン
グ
文
化
の
橋
頭
堡
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た&9

。
ヘ
リ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
書
簡
が
オ
ー

セ
ー
ル
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
修
道
士
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
。
そ
し
て
、
ロ
ブ
リ
シ
ョ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
書
簡
と
ラ
ウ
ル
・
グ

ラ
ベ
ー
ル
、
ア
デ
マ
ー
ル
の
年
代
記
の
異
端
に
関
す
る
記
述
に
は
偶
然
と
は
言
い
が

た
い
、
テ
ク
ス
ト
上
の
関
連
が
あ
る*0

。
言
い
か
え
れ
ば
、
異
端
と
、
そ
れ
を
報
告
す

る
反
異
端
言
説
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
よ
っ
て
復
活
さ
せ
ら
れ
た
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
的
な
テ
ク
ス
ト
を
共
通
の
基
盤
と
し
た
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ

ィ
を
背
景
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
、
Ｃ
・
ヴ
ィ
オ
ラ
ン
テ
、
Ｇ
・
ク

ラ
ッ
コ
、
Ｈ
・
タ
ヴ
ィ
ア
ー
ニ
ら
が
個
々
の
テ
ク
ス
ト
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
こ
の

時
代
の
異
端
が
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
根
に
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
。
こ
の
見
解
は
、
以
上
に
指
摘
し
た
テ
ク
ス
ト
的
関
連
を
背
景
に
し
て
み
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
説
得
力
を
増
す
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
異
端

の
教
義
的
内
実
で
は
な
く
、
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
の
水
準
で
そ
れ
が
い
か
に
表
象
さ
れ

る
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
し
た
い
。

核
心
的
な
テ
ク
ス
ト
は
、
や
は
り
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
』、
と
く
に
オ
ル
レ
ア

ン
の
異
端
に
対
す
る
反
論
の
部
分
で
あ
る*1

。
ま
ず
、
彼
は
異
端
の
教
義
に
つ
い
て
は
、

わ
ず
か
数
行
で
片
付
け
る
。
異
端
は
新
旧
約
聖
書
お
よ
び
聖
な
る
三
位
一
体
を
愚
か

な
も
の
と
し
て
否
定
す
る
「
狂
気
」
で
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
善
行
と
贖
罪
の
行

い
を
無
益
と
す
る
「
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
」
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
す
べ
て
の
反
異
端

言
説
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
信
仰
箇
条
の
否
定
と
道
徳
的

放
縦
（
と
く
に
性
的
な
）
の
非
難
を
示
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
代

に
は
五
世
紀
以
来
司
教
叙
階
の
際
に
用
い
ら
れ
た
信
仰
箇
条
（
三
位
一
体
、
神
の
受
肉
、

洗
礼
、
聖
餐
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
、
十
字
架
、
結
婚
、
な
ど
）
を
異
端
の
審
問
に
適
用
し
、

そ
れ
ら
を
否
認
す
る
か
否
か
が
問
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
各
史
料
に
は
こ
れ
ら
の

信
仰
箇
条
個
々
の
否
定
が
多
か
れ
少
な
か
れ
列
挙
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
う

し
た
否
定
に
い
た
る
異
端
の
教
義
に
つ
い
て
何
も
明
ら
か
に
し
な
い*2

。「
エ
ピ
キ
ュ

リ
ア
ン
」
と
す
る
非
難
は
、
異
端
を
「
見
せ
か
け
の
信
心
」
と
す
る
伝
統
的
レ
ト
リ

ッ
ク
の
一
部
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
明
確
に
同
時
代
に
固
有
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
示
す
示
唆
が
あ
る
。

異
端
は
神
の
創
造
行
為
を
否
定
し
て
、「
天
と
地
は
創
造
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
永

遠
に
存
在
し
て
い
る
」
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
暗
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
エ
リ

ウ
ゲ
ナ
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
歪
曲
で
あ
る
。
万
物
は
本
源
で
あ

る
神
か
ら
流
出
し
、
最
終
的
に
は
こ
の
本
源
に
回
帰
す
る
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
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的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
を
は
じ
め
キ
リ
ス
ト
教
著
作

家
の
間
で
は
キ
リ
ス
ト
論
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
グ
ラ
ベ
ー
ル
は
こ
の
前
提
か
ら

異
端
に
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。「
同
様
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
宇
宙
に
お
け

る
い
か
な
る
被
造
物
も
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
自
然
の
掟
を
侵
犯
し
な
い
限
り
、

神
に
よ
っ
て
打
ち
倒
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
存
在
が
こ
の

自
然
の
秩
序
に
確
固
と
し
て
留
ま
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
よ
り
真
な
る
良
き
存
在
に
な
る
。

こ
う
し
て
神
の
配
剤
に
常
な
る
不
動
さ
に
よ
っ
て
従
う
す
べ
て
の
存
在
は
、
そ
の
従

順
さ
に
よ
っ
て
不
断
に
創
造
主
を
証
し
続
け
る
。
あ
る
被
造
物
が
大
胆
に
も
神
か
ら

離
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
破
滅
へ
と
突
き
落
と
さ
れ
、
神
に
忠
実
た
ら
ん
と
す
る
者
に
対

す
る
警
告
と
な
る
。」*3

異
端
の
言
葉
は
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
表
れ
な
い
が
、
間
接
的

に
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
的
な
正
統
神
学
の
対
極
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な

い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
―
グ
ラ
ベ
ー
ル
で
は
流
出
と
回
帰
を
結
び
つ
け

る
の
が
神
の
受
肉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
異
端
は
キ
リ
ス
ト

を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
媒
介
な
し
に
被
造
物
（
人
間
）
が
そ
の
本
来
の

位
置
、
す
な
わ
ち
動
物
的
存
在
と
天
使
的
存
在
の
中
間
的
な
位
置
を
飛
び
越
え
て
、

直
接
に
神
に
至
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
ら
は
神
の
受
肉
を
信
じ
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
間
の
肉
体
的
・
身
体
的
・
歴
史
的
現
実
を
「
無
益
な
も
の
」
と
み
な
し
、
そ

の
彼
方
に
純
粋
な
霊
的
存
在
を
志
向
す
る*4

。

こ
う
し
た
観
念
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
的
な
宇
宙
の
秩
序
を
、
と
く
に
そ
こ
に
お
け
る
修

道
士
の
至
高
の
地
位
を
根
底
か
ら
脅
か
す
。
ま
た
、
当
時
の
宇
宙
の
象
徴
的
中
心
で

あ
っ
た
王
権
の
神
聖
性
を
も
一
挙
に
無
化
す
る
。
こ
う
し
て
、
異
端
に
対
し
て
修
道

士
グ
ラ
ベ
ー
ル
は
霊
的
な
次
元
で
、
国
王
ロ
ベ
ー
ル
は
歴
史
的
な
次
元
で
戦
い
、
そ

れ
を
完
全
に
沈
黙
さ
せ
る
。
彼
ら
異
端
の
言
葉
は
火
刑
の
炎
と
と
も
に
灰
燼
に
帰
し
、

聖
な
る
宇
宙
は
そ
の
統
一
性
を
回
復
す
る
。

神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
人
間
と
し
て
の
限
界
を
越
え
よ
う
と
す
る
グ
ラ
ベ
ー
ル

の
異
端
像
は
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
全
体
に
置
い
て
み
る
と
き
、
よ
り
明
確
な
姿
を
と
る
。

す
で
に
強
調
し
た
よ
う
に
、
彼
は
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
動
を
秩
序
を
脅
か
す
無
秩

序
と
見
た
が
、
異
端
は
そ
の
も
っ
と
も
極
端
な
表
れ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
異
端
と

は
社
会
の
固
定
化
さ
れ
た
日
常
か
ら
抜
け
出
し
「
何
か
別
の
も
の
」
に
な
ろ
う
と
す

る
衝
動
で
あ
り
、「
三
身
分
社
会
」
と
し
て
階
層
化
さ
れ
た
秩
序
編
成
を
強
調
す
る

当
時
の
社
会
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
社
会
的
流
動
性
の
表
現
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た*5

。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
反
異
端
言
説
は
、
こ
う
し
た
傾
向
に
対
応
す

る
聖
職
者
の
世
界
内
部
に
生
じ
て
い
た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
霊
的
救
済
観
の
急
進

化
を
指
し
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
神
と
の
直
接
的
な
一
致
を
信
じ
た
異
端
は
、
新

た
な
社
会
的
現
実
の
な
か
で
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
や
が
て
来
る
べ
き
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
」
に
お
け
る
急
進
的
改
革
者
た
ち

の
聖
霊
観
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
カ
リ
ス
マ
的
行
動
に
連
な
る
で
あ
ろ
う*6

。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
グ
ラ
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
』
を
中
心
に
、
こ
の
時
代
の
テ
ク
ス
ト
の
鏡
は

こ
う
し
た
傾
向
を
映
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
後
に
こ
う
問
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
グ

ラ
ベ
ー
ル
の
反
異
端
言
説
か
ら
垣
間
見
ら
れ
た
も
の
は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
的
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
弁
証
の
た
め
に
「
創
造
さ
れ
た
」
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
反
対
に
、

Ｇ
・
ク
ラ
ッ
コ
が
考
え
た
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化
に
対
す
る
異
端
の
「
対
抗
文
化
」

（con
tracu

ltu
ra

）
な
の
か
、
ま
た
は
Ｈ
・
タ
ヴ
ィ
ア
ー
ニ
が
主
張
す
る
よ
う
に
新
し

い
グ
ノ
ー
シ
ス
的
救
済
論
な
の
か*7

。
テ
ク
ス
ト
が
異
端
自
身
の
言
説
を
残
さ
な
い
以

上
、
最
終
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
こ
の
両
極
端
な
主
張
か
ら
慎

重
に
距
離
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

反
異
端
言
説
は
本
質
的
に
は
正
統
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
構
築
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
直
接
、
間
接
に
異
端
と
の
「
対
話
」
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
は

ま
っ
た
く
非
対
称
な
対
話
の
否
定
的
な
片
側
を
隠
す
が
、
そ
れ
が
描
き
出
す
異
端
像

は
あ
る
意
味
で
異
端
の
現
実
を
嗅
ぎ
当
て
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
大
変

に
興
味
深
い
ア
ラ
ン
・
ド
・
リ
ベ
ラ
の
考
察
を
い
さ
さ
か
長
い
が
引
用
し
、
結
び
と
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し
た
い
。

「
中
世
に
お
い
て
検
閲
の
慣
行
を
組
織
立
て
て
い
た
実
例
収
集
の
技
術
を
、
あ
た

か
も
、
検
閲
さ
れ
て
い
る
『
思
想
』
に
関
す
る
盲
目
的
で
、
し
た
が
っ
て
不
正
な
歪

曲
で
あ
る
か
の
よ
う
に
提
示
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
当
の

テ
ク
ス
ト
を
活
性
化
す
る
思
想
を
『
追
い
か
け
る
』
の
で
あ
っ
て
、
検
閲
官
は
テ
ク

ス
ト
が
ひ
そ
か
に
養
分
を
供
給
し
て
い
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
当
の
テ
ク
ス
ト
を

『
解
放
す
る
』
と
い
う
優
位
を
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
嫌
疑

を
か
け
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
自
ら
の
真
理
を
顕
わ
す
と
同
時
に
隠
蔽
す
る
。
誤
謬

の
宣
告

―
そ
れ
が
判
決
な
の
で
あ
る
が

―
は
、
そ
の
誤
謬
を
ほ
か
の
諸
々
の
破

綻
箇
所
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
隠
れ
た
論
理
を
白
日
の
も
と
に
さ
ら
す
の
で

あ
る
。」*8

注q

「
封
建
革
命
」
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。“T

h
e

F
eu

dal
R

evolu
tion

”,
P

ast
an

d
P

resen
t
142(1994),

6-42
;
152(1996),

196-223
;
155(1997),

177-225.

「
紀
元
千
年
の
恐
怖
」
を
め
ぐ
る
最
近
の
議

論
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
。「〈
紀
元
千
年
の
恐
怖
〉
再
考
」『
西
洋
史
論
叢
』
第

二
四
号
、
二
〇
〇
二
年
、
二
三
―
三
五
頁
。
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u
rton
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u

ssell,
“In

terpretation
s
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th

e
O

rigin
s

of
M

edieval

H
eresy”,M

edieval
S

tu
dies

25(1963),
26-53.
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近
の
研
究
史
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望
と
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て

は
以
下
の
も
の
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参
照
。G
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“U

n
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lem
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sem
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L
’origin
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1996),
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G
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ed
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ed
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ora

n
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B
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o
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u
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du
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X
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aris,1968).
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R
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orgh
en
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M
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o(1.ed.1951);
Ibid.,
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de
I’h

érésie
au
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in
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H
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et
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op.

cit.,
121-138.

A
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on
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“L
’origin

e
d

e
I’h

érésie
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éd
iévale

:
A

propos
d’u

n
livre

récen
t”,

R
ivista

di
storia

della
ch

iesa
in

Italia,

6(1952),
47-78.

こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
が
示
唆
的
で
あ
る
。

H
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ich
ten

a
u
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u
r

E
rforsch

u
n
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d
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H
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d
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rh

u
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R
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isch
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(1993),343-355.
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前
註
に
あ
げ
た
モ
ル
ゲ
ン
の
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
報
告
に
お
け
る
討
論(p.135

）。
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R
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oore,H
eresy,repression

,an
d

socialch
an

ge,op.cit.,21-22.
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A
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ald
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n

elle
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te
d

el
d

u
ecen

to
(S

tu
d

i

storici,8-9,R
om

a,1954).

i

拙
稿
「
一
一
世
紀
の
異
端
に
つ
い
て
―
紀
元
千
年
の
西
欧
社
会
と
排
除
の
問
題
―
」

『
社
会
科
学
討
究
』
第
九
五
号
、
一
九
八
七
年
、
三
〇
三
―
三
三
五
頁
。

o

こ
れ
ら
の
文
献
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
の
註
を
参
照
。
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R
.I.M

oore,
T

h
e

O
rigin

s
of

E
u

ropean
D

issen
t

(N
ew

Y
ork,

1977),
23-

47.
!1

「
紀
元
千
年
の
問
題
」
に
つ
い
て
は
デ
ュ
ビ
ィ
が
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
が
、
こ
の
点

で
も
後
の
議
論
を
先
取
り
し
て
い
る
。G

.D
u

b
y

,
L

es
trois

ord
res

ou

l’im
agin

aire
du

féodalism
e

(
G

allim
ard;P

aris,1978),162-182.
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E
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A
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m
il.

P
aix
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de
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et

com
m

u
n

au
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A

n
n

ales

E
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573-593
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e
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eresy
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tu

dy
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P
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in

th
e

P
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Ibid.,
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e

L
im

ou
sin

P
eace

of
G

od,
994-1033”,in

:T
h

.H
ead
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F

ran
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d
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e
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ear
1000

(Ith
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L

on
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1992),

184-218
;

Ibid
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R
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A
p
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p
se
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n

d
th

e
D

eceits
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H
istory

.
A

d
em

a
r

of

C
h

aban
n

es,989
-
1034,C

am
bridge

/L
on

don
,1995.

!4

歴
史
研
究
に
お
け
る
「
言
語
論
的
転
回
」
に
関
し
て
は
最
近
我
が
国
で
も
真
剣
な

議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
以
下
の
文
献
を
参
照
。
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T

h
e

P
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as
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ext.
T

h
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T
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an

d
P
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M
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H
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(T

h
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Joh
n

s
H

opkin
s

U
n

iversity
P

ress
;

B
altim

ore

an
d

L
on

don
,
1997.

荻
野
美
穂
「
歴
史
学
に
お
け
る
構
築
主
義
」
上
野
千
鶴
子

編
『
構
築
主
義
と
は
何
か
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
九
―
一
五
八
頁
。

本
稿
の
あ
つ
か
う
時
代
に
つ
い
て
は
註
（1）
の
拙
稿
を
参
照
。
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oore,
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h
e
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と
く
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次
の
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詳
細
に
展
開
し
て
い
る
。T

h
e

D
yn

am
ics

of
H

eresy
an

d
R

eform
,

op.
cit.

;
B

etw
een

A
ristocracy

an
d

H
eresy,

op.cit.

@1

R
.L

an
des,L

a
vie

apostoliqu
e

en
A

qu
itain

e,op.cit.

@2

ア
デ
マ
ー
ル
の
経
歴
、
作
品
の
意
義
に
つ
い
て
は
ラ
ン
デ
ス
の
包
括
的
な
ア
デ
マ

ー
ル
研
究
を
参
照
。R

elics,
A

pocalypse
an

d
th

e
D

eceits
of

H
istory,

op.
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Ｐ．
ブ
ル
ゲ
ン
に
よ
る
新
し
い
版
を
使
用
し

た
。A

d
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知
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rh
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dert,op.cit.
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ron
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#7
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od
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il
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labro
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ron
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e
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ell’an
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di,
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ilan
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;
III,

c.8,
158-175
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IV
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c.2,202-205.
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h

érétiqu
es,op.cit.,583-591.
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R
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ilG
labro
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e
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H
.G

ru
n

dm
an

n
,D

er
T

ypu
s

des
K

etzers,op.cit.,315-316.
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l’a
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y

e
d

e
S

a
in

t-P
ère

d
e

C
h

a
rtres,

t.1,
ed

.

M
.G

u
érard

(P
aris,

1840),
112.

こ
の
魔
術
的
物
質(

灰)

が
今
日
ま
で
広
く
認
め

ら
れ
る
民
間
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
属
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
が
示

唆
し
て
い
る
。R

en
ate

G
orre,

D
ie

ersten
K

etzer
im
11.

Jah
rh

u
n

dert.

(K
on

stan
z,
1982),

63-73.
A

.V
au

ch
ez,

D
iables

et
h

érétiqu
es,

op.
cit.,

589.

周
知
の
よ
う
に
、
Ｃ．
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
が
中
世
後
期
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け

て
の
時
期
に
つ
い
て
、
サ
バ
ト
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
根
源
を
論
じ
て
い
る
。
Ｃ．
ギ

ン
ズ
ブ
ル
グ
『
闇
の
歴
史
―
サ
バ
ト
の
解
読
』
竹
山
博
英
訳
、
せ
り
か
書
房
、
一

九
九
二
年
。
そ
の
光
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
、
上
述
の
見
解
は
大
変
に
興
味
深
い

仮
説
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

$2

G
u

iL
obrich

on
,T

h
e

C
h

iaroscu
ro

of
H
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.
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cf.
M

.

L
am

bert,M
edieval

H
eresy.P

opu
lar

M
ovem

en
ts

from
th

e
G

regorian

R
eform

to
th

e
R

eform
ation

(B
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ge,

op.
cit.
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Ibid.,
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e
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irth

of
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opu
lar

H
eresy,op.cit.

%0

す
で
に
、
戦
後
の
民
衆
異
端
研
究
の
代
表
者
で
あ
る
モ
ル
ゲ
ン
に
基
本
的
に
は
同

じ
構
図
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
支
配
エ
リ
ー
ト
の
「
封
建

教
会
」
の
腐
敗
と
、
民
衆
の
内
発
的
で
福
音
書
の
教
え
に
忠
実
な
宗
教
感
情
の
発

露
と
を
不
可
避
的
に
対
立
す
る
も
の
と
見
る
。
民
衆
の
そ
う
し
た
態
度
は
彼
の
主

著
の
ひ
と
つ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。R

.M
orgh

en
,

M
ediovo

cristian
o.,

op.

cit.,
225-226.

(

一
九
七
八
年
の
改
訂
版)

モ
ル
ゲ
ン
の
影
響
下
に
発
展
し
た
イ
タ

リ
ア
の
宗
教
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。
さ
し
あ
た

り
、
Ｃ
・
ヴ
ィ
オ
ラ
ン
テ
に
よ
る
示
唆
に
と
ん
だ
総
括
的
批
判
論
文
を
参
照
。
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最
近
、
ラ
ン
デ
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Ｒ
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Ｉ
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の
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マ
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っ
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論
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R
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異

端
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終
末
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緊
張
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背
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え
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と
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す
で
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デ
ュ
ビ
ィ
が
先
鞭
を

告
げ
て
い
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と
を
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た
い
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d
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^3

「
紀
元
千
年
」
の
時
代
が
ポ
ス
ト
・
カ
ロ
リ
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グ
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
は
、
最
近

あ
ら
た
め
て
Ｄ．
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
が
強
調
し
て
い
る
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d
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édiévale,

40,
1997,

3-35
;

L
’an

m
il

et
la

paix
de

D
ieu

.
L

a
F

ran
ce

ch
rétien

n
e

et
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と
く
に
、
新
プ
ラ
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ン
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の
再
発
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と
い
う
カ
ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
刷
新
の
ひ
と
つ
は
、

ク
リ
ュ
ニ
ー
の
霊
的
終
末
論
や
異
端
の
宗
教
的
・
文
化
的
背
景
と
し
て
さ
ら
に
考

察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
つ
い
て
は
次
の
註
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げ
る
Ｄ．
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オ

ニ
ャ
・
プ
ラ
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献
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検
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必
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ニ
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Ibid.,III,c.8,162-173.
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Ibid.,III,c.8,174-175.
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Ibid.,IV
,c.5,224-225.

&7

グ
ラ
ベ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
循
環
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

中
世
初
期
の
社
会
の
論
理
は
均
衡
と
対
立
と
い
う
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
象
徴
原
理
に
収

斂
す
る
。
Ｄ．
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
の
上
掲
の
研
究
は
こ
う
し
た
認
識
に
と
っ
て
基
本
的

な
重
要
性
を
持
つ
。
拙
稿
「〈
紀
元
千
年
の
恐
怖
〉
再
考
」
を
参
照
の
こ
と
。
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拙
稿
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頁
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