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は
じ
め
に

あ
る
歴
史
学
的
な
テ
ー
マ
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
同
時
代
の
歴
史
学
的
知
と
そ

れ
を
包
括
す
る
知
の
地
平
に
お
い
て
展
開
す
る
、
と
い
え
よ
う
。
中
世
異
端
史
の
研

究
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
導
か
れ
つ

つ
、
中
世
異
端
の
歴
史
学
的
研
究
に
お
い
て
い
ま
な
お
力
を
失
わ
な
い
ひ
と
つ
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
の
成
立
と
発
展
を
跡
づ
け
、
そ
の
問
題
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
九
五
〇
年
代
い
ら
い
の
中
世
異
端
研
究
の
活
況
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
た

が
、
そ
の
発
端
は
少
な
く
と
も
二
〇
世
紀
の
初
め
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
「
民
衆
異
端
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
るq

。

紀
元
千
年
前
後
か
ら
一
一
世
紀
の
半
ば
く
ら
い
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
し

て
北
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ド
ル
、
ロ
レ
ー
ヌ
の
各
地
に
一
群
の
異
端
集
団
が
相
次
い

で
姿
を
現
し
た
。
当
時
の
教
会
人
に
と
く
に
衝
撃
を
与
え
た
の
は
、
異
端
が
民
衆
レ

ヴ
ェ
ル
に
拡
が
る
影
響
力
を
も
っ
た
事
実
で
あ
っ
た
。
固
有
の
意
味
で
の
中
世
異
端

史
は
、
こ
の
「
民
衆
異
端
」
の
誕
生
と
と
も
に
始
ま
るw

。
中
世
初
期
に
お
い
て
も
異

端
の
問
題
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
聖
職
者
や
修
道
士
の
世
界
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
た
ん
に
異
端
が
多
く
の
民
衆
の
支
持
を
え
た
と
理
解
す
る

か
ぎ
り
で
は
、
何
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
端
緒
が
あ

り
、
戦
後
急
速
に
高
ま
っ
た
民
衆
宗
教
運
動
へ
の
関
心
の
高
ま
り
の
中
で
、「
民
衆

異
端
」
は
き
わ
め
て
図
式
的
な
二
項
対
立
の
中
で
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

「
教
会
」
対
「
民
衆
」
と
い
う
対
立
は
「
正
統
」
と
「
異
端
」
の
対
立
に
重
ね
あ
わ

さ
れ
、
民
衆
が
不
可
避
的
に
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
対
立
し
、
異
端
化
す
る
と
い
う

物
語
の
パ
タ
ー
ン
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
ま
た
、
様
々
な
意
匠
の
も
と
に
繰
り
返

し
語
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
上
の
含
意
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
、

「
民
衆
異
端
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
理
解
し
た
い
。
こ
の
認
識
の
パ
タ
ー
ン
は
単
純
明

快
な
だ
け
に
、
問
題
の
所
在
を
鮮
明
に
し
、
研
究
を
方
向
づ
け
る
う
え
で
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
し
ば
し
ば
不
毛
な
図
式
主
義
に
陥
る
危

険
を
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
在
の
研
究
の
中
で
も
し
ば
し
ば
暗

黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
一
一
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
の
中
世
異
端
の
成
立

期
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
、
単
純
に
筆
者
の

こ
れ
ま
で
の
研
究
が
こ
の
時
代
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
し
か
し
、
そ

れ
以
上
に
、
異
端
審
問
成
立
以
前
の
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
異
端
研
究
で
は
避
け
が

た
い
史
料
上
の
制
約
の
問
題
が
際
立
っ
て
い
る
た
め
に
、
解
釈
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
と

く
に
図
式
的
に
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
紀
元
千
年
の
前
後
に
現
わ

れ
る
最
初
の
異
端
集
団
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
一
一
世
紀
後
半
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
、

叙
任
権
闘
争
の
渦
中
に
お
け
る
異
端
の
「
空
白
期
」
を
へ
て
、
一
二
世
紀
前
半
の
異

端
の
再
登
場
、
そ
し
て
、
一
二
世
紀
後
半
に
お
け
る
カ
タ
リ
派
と
ワ
ル
ド
派
の
出
現

ま
で
、
異
端
に
関
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
教
会
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か

「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討

―
―
二
項
対
立
を
越
え
て
―
―

小

田

内
　
　
隆
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「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討

も
そ
れ
は
し
ば
し
ば
曖
昧
で
一
般
的
な
証
言
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
研

究
者
は
図
式
的
な
解
釈
に
訴
え
て
、
中
世
異
端
の
「
起
源
」
に
関
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

を
戦
わ
せ
て
き
た
。
最
近
、
テ
ク
ス
ト
論
的
な
研
究
動
向
の
中
で
、
こ
の
時
期
の
史

料
の
読
み
に
対
す
る
懐
疑
と
見
直
し
の
動
き
が
で
て
い
る
の
も
故
な
し
で
は
な
いe

。

い
い
か
え
れ
ば
、
研
究
上
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
、
こ
の
時
期
の
異

端
研
究
は
と
く
に
左
右
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
三
世
紀
以

降
の
異
端
運
動
の
研
究
も
例
外
で
は
な
い
が
、
よ
り
恵
ま
れ
た
史
料
状
況
の
た
め
に

こ
の
種
の
暗
黙
の
前
提
は
研
究
プ
ロ
セ
ス
か
ら
は
み
え
に
く
い
。
こ
こ
で
は
、
研
究

史
上
で
論
争
さ
れ
た
個
々
の
具
体
的
な
論
争
点
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
多
く

の
研
究
に
共
有
さ
れ
る
暗
黙
の
前
提
、
論
理
、
概
念
を
強
調
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
一
一
、
一
二
世
紀
の
異
端
に
関
す
る
研
究
史
は
有
利

な
観
察
の
場
と
な
ろ
う
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
中
世
異
端
一
般
の
本
質
、
原
因
、
性
格

な
ど
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
と
く
に
こ
の
時
代
を
焦
点
に
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
るr

。

以
下
の
議
論
で
は
、
ま
ず
初
め
に
、
現
代
の
中
世
異
端
研
究
の
枠
組
み
が
形
成
さ

れ
た
二
〇
世
紀
初
め
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
を
概
観
し
、
そ
の
到
達

点
を
批
判
的
に
検
証
す
る
。
続
い
て
、
六
〇
年
代
ま
で
に
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る

「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
展
開
を
跡
づ
け
る
。
そ
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
イ
タ
リ
ア
の
中
世
異
端
研
究
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に

か
け
て
の
研
究
上
の
凪
状
態
を
経
て
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
始
ま
る
活
況
の
な
か
で

主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
英
語
圏
の
中
世
異
端
研
究
、
以
上
の
二
つ
の
局
面

を
検
討
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
研
究
の
前
提
を
「
歴
史
的
に
」
反
省
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
現
在
と
い
う
地
点
に
お
い
て
研
究
の
新
し
い
展
望
が
開
か
れ
つ
つ
あ
る

と
い
う
認
識
を
踏
ま
え
て
い
る
。
最
後
に
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
乗
り
越
え
る
た
め

の
、
い
く
つ
か
の
研
究
方
向
を
指
摘
し
た
い
。

一
、
中
世
異
端
研
究
の
枠
組
み
の
形
成

現
代
の
中
世
異
端
研
究
の
出
発
点
は
二
つ
の
影
響
力
の
大
き
い
研
究
に
求
め
ら
れ

る
。
イ
タ
リ
ア
の
ジ
ョ
ア
ッ
キ
ー
ノ
・
ヴ
ォ
ル
ペ
に
よ
る
『
中
世
イ
タ
リ
ア
社
会
に

お
け
る
宗
教
運
動
と
異
端
セ
ク
ト
』（
一
九
二
二
年
）
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
Ｈ
・
グ
ル

ン
ト
マ
ン
に
よ
る
『
中
世
の
宗
教
運
動
』（
一
九
三
五
年
）
で
あ
るt

。
我
が
国
で
も
堀

米
庸
三
の
研
究y

を
つ
う
じ
て
よ
く
知
ら
れ
た
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
研
究
は
、
第
二
次
大

戦
後
の
民
衆
宗
教
運
動
研
究
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
学
界
の
研
究
成
果
と
合
流
す
る
形

で
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ォ
ル
ペ
の
影
響
は
イ
タ
リ
ア
学

界
に
比
較
的
に
限
ら
れ
、
戦
後
の
研
究
の
主
流
か
ら
は
外
れ
て
行
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
先
駆
的
な
意
義
は
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
本
稿
の
関
心
に

と
っ
て
は
グ
ル
ン
ト
マ
ン
以
上
に
注
目
さ
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
ペ
の
研
究
は
次
の
章
で
取

り
上
げ
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
六
〇
年
代
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
も
っ
て
研
究

上
の
枠
組
み
が
生
ま
れ
た
の
か
、
そ
こ
に
伏
在
し
た
問
題
点
は
何
か
を
み
て
み
た

い
。グ

ル
ン
ト
マ
ン
と
ヴ
ォ
ル
ペ
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
研
究
以
来
、
多
く
の
研
究
者
の
関

心
は
中
世
異
端
の
問
題
に
向
け
ら
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
混
乱
に
よ
っ
て
一
時

中
断
し
た
か
に
見
え
た
研
究
は
戦
後
直
ち
に
再
開
さ
れ
、
新
史
料
の
公
刊
も
含
め
て

目
覚
し
い
成
果
が
現
わ
れ
た
。
一
九
五
五
年
に
ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
第
十
回
国
際

歴
史
学
会
は
、
二
〇
世
紀
初
め
以
来
の
研
究
か
ら
立
ち
現
わ
れ
る
新
た
な
研
究
の
展

望
を
明
ら
か
に
し
、
中
世
異
端
研
究
は
欧
米
各
国
の
研
究
者
の
共
通
の
重
要
課
題
と

し
て
認
知
さ
れ
た
。
こ
の
学
会
の
主
催
と
司
会
を
任
さ
れ
た
の
が
、
ロ
ー
マ
大
学
の

Ｒ
・
モ
ル
ゲ
ン
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
戦
後
は
じ
め
て
東
西
ド
イ
ツ
の
研
究
者
が
国
際

学
会
に
参
加
し
、
そ
の
な
か
に
は
西
ド
イ
ツ
の
Ｈ
・
グ
ル
ン
ト
マ
ン
や
共
産
圏
の
東

ド
イ
ツ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
た
ち
の
姿
が
あ
っ
たu

。

こ
の
学
会
で
は
、
モ
ル
ゲ
ン
に
よ
っ
て
中
世
異
端
の
起
源
と
性
格
を
め
ぐ
る
二
つ
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の
論
争
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
西
欧
中
世
の
異
端
は
外
部
か

ら
由
来
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
内
部
の
発
展
の
結
果
な
の
か
と
い
う
起
源
論
争
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
異
端
の
外
在
論
と
内
在
論
と
い
う
本
質
理
解
が
か
か
わ
っ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
第
二
に
、
異
端
の
教
え
は
被
支
配
階
級
の
社
会
的
経
済
的
な
要
求
を
隠

し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
覆
い
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
本
質
的
に
宗
教
的

な
性
格
の
も
の
か
と
い
う
、
異
端
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
史
観
か
ら
の
解

釈
と
宗
教
史
・
精
神
史
か
ら
の
観
念
論
的
な
解
釈
と
の
間
の
論
争
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
の
論
争
の
発
端
は
一
九
四
四
年
に
発
表
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
Ｒ
・
モ

ル
ゲ
ン
の
論
文
に
あ
っ
たi

。
そ
こ
で
彼
は
、
異
端
運
動
が
一
一
世
紀
の
西
欧
社
会
と

教
会
を
刷
新
し
た
教
会
改
革
、
と
く
に
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
福
音
書
の
精
神
へ
の
回

帰
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
の
内
発
的
な
発
展
の
な
か
か
ら
現
わ
れ
た
、
と
主

張
し
た
。
そ
れ
ま
で
伝
統
的
に
、
中
世
の
神
学
者
や
論
争
家
た
ち
に
よ
っ
て
異
端
が

し
ば
し
ば
「
マ
ニ
教
」
と
し
て
非
難
さ
れ
た
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
異
端
の
体
系
的

な
教
義
を
想
定
す
る
「
中
世
の
マ
ニ
教
」
説
が
無
批
判
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

対
す
る
、
根
本
的
な
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
方
は
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
一
一
世
紀
初
め
に
最
初
の
姿
を
現
し
、
一

二
世
紀
後
半
か
ら
一
三
世
紀
に
か
け
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
脅
か
し
た
異
端
は
、
キ

リ
ス
ト
教
世
界
の
内
部
で
福
音
書
の
教
え
に
よ
っ
て
促
さ
れ
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な

く
、
本
質
的
に
は
そ
れ
と
は
異
質
な
神
学
的
教
義
に
由
来
し
、
遠
く
は
古
代
末
期
の

マ
ニ
教
に
発
し
、
東
方
ビ
ザ
ン
ツ
の
バ
ル
カ
ン
地
方
（
パ
ウ
ロ
派
―
ボ
ゴ
ミ
ー
ル
派
）

を
経
て
、
西
欧
に
移
植
さ
れ
た
、
と
。
こ
の
モ
ル
ゲ
ン
の
論
文
は
直
ち
に
広
範
な
反

響
と
論
争
を
呼
び
起
こ
し
た
。
と
く
に
、
一
九
五
一
年
に
ド
ミ
ニ
コ
会
の
代
表
的
な

異
端
研
究
者
、
Ａ
・
ド
ン
デ
ー
ヌ
は
一
一
世
紀
の
最
初
の
西
欧
異
端
と
ボ
ゴ
ミ
ー
ル

異
端
と
の
類
似
性
に
注
目
し
、
西
欧
の
異
端
は
東
方
か
ら
マ
ニ
教
的
二
元
論
が
宣
教

さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
モ
ル
ゲ
ン
の
論
を
全
面
的
に
否
定
す
る
議
論
を
展
開

し
たo

。
モ
ル
ゲ
ン
は
一
九
五
五
年
の
学
会
に
お
い
て
自
ら
の
立
場
を
固
め
る
論
陣
を

張
り
、
す
で
に
『
中
世
の
宗
教
運
動
』(

一
九
三
五
年
）
の
な
か
で
同
じ
方
向
で
の

解
釈
を
提
示
し
て
い
た
Ｈ
・
グ
ル
ン
ト
マ
ン
を
初
め
と
し
て
、
多
く
の
研
究
者
の
支

持
を
え
た
。
ド
ン
デ
ー
ヌ
の
立
場
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
Ａ
・
ボ
ル
ス
ト
や
イ
ラ
リ

ー
ノ
・
ダ
・
ミ
ラ
ー
ノ
と
い
っ
た
人
々
が
マ
ニ
教
―
東
方
起
源
論
を
擁
護
し
た!0

。

次
に
、
宗
教
的
要
因
か
社
会
的
・
経
済
的
要
因
か
と
い
う
論
争
は
、
す
で
に
グ
ル

ン
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
端
緒
を
開
か
れ
て
い
た
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
唯
物
史
観

と
の
対
決
の
な
か
で
宗
教
運
動
が
階
級
的
に
決
定
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
聖

書
の
使
徒
的
生
活
を
希
求
す
る
個
人
の
創
造
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
モ
ル
ゲ
ン
も
ま
た
、
異
端
が
階
級
意
識
や
経
済
的
利
害
に

よ
っ
て
導
か
れ
た
と
い
う
解
釈
を
退
け
、
そ
こ
に
む
し
ろ
聖
書
―
福
音
書
の
モ
デ
ル

と
の
一
致
を
要
求
す
る
民
衆
の
素
朴
な
良
心
の
声
を
み
た
。
一
九
五
五
年
の
学
会
に

は
戦
後
初
め
て
共
産
圏
の
学
者
も
招
か
れ
て
、
彼
ら
と
グ
ル
ン
ト
マ
ン
、
モ
ル
ゲ
ン

ら
の
西
側
の
学
者
の
間
で
議
論
が
戦
わ
さ
れ
た
。

こ
の
学
会
の
議
論
を
総
括
す
る
役
割
も
ま
た
モ
ル
ゲ
ン
に
任
さ
れ
た
。
異
端
は
西

欧
社
会
の
開
花
の
内
部
で
起
き
た
教
会
刷
新
と
福
音
書
的
覚
醒
の
宗
教
運
動
の
一
部

で
あ
り
、
教
会
改
革
や
新
修
道
会
を
生
ん
だ
正
統
の
宗
教
運
動
と
同
一
の
根
源
に
発

す
る
。
た
し
か
に
、
そ
こ
に
は
民
衆
の
主
体
的
参
加
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
福
音
書

の
モ
デ
ル
に
忠
実
な
聖
職
者
を
要
求
す
る
道
徳
的
な
反
抗
で
あ
り
、
社
会
経
済
的
な

要
因
は
あ
く
ま
で
運
動
を
外
的
に
規
定
す
る
社
会
環
境
と
し
て
の
み
か
か
わ
る
に
す

ぎ
な
い
。
以
上
が
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
テ
ー
ゼ
と
基
本
線
を
同
じ
く
す
る
モ
ル
ゲ
ン

に
よ
る
「
結
論
」
で
あ
っ
た!1

。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
論
争
は
七
年
後
に
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
で
開
催

さ
れ
た
国
際
学
会
に
お
い
て
も
再
び
繰
り
返
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
「
異
端
と
社
会
」

と
い
う
共
通
課
題
が
掲
げ
ら
れ
、
ア
ナ
ー
ル
派
の
第
三
世
代
を
代
表
し
た
ジ
ャ
ッ

ク
・
ル
ゴ
フ
の
司
会
の
も
と
に
、
欧
米
各
国
か
ら
中
世
、
近
代
の
異
端
研
究
者
が
一

堂
に
会
し
た!2

。
こ
う
し
て
、
一
九
五
五
年
に
歴
史
研
究
の
中
心
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
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「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討

て
舞
台
に
上
が
っ
た
異
端
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
論
争
点
ば
か
り
で
は
な
く
、

ア
ナ
ー
ル
派
の
全
体
史
の
精
神
に
沿
っ
て
多
様
な
視
点
か
ら
様
々
な
問
題
提
起
が
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
六
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
そ
の
報
告
集
は
従
来
の
研
究

の
文
字
通
り
百
花
繚
乱
的
な
集
大
成
で
あ
り
、
現
在
で
も
常
に
立
ち
返
っ
て
参
照
さ

れ
る
研
究
史
上
の
里
程
標
で
あ
る
。
ひ
と
つ
確
か
な
こ
と
は
、
一
九
五
五
年
以
来
の

異
端
研
究
の
焦
点
で
あ
っ
た
二
つ
の
論
争
が
モ
ル
ゲ
ン
の
総
括
の
「
勝
利
」
と
い
う

形
で
収
束
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
モ
ル
ゲ
ン
報
告
の
後
の
討
論
で
Ｊ
・
ル

ゴ
フ
が
お
こ
な
っ
た
発
言
は
印
象
的
で
あ
る
。「
私
は
モ
ル
ゲ
ン
教
授
の
次
の
よ
う

な
提
言
に
感
謝
し
た
い
ば
か
り
で
す
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
時
点
で
、
お
よ
そ
紀
元
千

年
頃
に
、
新
た
な
民
衆
、
新
た
な
宗
教
性
が
登
場
し
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
そ
の
後

一
千
年
に
わ
た
っ
て
存
続
す
る
、
と
。
こ
の
基
本
的
な
提
言
は
わ
れ
わ
れ
の
研
究
集

会
に
新
た
な
次
元
を
与
え
、
さ
ら
に
そ
の
方
向
性
を
正
当
化
す
る
も
の
と
な
る
で
し

ょ
う!3

。」

こ
こ
で
ル
ゴ
フ
が
モ
ル
ゲ
ン
ら
の
提
言
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
と
い
う
「
新
し
い

次
元
」
と
は
ア
ナ
ー
ル
派
の
全
体
史
的
な
社
会
史
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
い
て

切
り
拓
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。「
異
端
と
社
会
」
と
い
う
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン

集
会
の
課
題
が
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ル
ゴ
フ

は
、
正
統
も
異
端
も
共
通
の
宗
教
運
動
の
根
源
か
ら
分
枝
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
グ
ル
ン
ト
マ
ン
―
モ
ル
ゲ
ン
の
認
識
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
さ
ら
に
、
異
端
運
動

が
民
衆
的
次
元
を
も
つ
以
上
、
そ
の
社
会
史
的
認
識
が
不
可
避
的
に
要
請
さ
れ
て
く

る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
異
端
は
宗
教
的
な
次
元
に
属
す
る
が
、

そ
れ
は
社
会
の
他
の
様
々
な
次
元
（
経
済
、
政
治
、
文
化
、
心
性
、
な
ど
）
と
の
総
体

的
な
関
連
に
お
い
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
宗
教
的
要
因

か
社
会
経
済
的
要
因
か
と
い
う
二
者
択
一
で
考
え
る
還
元
論
的
な
立
論
を
乗
り
越
え

た
、
社
会
史
的
な
異
端
研
究
の
要
請
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ

ン
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
提
起
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
で
満
足
の
い
け
る
解

釈
に
は
届
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
シ
ュ
ミ

ッ
ト
、
Ｅ
・
ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
ー
ら
に
よ
る
注
目
す
べ
き
社
会
史
的
研
究
に
も

か
か
わ
ら
ず!4

、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
を
含
め
て
、
中

世
異
端
の
研
究
は
あ
る
種
の
凪
の
状
態
に
入
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る!5

。
ア
ナ
ー
ル
派

の
研
究
者
た
ち
の
関
心
は
民
衆
文
化
の
問
題
に
向
か
い
、
異
端
問
題
か
ら
離
れ
て
い

っ
た
。『
モ
ン
タ
イ
ユ
ー
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
カ
タ
リ
派
と
ラ
ン
グ
ド
ッ

ク
文
化
に
対
す
る
大
衆
的
関
心
は
高
ま
っ
た
が
、
専
門
研
究
の
場
で
は
少
な
く
と
も

解
釈
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
六
〇
年
代
の
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
で
到
達
し
た
地
点
の
ま

ま
で
、
着
実
に
個
別
研
究
が
累
積
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
意
味
で
は
、
一
九
六
二
年
の
研
究
集
会
は
戦
後
の
中
世
異
端
研
究
の
到
達
点

で
は
あ
る
が
、
た
だ
ち
に
新
た
な
出
発
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
え

よ
う
。
む
し
ろ
、
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
ま
で
に
現
代
の
研
究
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
が
確

立
し
た
の
で
あ
り
、
比
較
的
最
近
に
い
た
る
ま
で
研
究
は
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
れ
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
正
統
と
異
端
の

問
題
に
お
い
て
は
避
け
が
た
い
、
ひ
と
つ
の
方
法
論
的
な
困
難
が
伏
在
し
て
い
た
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
、
さ
ら
に
モ
ル
ゲ
ン
は
、
福
音
的
覚
醒
と

教
会
改
革
と
い
う
共
通
の
宗
教
的
願
望
か
ら
新
し
い
修
道
会
と
異
端
セ
ク
ト
が
生
成

し
た
と
し
、
正
統
と
異
端
が
同
じ
歴
史
の
地
平
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
こ
の
認
識
は
以
後
、
大
部
分
の
研
究
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
か
し
他
方
で
、
同
一
の
根
源
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
正
統
と
異
端
の
境
界
の
不

分
明
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
あ
ら
た
め
て
異
端
概
念
、
あ
る
い
は
正
統
と
異
端
の
関

係
の
相
対
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
も
し
出
発
点
が
同
じ
な

ら
ば
、
な
ぜ
正
統
と
異
端
に
分
枝
し
た
の
か
、
い
か
に
し
て
あ
る
集
団
や
個
人
が

「
異
端
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
り
付
け
ら
れ
、
別
の
集
団
や
個
人
が
改
革
者
と
さ
れ

た
の
か!6

。
一
九
六
二
年
の
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
研
究
集
会
で
は
、
正
統
と
異
端
の
関
係

が
歴
史
的
か
つ
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
こ
の
関
係
性
自
体
の
方
法
論
的
な
検
討
は
回
避
さ
れ
た
。
多
く
の
研
究
者
は
こ

の
点
に
つ
い
て
、
同
一
の
教
会
改
革
へ
の
情
熱
が
急
進
化
し
、「
行
き
過
ぎ
た
」
と

き
に
「
異
端
」
と
な
る
と
い
う
量
的
問
題
に
還
元
し
て
説
明
す
る
か
、
あ
る
い
は
、

正
統
と
異
端
の
対
立
を
一
連
の
概
念
対
、
す
な
わ
ち
支
配
階
級
と
被
抑
圧
階
級
、
秩

序
と
異
議
申
し
立
て
、
客
観
主
義
と
主
観
主
義
、
修
正
主
義
と
原
理
主
義
、
教
会
と

民
衆
、
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
、
中
心
と
周
縁
と
い
っ
た
様
々
な
対
立
項
に
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
し
て
き
た
。
研
究
者
が
用
い
て
き
た
こ
れ
ら
の
概
念
対
は

教
会
の
言
説
で
あ
る
正
統
と
異
端
と
い
う
概
念
対
の
い
わ
ば
世
俗
版
と
い
え
よ
う
。

史
料
の
中
に
あ
る
中
世
の
教
会
人
の
言
説
と
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
位
相
を
も
ち
な

が
ら
相
互
に
密
接
に
絡
ん
で
い
る
研
究
者
の
分
析
上
の
概
念
対
と
が
、
相
互
に
輻
輳

し
合
い
自
明
視
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
結
果
、
単
純
な
二
項
対
立
の
構
図
の
な
か
で
異

端
は
実
体
化
さ
れ
、
本
質
主
義
的
に
理
解
さ
れ
る
に
い
た
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
と

く
に
「
教
会
」
と
「
民
衆
」
と
い
う
二
項
対
立
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
共
有
さ

れ
、
分
析
上
の
枠
組
み
と
し
て
働
い
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
五

〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
現
代
の
中
世
異
端
研
究
に
グ
ル
ン
ト
マ
ン
と
並
ん

で
多
大
の
影
響
を
与
え
た
Ｒ
・
モ
ル
ゲ
ン
の
民
衆
異
端
の
研
究
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
形
で
現
わ
れ
、
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
英
語
圏
の
研
究

者
の
間
で
新
た
な
問
題
関
心
と
方
法
意
識
の
も
と
で
登
場
す
る
。
両
者
は
内
容
的
に

は
同
列
に
比
較
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
問
題
を
「
教
会
」
と
「
民
衆
」

と
い
う
二
項
対
立
の
枠
組
み
で
考
え
る
点
で
は
近
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
イ
タ
リ
ア
の
異
端
研
究

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
（
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
に
お
け
る
現
代
の
異

端
研
究
の
出
発
点
は
、
Ｇ
・
ヴ
ォ
ル
ペ
で
あ
る
。
彼
は
一
九
二
二
年
に
そ
れ
ま
で
の

研
究
を
ひ
と
つ
の
書
物
に
ま
と
め
て
、『
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
宗
教
運
動
と
異

端
セ
ク
ト
』
と
し
て
公
刊
し
た!7

。
こ
の
研
究
は
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
長
い
間
モ

ル
ゲ
ン
学
派
の
陰
に
あ
り
、
必
ず
し
も
正
当
に
評
価
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。

一
九
世
紀
の
世
紀
末
、
社
会
主
義
や
労
働
運
動
が
大
き
な
潮
流
と
な
り
、
大
衆
の

役
割
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
時
代
に
お
い
て
、
ヴ
ォ
ル
ペ
は
ま
ず
ピ
サ
で
コ
ム

ー
ネ
制
度
の
研
究
か
ら
そ
の
歴
史
研
究
者
と
し
て
の
経
歴
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
同

時
代
の
多
く
の
研
究
者
と
と
も
に
、
彼
は
「
俗
人
の
、
農
民
や
都
市
民
の
中
世
」
を

強
調
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
中
世
イ
タ
リ
ア
の
コ
ム

ー
ネ
に
お
け
る
政
治
的
・
経
済
的
制
度
や
社
会
諸
階
級
の
問
題
に
関
心
を
向
け
て
い

た
。
し
か
し
、
ミ
ラ
ノ
大
学
に
移
っ
て
か
ら
、
当
時
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
で
論
争

を
起
こ
し
て
い
た
近
代
主
義
（m

odern
ism

o

）
の
運
動
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
一
グ

ル
ー
プ
と
接
触
し
た
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
の
役
割
の
重
要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
雑
誌
『
刷
新
（R

in
n

ovam
en

to

）』
に
集
っ
た
、
こ
の
ミ
ラ
ノ
の
グ
ル
ー
プ

は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
政
治
的
、
文
化
的
、
知
的
自
由
の
要
求
（
近
代
科
学

や
民
主
主
義
的
な
制
度
へ
の
適
応
）、
キ
リ
ス
ト
教
の
源
泉
へ
の
回
帰
に
よ
る
教
会
と

社
会
の
「
再
生
」
の
理
想
を
掲
げ
て
い
た
。
彼
ら
に
共
感
し
た
ヴ
ォ
ル
ペ
は
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
に
対
し
て
社
会
改
革
を
期
待
す
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
へ
と
傾
斜
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
歴
史
研
究
に
お
い
て
は
中
世
イ
タ
リ
ア
の
コ
ム
ー
ネ
社
会
と
教
会

の
関
係
、
こ
と
に
宗
教
運
動
と
異
端
の
役
割
へ
と
向
か
っ
た
。
彼
の
一
連
の
異
端
研

究
は
最
初
に
ミ
ラ
ノ
の
近
代
主
義
の
雑
誌
『
刷
新
（R

in
n

ovam
en

to

）』
誌
上
に
一

九
〇
七
年
か
ら
一
九
一
二
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
、
一
九
二
二
年
に
一
冊
に
ま
と
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
ち
に
イ
タ
リ
ア
の
近
代
主
義
の
代
表
的
人
物
で
あ
り
、
モ

ル
ゲ
ン
の
師
と
な
っ
た
Ｅ
・
ブ
オ
ナ
ユ
ー
テ
ィ
の
賞
賛
を
受
け
た
。
こ
の
ヴ
ォ
ル
ペ

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
ご
く
簡
潔
に
整
理
し
て
み
よ
う!8

。

西
欧
に
お
け
る
異
端
の
出
現
は
紀
元
千
年
以
後
に
お
け
る
「
新
し
い
社
会
」
の
出

現
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
「
根
本
的
事
実
」
が
宗
教
運
動
と
異
端
の
多
様
な
現

わ
れ
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ふ
た
つ
の
集
団
が
対
峙
す
る
。
ヨ
ー
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三
九

「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討

ロ
ッ
パ
の
封
建
社
会
の
成
立
過
程
で
、「
教
会
と
世
俗
の
貴
族
」
は
教
会
を
自
ら
の

支
配
手
段
と
化
し
て
、「
政
治
党
派
と
武
装
軍
団
」
へ
と
変
貌
す
る
。
俗
人
貴
族
と

聖
職
者
が
癒
着
し
た
教
会
組
織
は
本
来
の
価
値
を
失
効
し
て
し
ま
い
、
彼
ら
以
外
の

民
衆
か
ら
遠
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
他
方
、
こ
の
よ
う
な
中
世
初
期
の
旧
世

界
に
対
し
て
、「
新
し
い
民
衆
」、
す
な
わ
ち
「
民
衆
、
下
級
聖
職
者
、
新
し
い
宗
教

的
形
成
か
ら
な
る
大
衆
」
が
登
場
し
、
あ
ら
ゆ
る
領
野
で
開
花
す
る
社
会
の
発
展
に

主
体
的
に
参
加
し
よ
う
と
要
求
す
る
。
宗
教
生
活
へ
の
参
加
の
希
求
は
そ
の
ひ
と
つ

の
現
わ
れ
で
あ
り
、「
民
衆
の
運
動
」
に
意
味
と
生
命
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

福
音
書
に
従
う
キ
リ
ス
ト
教
の
覚
醒
は
一
定
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
「
潜
在
的
な

革
命
的
力
」
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、「
新
し
い
民
衆
」
こ
そ
が
そ
の
体
現
者
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
信
徒
の
た
め
に
あ
る
教
会
、
原
初
の
教
会
の
よ
う
な
兄
弟
的
な
信
徒

共
同
体
を
夢
見
た
。
少
な
く
と
も
、
聖
職
者
が
福
音
書
に
し
た
が
っ
た
生
活
を
送
り
、

信
徒
の
た
め
に
働
く
こ
と
を
望
ん
だ
。

こ
の
「
民
衆
の
運
動
」
は
当
初
か
ら
異
端
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
一
一
世
紀
後

半
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
に
お
い
て
は
二
つ
の
極
、
す
な
わ
ち
彼
ら
と
絶
対
的
な
教

権
政
治
を
志
向
す
る
教
皇
権
と
の
間
に
利
害
の
一
致
が
生
ま
れ
、「
教
会
と
世
俗
の

貴
族
」
に
対
す
る
同
盟
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
両
者
の
間
に
は
精
神
、
観
念
、
最

終
的
目
標
の
根
本
的
な
違
い
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
同
盟
は
乖
離
し
、
別
の
道
を
歩

ん
で
行
く
。「
ロ
ー
マ
教
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
…
特
権
的
な
結
合
力
で
あ
る
新
し
い

富
、
貨
幣
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。」
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
教
会
を
中
心
に

特
権
的
身
分
と
な
っ
た
聖
職
者
に
よ
っ
て
宗
教
生
活
か
ら
こ
れ
ま
で
以
上
に
疎
外
さ

れ
た
民
衆
は
、
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
願
望
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
腐
敗
堕
落
し

た
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
反
抗
す
る
。
腐
敗
を
極
め
た
「
ロ
ー
マ
と
い
う
娼
婦
」

（
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
か
ら
）、
こ
の
世
の
権
力
と
富
を
皇
帝
か
ら
受
け
取
っ
た
反
キ
リ
ス

ト
の
教
皇
シ
ル
ヴ
ェ
ス
テ
ル
に
象
徴
さ
れ
る
、
ロ
ー
マ
教
会
と
そ
の
聖
職
者
の
道
徳

的
腐
敗
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
の
中
世
異
端
の
歴
史
が
一
二
世
紀
に
始
ま
る
。
ヴ
ォ

ル
ペ
に
と
っ
て
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
勝
利
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
た
民
衆
の
覚

醒
／
期
待
と
、
貴
族
的
な
聖
職
者
の
道
徳
的
堕
落
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
こ
そ
が
、
異

端
の
起
源
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
異
端
の
目
的
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
破
壊

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
民
衆
の
福
音
的
願
望
に
一
致
し
た
教
会
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
改

革
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

彼
の
異
端
研
究
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
封
建
社
会
と
結
び
つ
き
体
制
化
し
た
教

会
の
道
徳
的
欠
陥
と
、
民
衆
の
「
潜
在
的
に
革
命
的
な
力
」、
新
た
な
意
識
の
覚
醒

と
の
不
可
避
的
対
立
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
か
ら
の
影
響
以
上
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
の
知
的
刷
新

運
動
で
あ
る
近
代
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
と
い
う
彼
が
生
き
た
同
時
代
的
経

験
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
事
実
、
彼
自
身
が
『
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
宗
教

運
動
と
異
端
セ
ク
ト
』
の
序
文
と
し
て
「
説
明
と
弁
明
」
を
寄
せ
、
そ
の
な
か
で
近

代
主
義
の
グ
ル
ー
プ
と
の
交
流
を
回
顧
し
な
が
ら
、
こ
の
点
を
率
直
に
認
め
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
近
代
主
義
の
運
動
に
集
っ
た
「
異
端
者
」
た
ち
の
教
会
刷
新
へ
の

期
待
と
幻
滅
は
、
中
世
の
異
端
者
た
ち
の
そ
れ
の
中
に
歴
史
的
等
価
物
を
見
い
出
す
。

両
者
と
も
に
、
民
衆
の
福
音
的
覚
醒
に
賭
け
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
対
立
す
る
に
い
た

っ
た
か
ら
。「
一
方
か
ら
他
方
へ
と
光
を
投
影
す
る
こ
と
は
、
現
在
と
過
去
を
よ
り

よ
く
観
察
す
る
刺
激
と
な
ら
な
い
か
。」
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ル
ペ
は
か
な
り
自
覚

的
に
現
在
の
運
動
の
理
念
を
過
去
に
投
影
す
る
姿
勢
を
打
ち
明
け
て
い
る!9

。
と
く
に
、

彼
の
二
項
対
立
的
な
理
解
の
仕
方
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
め
の

カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
界
を
揺
る
が
し
た
近
代
主
義
の
知
識
人
た
ち
に
は
、
宗
教
を
制

度
・
儀
式
・
教
義
な
ど
一
切
の
外
面
的
な
も
の
に
対
立
す
る
内
面
的
経
験
の
問
題
と

み
な
し
、
個
人
や
集
団
の
「
一
種
の
心
の
動
き
」
の
よ
う
な
も
の
に
限
定
す
る
傾
向

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
教
会
制
度
を
民
主
化
し
て
、
一
般
信
徒
の
教
会
参
加
を
促
そ
う

と
し
た
。
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
で
は
な
く
、
民
衆
の
内
発
的
な
福
音
的
覚
醒
に
キ
リ

ス
ト
教
社
会
の
刷
新
の
担
い
手
を
み
る
ヴ
ォ
ル
ペ
の
解
釈
は
、
た
し
か
に
近
代
主
義
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四
〇

的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
彼
の
中
世
異
端
研
究
は
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
指

摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
歴
史
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
ア
ナ
ー
ル
学
派
の

社
会
史
の
そ
れ
に
近
く
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
全
体
史
的
に
（
し
か
も
可
能
な

限
り
歴
史
具
体
的
に
）
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
の

時
代
で
あ
る
中
世
で
は
、
教
会
は
あ
ら
ゆ
る
生
の
領
域
に
遍
在
し
、「
新
た
な
民
衆
」

の
生
の
希
求
＝
異
端
は
宗
教
・
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
領
域
で

表
現
さ
れ
た
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
宗
教
、
そ
し
て
異
端
は
「
社
会
的
事
実
」
で

あ
っ
た
の
で
あ
る@0

。

ヴ
ォ
ル
ペ
の
二
項
対
立
的
な
シ
ェ
ー
マ
は
モ
ル
ゲ
ン
に
よ
っ
て
受
継
が
れ
た
。
す

で
に
み
た
よ
う
に
、
モ
ル
ゲ
ン
は
第
二
次
大
戦
の
前
後
か
ら
中
世
異
端
に
関
す
る
新

た
な
問
題
提
起
を
行
い
、
異
端
の
教
義
体
系
を
史
料
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
伝
統
的
な

異
端
研
究
を
徹
底
的
に
批
判
し
、
さ
ら
に
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
Ａ
・
ド
ン
デ
ー
ヌ

と
の
論
争
に
よ
っ
て
東
方
ボ
ゴ
ミ
ー
ル
異
端
経
由
に
よ
る
マ
ニ
教
的
伝
統
の
外
部
移

植
説
を
批
判
し
た
。
西
欧
中
世
の
異
端
は
外
部
か
ら
で
は
な
く
、
一
一
世
紀
の
教
会

改
革
の
時
代
に
お
け
る
福
音
書
へ
の
回
帰
に
よ
る
社
会
と
教
会
の
刷
新
の
動
き
か
ら

内
発
的
に
生
ま
れ
た
。
モ
ル
ゲ
ン
は
こ
の
よ
う
に
教
義
を
重
視
す
る
伝
統
的
な
異
端

研
究
を
批
判
し
た
。

こ
の
批
判
に
は
彼
自
身
の
教
会
生
活
に
お
け
る
体
験
や
立
場
が
如
実
に
反
映
し
て

い
た
。
モ
ル
ゲ
ン
は
近
代
主
義
的
な
問
題
の
圏
内
で
異
端
研
究
を
提
起
し
、
教
義
や

制
度
と
し
て
の
教
会
と
真
の
宗
教
と
の
相
克
か
ら
出
発
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
教

会
改
革
、
福
音
的
覚
醒
、
異
端
は
教
義
体
系
と
は
無
縁
の
民
衆
の
間
で
、
ド
グ
マ
的

な
教
会
の
圏
外
で
生
じ
る
と
い
う
、
モ
ル
ゲ
ン
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
」
研
究
に

一
貫
し
た
立
場
が
来
る
。
近
代
主
義
か
ら
の
影
響
は
、
中
世
異
端
研
究
に
関
す
る
か

ぎ
り
、
ヴ
ォ
ル
ペ
の
研
究
お
よ
び
ヴ
ォ
ル
ペ
自
身
と
の
接
触
か
ら
き
た
。
ま
た
、
モ

ル
ゲ
ン
は
イ
タ
リ
ア
の
近
代
主
義
の
指
導
者
の
一
人
で
キ
リ
ス
ト
教
史
家
で
あ
っ
た

Ｅ
・
ブ
オ
ナ
ユ
ー
テ
ィ
を
師
と
仰
い
だ
。
そ
の
た
め
、
彼
の
歴
史
的
思
考
は
制
度
と

霊
性
（
宗
教
）
と
が
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
と
い
う
、
近
代
主
義
的
な
二
項
対
立
を

い
っ
そ
う
先
鋭
に
反
映
し
、
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
ペ
の
全
体
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異

な
り
、
宗
教
に
歴
史
と
社
会
の
本
質
的
要
因
を
み
た@1

。
彼
に
と
っ
て
、
西
欧
中
世
に

お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
は
社
会
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
以
上
に
、
そ
の
歴
史
的
生
成
の

核
心
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
モ
ル
ゲ
ン
の
主
著
の
タ
イ
ト
ル

は
、
ブ
オ
ナ
ユ
ー
テ
ィ
の
表
現
を
借
り
て
『
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
』
と
な
っ
た
。
そ

の
な
か
で
異
端
は
周
縁
的
な
現
象
で
は
な
く
、
歴
史
的
生
成
の
核
心
と
し
て
の
キ
リ

ス
ト
教
の
体
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。『
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
』
は
『
異
端
の
中

世
』
と
い
っ
て
も
よ
か
っ
た@2

。

こ
こ
か
ら
モ
ル
ゲ
ン
の
中
世
異
端
の
歴
史
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
い
く
つ
か
の
特
徴
が

理
解
さ
れ
る@3

。
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
は
基
本
的
な
構
図
に
お
い
て
は
ヴ
ォ
ル
ペ
の
そ

れ
に
近
く
、
ま
た
ヴ
ォ
ル
ペ
か
ら
の
影
響
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
元
千

年
以
後
の
西
欧
社
会
の
発
展
か
ら
登
場
す
る
「
根
本
的
事
実
、
す
な
わ
ち
新
た
な
民

衆
と
そ
の
新
た
な
宗
教
感
情
」
と
い
う
ヴ
ォ
ル
ペ
的
な
表
現
を
受
け
て
、
彼
も
ま
た

封
建
社
会
の
支
配
層
の
支
配
手
段
と
な
り
、
物
質
化
し
霊
的
に
枯
渇
し
た
教
会
に
対

す
る
民
衆
の
道
徳
的
反
抗
に
異
端
の
本
質
を
見
る
。
し
か
し
、
モ
ル
ゲ
ン
は
社
会
や

経
済
の
発
展
と
の
関
係
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
宗
教
的

事
実
と
し
て
の
異
端
の
拡
大
に
好
適
な
「
環
境
」「
舞
台
」
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。

「
人
口
、
社
会
、
経
済
の
観
点
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
衆
の
発
展
に
は
…
各
個
人

の
な
か
で
刷
新
へ
の
熱
狂
的
な
願
望
が
対
応
し
て
い
た
。
当
時
の
社
会
は
信
徒
の
社

会
、
つ
ま
り
教
会
で
あ
り
、
社
会
の
刷
新
の
要
請
は
教
会
の
刷
新
の
要
請
と
一
致
し

て
い
た
。
教
会
改
革
とren

ovatio

の
神
話
が
一
一
世
紀
の
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る

表
現
を
支
配
し
て
い
た@4

。」
モ
ル
ゲ
ン
の
宗
教
的
精
神
＝
福
音
的
覚
醒
は
超
歴
史
的

な
力
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
そ
れ
は
無
学
な
平
信
徒
大
衆
、
と
く
に
下
層
の
人
々
の
間
に
現
わ
れ
た
。
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四
一

「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討

ナ
イ
ー
ブ
で
良
識
的
な
民
衆
の
信
仰
、「
理
性
と
良
識
に
対
す
る
尊
重
、
す
な
わ
ち

個
人
の
価
値
に
対
す
る
意
識
と
、
宗
教
信
仰
の
義
務
と
個
人
の
行
為
と
の
間
の
い
っ

そ
う
確
固
た
る
一
致
の
希
求@5

」
か
ら
、
彼
ら
は
堕
落
し
た
制
度
的
教
会
の
仲
介
を
越

え
て
、
や
が
て
は
そ
れ
と
の
不
可
避
的
な
対
立
に
お
い
て
神
と
の
直
接
の
関
係
を
追

及
す
る
よ
う
に
な
る
。
中
世
の
異
端
は
こ
う
し
た
平
信
徒
大
衆
の
宗
教
性
を
体
現
し

た
人
々
で
あ
り
、
彼
ら
の
標
語
は
「
理
性
的
に
生
き
る
こ
と
」（ration

aliter
vivere

）

で
あ
っ
た@6

。

第
三
に
、
西
欧
中
世
の
異
端
の
固
有
性
は
な
に
よ
り
も
、
司
祭
た
ち
の
教
会
、
と

く
に
「
神
の
教
会
」
か
ら
「
悪
魔
の
教
会
」
に
変
容
し
て
し
ま
っ
た
ロ
ー
マ
教
会
に

対
す
る
対
立
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
代
え
て
、
司
祭
中
心
で
は
な
い
福
音
書
に
忠

実
な
「
神
の
民
の
教
会
」
を
追
及
し
た
。
こ
の
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
精
神
は
最
終

的
に
は
一
三
世
紀
に
お
い
て
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
の
終
末
論
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

に
至
り
つ
く
。「
肉
の
教
会
」
に
対
す
る
「
霊
の
教
会
」
の
到
来
へ
の
預
言
者
的
な

夢
へ@7

。
こ
の
点
に
は
明
ら
か
に
ブ
オ
ナ
ユ
ー
テ
ィ
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
イ

タ
リ
ア
の
近
代
主
義
の
良
心
に
と
っ
て
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
フ
ァ
シ
ス
タ
支
配
の
も

と
に
お
け
る
教
会
と
国
家
の
妥
協
（
ラ
テ
ラ
ノ
条
約
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
真
の
信
仰
の
弔
鐘
の
よ
う
に
響
い
た
、
と
い
う
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
『
西
欧

世
界
の
没
落
』
に
み
る
よ
う
に
、
世
界
大
戦
前
夜
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
色
濃
く
黙
示

録
的
な
ム
ー
ド
が
漂
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ブ
オ
ナ
ユ
ー
テ
ィ
に
よ
る
フ
ィ
オ
ー
レ

の
ヨ
ア
キ
ム
論
は
そ
う
し
た
同
時
代
の
雰
囲
気
の
な
か
で
構
想
さ
れ
た
。
同
じ
よ
う

に
、
素
朴
で
良
識
あ
る
異
端
＝
民
衆
が
求
め
た
「
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
」
と
い
う
モ

ル
ゲ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
戦
争
体
験
と
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
解
体
を
経

験
し
た
モ
ル
ゲ
ン
の
福
音
書
に
賭
け
た
希
望
が
投
影
さ
れ
て
い
た
。
モ
ル
ゲ
ン
の
中

世
異
端
研
究
が
戦
後
期
に
広
い
共
感
を
呼
ん
だ
ひ
と
つ
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
同
時
に
、
近
代
主
義
に
す
で
に
端
緒
が
あ
り
、
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公

会
議
に
お
い
て
進
行
し
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
世
界
内
部
に
お
け
る
刷
新
の
動
き
、

異
な
っ
た
宗
教
に
開
か
れ
た
教
会
（
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
）、「
神
の
民
」
と
し
て
の
教

会
（
平
信
徒
の
教
育
や
役
割
）
へ
の
動
き
が
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
、
そ
の
な
か
で
登

場
し
た
「
新
し
い
神
学
」
を
代
表
す
る
神
学
者
、
Ｍ
・
Ｄ
・
シ
ュ
ニ
ュ
の
影
響
力
は

モ
ル
ゲ
ン
の
立
場
を
一
般
化
す
る
う
え
で
無
視
で
き
な
い@8

。
一
二
世
紀
に
お
け
る

「
福
音
的
覚
醒
」
に
ス
コ
ラ
神
学
と
宗
教
生
活
全
般
の
革
新
の
原
動
力
を
み
た
シ
ュ

ニ
ュ
の
研
究
は
、
モ
ル
ゲ
ン
の
学
派
の
解
釈
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
モ

ル
ゲ
ン
の
異
端
研
究
が
国
際
的
な
認
知
を
受
け
た
一
九
六
二
年
の
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン

研
究
集
会
に
お
い
て
、
開
会
の
講
演
を
行
っ
た
の
は
シ
ュ
ニ
ュ
で
あ
っ
た@9

。

以
上
の
よ
う
に
、
社
会
史
的
な
解
釈
（
ヴ
ォ
ル
ペ
）
と
宗
教
史
的
な
解
釈
（
モ
ル
ゲ

ン
）
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
近
代
主
義
を
め
ぐ
る
二
〇
世
紀
初
頭
の
論
争
を
色
濃

く
反
映
し
な
が
ら
、
教
会
と
民
衆
の
対
立
と
い
う
解
釈
図
式
に
よ
る
「
民
衆
異
端
」

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
同
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
イ
タ
リ
ア

の
知
的
、
社
会
的
状
況
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
モ
ル
ゲ
ン
は
ひ
と
つ

の
学
派
を
な
す
ほ
ど
強
い
影
響
力
を
も
ち
、
彼
の
弟
子
た
ち
、
Ａ
・
フ
ル
ゴ
ー
ニ
、

Ｒ
・
マ
ン
セ
ッ
リ
、
Ｇ
・
ミ
ッ
コ
リ
ら
は
モ
ル
ゲ
ン
の
路
線
に
忠
実
に
従
い
な
が
ら
、

多
彩
に
中
世
の
宗
教
史
研
究
を
展
開
し
た#0

。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
モ
ル
ゲ
ン
門
下

で
も
Ｏ
・
カ
ピ
タ
ー
ニ
と
Ｃ
・
ヴ
ィ
オ
ラ
ン
テ
は
早
く
か
ら
師
の
近
代
主
義
的
立
場

に
鋭
い
批
判
を
展
開
し
た
こ
と
、
と
く
に
後
者
に
よ
る
「
封
建
教
会
」
論
批
判
が

「
民
衆
異
端
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
克
服
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い#1

。
本
稿
の
最
後
に
こ
の
点
に
触
れ
る
こ
と
と
し
て
、
次
の
章
で

「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
最
近
の
展
開
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四
二

三
、「
ア
ナ
ー
ル
学
派
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
九
六
二
年
の
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
研
究
集
会
の
ひ
と
つ
の

狙
い
は
、
異
端
に
関
す
る
社
会
史
的
研
究
の
促
進
で
あ
っ
た
。
従
来
の
、
異
端
は
宗

教
的
な
要
因
に
よ
る
の
か
社
会
経
済
的
要
因
に
よ
る
の
か
と
い
う
、
観
念
論
的
な
立

場
と
唯
物
論
的
な
立
場
の
間
で
の
論
争
を
乗
り
越
え
て
、「
第
三
の
道
」（
Ａ
・
ヴ
ォ

シ
ェ
）
と
し
て
の
全
体
史
的
な
社
会
史
研
究
が
提
起
さ
れ
た#2

。
こ
の
点
で
、
Ｇ
・
ヴ

ォ
ル
ペ
の
研
究
は
先
駆
的
な
業
績
で
あ
っ
た
が
、
か
な
ら
ず
し
も
正
当
に
評
価
さ
れ

な
か
っ
た#3

。
他
方
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
に
属
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
は
若
干
の
例
外

を
除
い
て
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
関
心
を
民
衆
文
化
の
問
題
へ
と
転
じ
て
い
っ
た#4

。

本
稿
の
観
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
民
衆
文
化
へ
の
関
心
に

刺
激
さ
れ
て
英
米
圏
の
研
究
者
た
ち
が
提
示
し
て
き
た
「
民
衆
異
端
」
の
解
釈
で
あ

る
。「
教
会
」
と
「
民
衆
」
の
対
立
は
、「
エ
リ
ー
ト
文
化
」
対
「
民
衆
文
化
」
と
い

う
ア
ナ
ー
ル
学
派
的
な
二
項
対
立
の
装
い
を
ま
と
っ
て
再
登
場
す
る#5

。

Ｊ
・
ル
ゴ
フ
や
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
み
る
よ
う
に
、
ア
ナ
ー
ル

学
派
の
民
衆
文
化
へ
の
ま
な
ざ
し
は
エ
リ
ー
ト
文
化
と
民
衆
文
化
の
基
本
的
な
差

異
、
異
質
性
へ
と
向
け
ら
れ
た
。
両
者
の
交
差
や
融
合
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
最
終

的
に
は
二
項
対
立
を
前
提
に
研
究
さ
れ
て
き
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
葉
を
引
用
す
れ

ば
、「
歴
史
的
な
現
実
は
多
様
な
社
会
的
、
文
化
的
な
実
践
の
弁
証
法
、
紛
争
と
妥

協
の
弁
証
法
か
ら
で
き
て
い
る#6

。」
ヴ
ォ
ル
ペ
―
モ
ル
ゲ
ン
的
な
二
項
対
立
に
比
べ

る
と
、
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
と
の
相
互
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
点
で
、
異
な
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
二
項
対
立
の
枠
組
の
中
で
理
解
さ
れ
た
。
新
し
い

「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
こ
の
ア
ナ
ー
ル
学
派
的
な
エ
リ
ー
ト
文
化
／
民
衆
文

化
と
い
う
対
立
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

一
一
、
一
二
世
紀
の
異
端
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
英
語
圏
で
は
Ｒ
・

Ｉ
・
ム
ア
が
第
一
人
者
で
あ
る
。
彼
が
約
三
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
洗
練
さ
せ
て
き
た

解
釈
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
多
大
の
影
響
力
を
与
え
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
多

面
的
で
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
簡
単
に
は
要
約
で
き
な
い
。
し
か
し
、

初
期
の
研
究
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、「
民
衆
異
端
」
論
の
強
力
な
推
進
者
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い#7

。
ま
ず
第
一
に
、
初
期
か
ら
彼
は
知
的
エ
リ
ー
ト
で
あ
る

聖
職
者
の
間
に
生
じ
た
学
識
者
の
異
端
と
、
民
衆
の
世
界
に
根
を
持
つ
民
衆
異
端
と

を
明
確
に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
物
語
を
構
成
す
る
も
の
と
す
る
。
教
義
や
神

学
の
論
争
を
め
ぐ
る
前
者
と
、
福
音
書
の
教
え
に
も
と
づ
く
生
活
実
践
を
め
ぐ
る
後

者
と
は
、
直
接
の
関
連
は
な
い
。
こ
の
区
別
は
グ
ル
ン
ト
マ
ン
や
モ
ル
ゲ
ン
の
考
え

方
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、
ム
ア
は
も
う
ひ

と
つ
の
区
別
を
明
確
化
し
た
。
一
方
で
、
一
一
世
紀
以
来
し
だ
い
に
支
配
エ
リ
ー
ト

の
間
に
次
第
に
根
を
降
ろ
す
こ
と
に
な
る
、
民
衆
異
端
の
遍
在
に
対
す
る
恐
怖
と
民

衆
異
端
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
。
こ
こ
か
ら
一
二
世
紀
後
半
ま
で
に
迫
害
の
心
性
と
メ

カ
ニ
ズ
ム
が
誕
生
す
る
。
他
方
で
、
支
配
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
政
治
、
文
化
的
な
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
に
よ
る
介
入
に
抵
抗
す
る
民
衆
の
生
活
世
界
（
共
同
体
）
の
声
を
代
弁
す
る
、

現
実
の
民
衆
異
端
の
運
動
。
こ
う
し
て
、
一
二
世
紀
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

共
同
体
の
反
抗
運
動
の
伝
統
が
始
ま
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
文
化

的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
迫
害
の
歴
史
と
、
自
律
的
な
文
化
的
伝
統
を
守
る
民
衆
の
抵
抗
の

歴
史
と
の
交
差
の
な
か
か
ら
、
中
世
異
端
の
歴
史
が
紡
が
れ
て
い
く
。
テ
ー
マ
や
視

点
は
異
な
る
が
、
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
ア
ナ
ー
ル
学

派
の
民
衆
文
化
論
と
共
通
す
る
問
題
意
識
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
あ
え
て
図
式
的
に
ム
ア
の
民
衆
異
端
論
を
整
理
し
て
み
た
が
、

も
ち
ろ
ん
彼
の
具
体
的
な
議
論
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
留
保
が
あ

る
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
支
配
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
文
化
と
が
不
可
避
的
に

対
立
し
、
も
っ
と
も
先
鋭
化
し
た
地
点
で
正
統
と
異
端
と
の
対
立
と
結
び
つ
け
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
ペ
―
モ
ル
ゲ
ン
的
な
教
会
と
「
新
し
い
民
衆
」
と
の
対
立

と
は
異
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
本
質
主
義
的
な
二
項
対
立
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四
三

「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討

の
構
図
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
二
つ
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
こ
の
二
項
対
立
は
、「
認
識
さ
れ
た
異
端
」（percieved

h
eresies

）

と
、「
現
実
の
異
端
」（real

h
eresies

）
と
い
う
区
別
に
対
応
す
る
こ
と#8

。
す
な
わ

ち
、
支
配
エ
リ
ー
ト
の
側
に
は
異
端
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
構
築
と
、
そ
れ
に
支
え

ら
れ
た
迫
害
の
実
践
が
問
題
と
な
る
。
異
端
を
創
造
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
権

力
と
支
配
を
確
立
す
る
こ
と
。
中
世
に
お
け
る
異
端
に
関
す
る
言
説
は
大
部
分
が
こ

う
し
た
支
配
―
権
力
過
程
の
産
物
で
あ
っ
た
。
支
配
者
に
よ
っ
て
「
認
識
さ
れ
た
異

端
」
の
み
が
歴
史
研
究
者
の
手
元
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら

「
現
実
の
異
端
」
を
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
他
方
、
民
衆
の
自
律
的
な

文
化
、
共
同
体
的
伝
統
を
背
景
に
し
た
「
現
実
の
民
衆
異
端
」
は
、
ム
ア
に
よ
れ
ば

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
後
に
初
め
て
登
場
す
る
。
ム
ア
の
研
究
の
中
で
は
繰
り
返
し
事

例
と
し
て
用
い
ら
れ
る
、
一
二
世
紀
前
半
の
異
端
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
ヘ
ン
リ
ク
ス

（「
修
道
士
」
ヘ
ン
リ
ク
ス
と
も
い
う
）
は
、
こ
の
よ
う
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
後
に
現

わ
れ
た
民
衆
異
端
の
典
型
で
あ
っ
た#9

。

第
二
に
、
民
衆
異
端
の
出
現
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
が
逆
説
的
に
生
み
出
し
た

「
反
聖
職
者
感
情
」
を
背
景
と
し
て
い
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
は
聖
職
者
身
分
と

平
信
徒
身
分
の
区
別
を
こ
れ
ま
で
に
な
く
鮮
明
に
し
、
文
字
文
化
の
独
占
を
強
調
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
聖
職
者
の
支
配
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
立
場
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
確
立
し
た
。
一
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
は
文
字
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
聖
職
者
集

団
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
主
張
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
同
時
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
は

教
会
生
活
を
刷
新
し
、
信
徒
と
の
関
係
で
は
秘
蹟
や
様
々
な
慣
行
を
つ
う
じ
て
こ
れ

ま
で
に
な
く
民
衆
の
日
常
生
活
に
深
く
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幼
児
洗
礼
、
結

婚
、
悔
悛
、
死
者
の
た
め
の
ミ
サ
祈
祷
、
十
分
の
一
税
な
ど
。
そ
れ
は
教
会
の
富
と

権
力
の
源
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
勝
利
は
聖
職
者
を
民
衆
の
魂
ば
か
り
で

は
な
く
身
体
の
支
配
者
に
も
変
容
さ
せ
た
。
ム
ア
に
よ
れ
ば
、
異
端
は
ま
さ
に
教
会

改
革
の
勝
利
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
刷
新

は
民
衆
の
共
同
体
的
世
界
の
古
来
の
慣
習
を
脅
か
し
、
特
権
化
し
た
聖
職
者
エ
リ
ー

ト
は
救
済
者
で
は
な
く
抑
圧
者
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
教
会
改
革
に
寄

せ
た
民
衆
の
当
初
の
期
待
（
パ
タ
リ
ア
）
は
幻
滅
に
転
じ
、
こ
こ
に
生
じ
た
反
聖
職

者
感
情
を
背
景
に
民
衆
異
端
が
登
場
す
る$0

。
一
二
世
紀
の
初
め
に
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
ヘ

ン
リ
ク
ス
は
ル
・
マ
ン
で
説
教
を
行
い
、
司
教
不
在
の
間
に
民
衆
を
聖
職
者
に
反
抗

さ
せ
た
。
帰
還
し
た
司
教
ラ
ヴ
ァ
ル
ダ
ン
ン
の
ヒ
ル
デ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
「
ヘ
ン
リ
ク

ス
こ
そ
、
我
ら
の
父
で
あ
る
！
」
と
い
う
市
民
の
声
に
直
面
し
た
。
ヘ
ン
リ
ク
ス
は

ル
・
マ
ン
の
市
民
の
共
同
体
の
立
場
に
立
っ
た
説
教
と
実
践
に
よ
っ
て
広
範
な
共
感

を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
民
衆
が
な
お
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

教
会
の
秘
蹟
の
刷
新
、
と
く
に
結
婚
の
秘
蹟
の
導
入
に
対
す
る
代
替
案
を
提
供
し
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
は
共
同
体
の
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
小
教
区
教
会
の
広
場
で

説
教
し
、
近
親
婚
の
禁
止
や
嫁
資
を
必
要
と
し
な
い
当
事
者
の
同
意
に
の
み
も
と
づ

く
結
婚
式
を
挙
行
し
た
。
娼
婦
を
若
者
と
結
婚
さ
せ
、
共
同
体
に
迎
え
入
れ
た
こ
と

は
、
当
時
の
聖
職
者
に
と
っ
て
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
実
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
が
代
表
す
る
民
衆
異
端
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改

革
が
も
た
ら
し
た
「
革
命
」（
文
字
文
化
の
独
占
を
梃
に
し
た
聖
職
者
エ
リ
ー
ト
の
支
配
）

に
対
す
る
、
民
衆
の
共
同
体
的
世
界
の
側
の
反
動
を
背
景
に
し
て
い
た
。
こ
う
し
て

「
一
一
世
紀
か
ら
宗
教
改
革
ま
で
異
端
説
教
師
が
姿
を
現
わ
す
と
、
教
会
の
富
と
権

力
と
支
配
要
求
を
非
難
す
る
彼
ら
は
つ
ね
に
民
衆
か
ら
温
か
く
迎
え
ら
れ
た$1

。」

エ
リ
ー
ト
の
「
想
像
」
と
民
衆
の
「
現
実
」、
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
「
革
命
」
と
民

衆
の
「
反
動
」。
こ
の
ふ
た
つ
の
対
立
軸
か
ら
民
衆
異
端
が
誕
生
す
る
。
前
者
に
つ

い
て
は
八
〇
年
代
か
ら
の
「
言
語
論
的
転
回
」
を
背
景
に
し
た
異
端
研
究
に
お
け
る

「
転
回
」
が
関
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
驚
く
ほ
ど
ヴ
ォ
ル
ペ

―
モ
ル
ゲ
ン
的
な
説
明
モ
デ
ル
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
教
会
改
革
に
お

い
て
一
時
的
に
同
盟
し
た
教
会
と
民
衆
は
、
異
な
っ
た
目
的
と
利
害
を
も
っ
て
い
た
。

不
可
避
的
に
改
革
へ
の
期
待
か
ら
幻
滅
へ
と
転
じ
た
民
衆
の
間
に
反
聖
職
者
感
情
が
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う
ま
れ
る
。
ナ
イ
ー
ブ
な
「
道
徳
的
」
説
明
（
純
粋
な
民
衆
と
腐
敗
し
た
聖
職
者
）
で

は
な
く
、「
文
化
的
」
な
説
明
で
あ
る
が
、
避
け
が
た
い
「
幻
滅
」
の
物
語
と
い
う

点
で
は
変
わ
ら
な
い
。
民
衆
異
端
は
こ
の
よ
う
に
「
教
会
」
と
「
民
衆
」
と
が
不
可

避
的
に
対
立
す
る
ド
ラ
マ
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
物
語
＝
説
明
モ
デ
ル
は
、
近
年

に
お
け
る
神
の
平
和
運
動
の
再
検
討
の
議
論
の
な
か
で
提
出
さ
れ
た
紀
元
千
年
の
異

端
に
関
す
る
新
し
い
解
釈
に
も
、
よ
り
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
適
用
さ
れ
て
い

る
。い

わ
ゆ
る
「
封
建
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

光
を
当
て
ら
れ
た
。
こ
の
方
向
性
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
け
と
も
な
っ

た
著
書
の
な
か
で
す
で
に
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
、

と
い
う
。
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
。
し
か
し
、
神
の
平
和
教
会
会
議
が
当
初
の
千
年
王
国
的
熱
狂
か

ら
教
会
的
・
領
主
制
的
秩
序
の
確
立
へ
と
「
反
動
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
千
年

王
国
的
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
民
衆
は
異
端
へ
と
傾
斜
す
る
。

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
最
近
の
英
語
圏
の
研
究
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
民
衆
異
端
に

関
す
る
解
釈
も
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
ペ
―
モ
ル
ゲ
ン
的
な
解
釈
と
同
じ
よ
う
に
不
可
避
的

な
二
項
対
立
の
構
図
の
な
か
で
問
題
を
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ヴ
ォ
ル

ペ
―
モ
ル
ゲ
ン
と
は
異
な
っ
た
歴
史
研
究
の
流
れ(

ア
ナ
ー
ル
学
派
）
に
属
し
て
い

る
と
同
時
に
、
異
な
っ
た
知
的
・
文
化
的
状
況
の
産
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で

に
み
た
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
の
民
衆
異
端
研
究
は
近
代
主
義
か
ら
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン

公
会
議
に
い
た
る
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
変
化
を
背
景
に
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

英
語
圏
の
民
衆
異
端
研
究
を
担
っ
た
研
究
者
は
ム
ア
、
ラ
ン
デ
ス
、
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
、

多
く
は
六
〇
年
代
の
大
学
を
中
心
に
し
た
反
体
制
運
動
の
熱
狂
の
な
か
で
研
究
者
と

し
て
の
青
年
期
を
過
ご
し
、
熱
狂
が
過
ぎ
去
っ
た
後
の
幻
滅
を
体
験
し
た
世
代
で
あ

っ
た$4

。「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
二
項
対
立
の
物
語
（
教
会
／
民
衆
）
は
、

彼
ら
自
身
の
生
き
ら
れ
た
二
項
対
立
の
物
語
（
体
制
／
反
体
制
）
を
忠
実
に
反
映
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
、
二
項
対
立
を
越
え
て

異
端
に
関
す
る
言
説
に
は
、
中
世
の
同
時
代
史
料
か
ら
現
代
の
歴
史
研
究
の
言
説

ま
で
、
あ
る
種
の
一
貫
し
た
思
考
の
パ
タ
ー
ン
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

思
い
つ
く
だ
け
で
も
、
正
統
／
異
端
（
神
と
悪
魔
）、
聖
職
者
／
俗
人
、
学
識
者
／
無

学
者
、
教
会
／
民
衆
、
客
観
主
義
／
主
観
主
義
、
教
会
／
セ
ク
ト
な
ど
、
姿
形
を
か

え
た
二
項
対
立
の
ド
ラ
マ
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
も
っ
と
も
深
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、

「
民
衆
異
端
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
こ
う
し
た
二
項
対
立
の
言
説
の
系
譜
学
に
属
す
る
、

と
い
え
る
。

本
稿
の
前
半
で
見
た
よ
う
に
、
一
九
六
二
年
の
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
研
究
集
会
ま
で

に
、
中
世
異
端
に
関
し
て
研
究
者
間
に
は
一
定
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
生
ま
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
宗
教
運
動
は
正
統
も
異
端
も
と
も
に
、
西
欧
社
会
に
お
け
る
福
音
的
覚
醒

と
そ
れ
を
可
能
に
し
た
社
会
の
発
展
の
内
部
か
ら
生
じ
た
。
そ
の
際
に
、
社
会
経
済

的
な
要
因
か
宗
教
的
要
因
か
と
い
う
還
元
論
は
克
服
さ
れ
、
全
体
史
的
な
社
会
史
が

目
指
さ
れ
た
。
Ｈ
・
グ
ル
ン
ト
マ
ン
や
Ｒ
・
モ
ル
ゲ
ン
の
よ
う
に
異
端
の
宗
教
的
本

質
を
主
張
す
る
学
者
も
、
社
会
経
済
的
要
因
の
重
要
性
を
認
め
、
ま
た
、
マ
ル
ク
ス

主
義
的
な
立
場
の
歴
史
家
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
の
重
要
性
を
認
識
し
た
。
し
か
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「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討

し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
、「
社
会
」
は
異
端
が
拡
大
す
る
環
境
条
件
（
商
人
、
放
浪

聖
職
者
、
巡
礼
、
十
字
軍
、
楽
師
、
な
ど
の
遍
歴
す
る
マ
ル
ジ
ノ
ー
の
役
割
、
な
ど
）
の
問

題
に
と
ど
ま
っ
た
。
と
く
に
、
共
通
の
宗
教
的
、
社
会
的
根
源
を
強
調
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
異
端
問
題
の
相
対
性
が
「
問
題
」
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
方
法

論
的
な
困
難
か
ら
、
研
究
者
は
正
統
と
異
端
の
関
係
を
「
民
衆
異
端
」
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
初
め
と
し
て
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
二
項
対
立
の
図
式
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と

し
た
。
し
か
し
、
二
項
対
立
的
図
式
に
お
い
て
は
異
端
は
し
ば
し
ば
実
体
化
さ
れ
、

本
質
主
義
的
に
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
が
た
い
。
そ
れ
が
関
係

性
の
説
明
装
置
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う$5

。
最
後
に
、
二

項
対
立
的
思
考
を
乗
り
越
え
、
異
端
を
関
係
性
の
視
座
か
ら
捉
え
る
た
め
の
研
究
の

方
向
性
を
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
形
で
は
あ
る
が
示
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
Ｈ
・
グ
ル
ン
ト
マ
ン
や
Ｃ
・
ヴ
ィ
オ
ラ
ン
テ
が
早
く
か
ら
着
眼
し

て
い
た
よ
う
に$6

、
異
端
集
団
内
部
に
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
、
学
識
者
の
文
化
と
民
衆
の

要
求
と
の
間
の
相
互
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
正
統
と
異
端

の
対
立
は
む
し
ろ
、「
民
衆
」
に
対
す
る
司
牧
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
二
つ
の
集

団
間
の
抗
争
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
正
統
教
会
も
異
端
指
導
者
も
そ
れ
ぞ
れ

の
「
信
徒
」
＝
「
民
衆
」
を
教
化
／
創
出
し
、
司
牧
の
共
同
体
を
構
築
し
よ
う
と
す

る
。
し
た
が
っ
て
、「
民
衆
」
は
正
統
と
異
端
の
対
立
の
一
方
の
項
（
＝
異
端
）
に
で

は
な
く
、
二
つ
の
項
の
「
間
」
に
位
置
価
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
Ｂ
・

ス
ト
ッ
ク
の
「
テ
ク
ス
ト
共
同
体
」
の
概
念
は
、
正
統
と
異
端
の
両
集
団
の
構
築
の

過
程
を
テ
ク
ス
ト
受
容
の
視
点
か
ら
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
研
究
方

向
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る$7

。

第
二
に
、
こ
の
視
点
は
言
語
論
的
転
回
を
背
景
に
す
る
「
構
築
主
義
」
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
と
交
差
す
る
。
ム
ア
の
『
迫
害
社
会
の
形
成
』
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
、
最
近

の
異
端
研
究
の
主
流
と
な
っ
て
き
た
観
が
あ
る
教
会
の
言
説
と
表
象
へ
の
関
心
が
、

そ
れ
で
あ
る
。
異
端
は
教
会
の
言
説
の
産
物
で
あ
り
（「
異
端
の
創
造
」）、
そ
の
権
力

の
主
張
の
一
部
で
あ
る
。
異
端
概
念
の
政
治
的
使
用
に
関
す
る
再
検
討
の
動
き
も
そ

の
一
部
で
あ
る$8

。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
際
に
も
っ
ぱ
ら
正
統
の
側
の
他
者

（
＝
異
端
）
構
築
が
問
題
に
さ
れ
、
異
端
と
さ
れ
た
側
に
対
す
る
関
心
は
後
退
し
た
観

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ム
ア
の
研
究
は
こ
の
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
教
会
に
よ
る
他

者
構
築
＝
迫
害
の
形
成
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
異
端
者
の
側
に
つ
い
て
は
民
衆
の
共

同
体
的
世
界
と
い
う
「
実
体
」、「
現
実
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
想
定
す
る
。
構
築
は
一

方
向
的
で
あ
り
、
正
統
側
か
ら
の
権
力
作
用
に
の
み
着
目
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

他
者
の
構
築
と
自
己
の
構
築
と
は
相
互
に
構
成
的
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
正
統
と
異
端
は
相
互
に
他
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
す
る
と
同
時
に
、

自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
構
築
す
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
異
端
は
教
会
言

説
の
な
か
で
否
定
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
構
築
さ
れ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
に

対
抗
し
て
周
囲
の
社
会
か
ら
明
確
に
区
別
し
う
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
す
る$9

。

そ
の
際
、
流
動
す
る
関
係
性
の
な
か
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
決
し
て
固
定
化
さ
れ

ず
、
ま
た
、
つ
ね
に
他
者
と
明
確
に
弁
別
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
ワ
ル
ド
派
の

歴
史
は
こ
の
点
で
き
わ
め
て
興
味
深
い%0

。
教
会
の
周
縁
部
に
お
い
て
、
教
会
に
対
し

て
両
義
的
な
態
度
と
行
動
を
と
り
続
け
た
彼
ら
の
行
動
と
言
説
は
、
正
統
と
異
端
、

あ
る
い
は
教
会
と
セ
ク
ト
と
い
っ
た
区
別
で
は
捉
え
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
正
統
と

異
端
の
「
界
面
」
あ
る
い
は
「
接
触
領
域
」
が
研
究
の
視
野
に
収
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
に
、
正
統
と
異
端
の
両
極
の
相
互
的
に
構
成
的
な
構
築
の
み
で
は
、
関
係
性

を
分
析
す
る
う
え
で
は
不
十
分
で
あ
る
。「
民
衆
」
は
正
統
と
異
端
の
狭
間
に
あ
っ

て
、
両
者
か
ら
自
ら
の
必
要
に
応
じ
て
領
有
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
一
四
世
紀
の
ド

イ
ツ
の
ワ
ル
ド
派
の
信
徒
た
ち
は
ロ
ー
マ
教
会
に
対
す
る
彼
ら
の
「
教
師
た
ち
」
の

激
し
い
非
難
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
る
一
方
で
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
一
般
信

徒
に
実
践
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
ミ
ニ
マ
ム
な
宗
教
的
義
務
を
果
た
し
て
い
た
。

彼
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
に
通
い
、
祭
壇
に
奉
献
し
、
司
祭
に
告
白
を
し
、
司
祭
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四
六

か
ら
聖
体
を
拝
受
し
、
司
祭
の
説
教
を
聞
い
た
。
ま
た
、
教
会
の
暦
に
あ
る
斎
戒
や

祭
日
も
守
っ
て
い
た
。
異
端
審
問
官
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
い
は
同
じ
二
項
対
立

的
思
考
に
捉
え
ら
れ
た
歴
史
家
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
行
動
は
矛
盾
以
外
の
何
物

で
も
な
い
で
あ
ろ
う%1

。
そ
う
み
え
る
の
は
、
民
衆
の
生
活
世
界
に
独
自
の
次
元
を
そ

こ
に
見
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
民
衆
は
異
端
説
教
師
の
教
え
と
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
慣
行
と
の
狭
間
で
絶
え
ず
交
渉
し
、
独
自
の
位
置
を
保
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
こ
で
は
、
正
統
と
異
端
の
対
立
の
ド
ラ
マ
は
不
可
避
的
に
相
対
化
さ
れ
、

信
仰
世
界
は
異
種
混
淆
的
な
様
相
を
帯
び
て
く
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
異
端
に
集
う

民
衆
の
信
仰
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
民
衆
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
き
わ
め
て
近
い
。
両

者
を
相
互
に
区
別
す
る
の
は
、
司
牧
者
が
正
統
で
あ
る
か
異
端
で
あ
る
か
の
違
い
で

あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
教
会
の
異
端
審
問
は
こ
う
し
た
複
雑
で
流
動
す
る
信
仰
世

界
を
「
正
統
と
異
端
」
と
い
う
二
項
対
立
の
世
界
に
還
元
し
、
支
配
し
よ
う
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
異
端
研
究
を
し
ば
し
ば
呪
縛
す
る
二
項
対
立
の
思
考
は
、

問
題
を
つ
ね
に
移
り
動
く
関
係
性
の
磁
場
に
置
き
な
お
し
、
正
統
と
異
端
の
「
界
面
」

と
「
狭
間
」
に
視
点
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
対
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
の
方
法
論
的
な
戦
略
を
練
る
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

q

す
で
に
「
民
衆
異
端
」
を
め
ぐ
る
研
究
史
的
な
問
題
は
拙
稿
で
別
の
視
点
か
ら
す

で
に
触
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
れ
を
独
立
し
た
課
題
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
紀
元
千
年
の
歴
史
記
述
に
お
け
る
異
端
像
―〈
民
衆
異
端
の
誕
生
〉を
め
ぐ
っ
て
―
」、

『
立
命
館
文
学
』、
第
五
八
一
号
、
五
三
―
七
三
頁
、
二
〇
〇
三
年

w

民
衆
異
端
の
成
立
時
期
を
紀
元
千
年
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
時

期
の
異
端
を
重
要
視
し
な
い
立
場
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
場
合
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改

革
後
の
一
二
世
紀
前
半
の
異
端
に
民
衆
異
端
の
誕
生
を
み
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
後

に
触
れ
るH

.
G

ru
n

dm
an

n

、G
.

V
olpe

、R
.

I.
M

oore

の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。C

f.
G

.
C

ra
cco,

“U
n

p
rob

lem
a

sem
p

re
a

p
erto

:
L

’origin
e

dell’eresia
m

edievale”,C
u

ltu
ra

e
scu

ola,20(1981),pp.102-103.

e

代
表
的
な
事
例
は
ニ
ー
ス
大
学
に
お
い
て
一
九
九
二
年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
続

け
ら
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
の
成
果
報
告
集
で
あ
る
。M

on
iqu

e
Z

ern
er,

ed.,
In

ven
ter

l’h
érésie?

D
iscou

rs
polém

iqu
es

et
P

ou
voirs

avan
t

l’In
qu

isition
(N

ice,

1998).

r

マ
ン
セ
ッ
リ
の
次
の
コ
メ
ン
ト
は
起
源
の
問
題
に
対
す
る
こ
う
し
た
態
度
を
例
証

す
る
。「
こ
れ
ら
の
初
期
の
運
動
の
性
格
は
、
そ
れ
に
続
く
運
動
、
と
く
に
カ
タ
リ
派

の
本
質
や
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
。」R

.
M

an
selli,

L
’eresia

d
el

m
ale

(2
ed.N

apoli,1980).,p.122

t

G
.V

olpe,M
ovim

en
ti

religiosi
e

sette
ereticali

n
ella

società
m

ed
ievale

italian
a.

secoli
X

I-X
IV

(F
iren

ze,
1922;

repr.1961).
H

.
G

ru
n

dm
an

n
,

R
eligiöse

B
ew

egu
n

gen
im

M
ittela

lter.
U

n
tersu

ch
u

n
gen

ü
b

er
d

ie

g
esch

ich
tlich

en
Z

u
sa

m
m

en
h

ä
n

g
e

zw
isch

en
d

er
K

etzerei,
d

en

B
ettelord

en
u

n
d

d
er

religiösen
F

rau
en

bew
egu

n
gen

im
12.

u
n

d
13.

J
ah

rh
u

n
d

ert
u

n
d

ü
ber

d
ie

gesch
ich

tlicen
G

ru
n

d
lagen

d
er

d
eu

tsch
en

M
ystik

(1st
ed.,B

erlin
,1935;2n

d.ed.,D
arm

stadt,1960)

y

堀
米
庸
三
『
正
統
と
異
端
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
四
年
）

u

M
ovim

en
ti

religiosi
popolari

ed
eresie

d
el

M
ed

io
E

vo.
in

:
R

elazion
i,

III,
S

toria
d

el
M

ed
ioevo

(F
iren

ze,
1955),

p
p.307-448

(X
C

on
gresso

In
tern

azion
ale

diS
cien

ze
S

torich
e,R

om
a,1955).

i

R
.M

orghen,“O
sservazionicritiche

su
alcune

questionifondam
entali

rigu
ardan

ti
le

origin
i

e
i

caratteri
delle

eresie
m

edievali”,in
:

A
rch

ivio

d
ella

R
egia

D
epu

tazion
e

rom
an

a
d

i
S

toria
patria,

67,
n

s.10(1944),

p
p

.97-151.

こ
の
論
文
は
そ
の
後
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
大
幅
に
改
稿
さ
れ
、

“L
’eresia

n
el

M
edioevo”

の
表
題
の
も
と
に
彼
の
有
名
な
論
文
集
に
収
録
さ
れ

た
。M

ed
ioevo

cristian
o,
1st

ed.(L
aterza-B

ari,
1951),

pp.
212-286;

2n
d

ed.
(1958),

pp.204-281.;
4th

ed.
1965,

pp.189-249.

こ
こ
で
は
第
四
版
で
引
用

す
る
。

o
A

.D
on

dain
e,

“L
’origin

e
de

I’h
érésie

m
éiévale

:
A

propos
d’u

n
livre

récen
t”,

R
ivista

d
i

storia
d

ella
ch

iesa
in

Italia,
6

(1952),
pp.47-78.

こ
の

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

.G
.O

rioli,
“N

on
tesi

m
a

im
postazion

e
critica

del
problem

a.
A

lle
radici

della
con

troversia
fra

R
affaello

M
orgh

en
e

A
n

toin
e

D
on

d
ain

e”,
B

u
llettin

o
d

ell’Istitu
to
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四
七

「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討

S
torico

Italan
o

per
il

M
ed

io
E

vo
e

A
rch

ivio
M

u
ratorian

o
99-1

(1993),

pp.343-355
!0

モ
ル
ゲ
ン
は
そ
の
後
の
一
連
の
論
文
に
お
い
て
ド
ン
デ
ー
ヌ
に
対
す
る
反
論
を
通

じ
て
解
釈
を
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
。
最
終
的
な
立
場
は
ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
に
お
け
る

報
告
に
示
さ
れ
て
い
る
。“P

roblèm
es

su
r

l’origin
e

de
l’h

érésie
au

M
oyen

-

A
ge”,

in
:

H
érésies

et
sociétes

d
an

s
l’E

u
rope

pré-in
d

u
strielle.

11e-18e

siècles.
C

om
m

u
n

ication
s

et
débats

du
C

olloqu
e

de
R

oyau
m

on
t,

ed.
J.

L
e

G
off

(P
aris-L

a
H

aye
1968),pp.121-138.

!1

R
.

M
orgh

en
,

“C
on

clu
sion

e”,
in

:
M

ovim
en

ti
religiosi

p
op

ola
ri

ed

eresie
d

el
M

ed
io

E
vo,cit.,pp.539-541.

!2

報
告
集
は
一
九
六
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
。
註
10
を
参
照
。

!3

H
érésies

et
societes

cit.,p.135.

!4

J.-C
l.

S
ch

m
itt,

M
ort

d
’u

n
e

h
érésie.

L
’É

glise
et

les
clercs

face
au

x

begu
in

es
et

au
x

bégh
ard

s
d

u
R

h
in

su
périeu

r,
d

u
X

IV
au

X
V

siècle

(P
aris-L

a
H

aye,
1978).

E
.

L
e

R
oy

L
adu

rie,
M

on
taillou

,
village

O
ccitan

d
e

1294-à
1324

(P
aris,1975)

!5

ロ
ワ
イ
ヨ
ー
モ
ン
後
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
中
世

異
端
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
集
を
参
照
。G

.G
.M

erlo,
ed.,

“E
retici

ed
eresie

m
edievali

n
ella

storiografia
con

tem
poran

ea”,B
ollettin

o
d

ella

S
ocietà

d
i

stu
d

i
V

ald
esi
174

(T
orin

o,
1994),

pp.3-152.

こ
の
な
か
で
、G

.

C
racco

が
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
（Ibid.,

p.38

）、A
.

V
au

ch
ez

が
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い

て
（Ibid

.,
p

.96

）、P
.

B
iller

が
英
語
圏
に
つ
い
て
（Ibid

.,
p

p
.62-63

）、W
.

M
aleczek

が
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
（Ibid.,

p.93

）、
一
九
七
〇
年
代
の
後
半
か
ら
八
〇

年
代
に
か
け
て
異
端
研
究
の
停
滞
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に

は
本
文
中
で
指
摘
し
た
異
端
研
究
の
内
在
的
な
理
由
以
外
に
、
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公

会
議
以
降
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
流
れ
の
な
か
で
、
宗
派
的
な
関

心
に
よ
る
異
端
研
究
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
相
対
的
に
低
下
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
他
方
、
一
時
的
に
は
、
そ
う
し
た
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

新
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
流
れ
、
と
く
にK

.
R

ah
n

er

やM
.

D
.

C
h

en
u

ら
が
異

端
の
歴
史
的
役
割
を
積
極
的
に
評
価
す
る
開
か
れ
た
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
は
、
異
端

を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
他
者
の
問
題
の
一
環
と
し
て
よ
り
開
か
れ
た
態
度
で
研
究
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。C

f.
K

.
R

ahner,
C

he
cos’è

eresia
(P

aideia,

1964).
A

.S
.

M
cG

rade,
“T

h
e

M
edieval

Idea
of

H
eresy:

W
h

at
are

w
e

to

m
ak

e
of

it?”,
in

:
P

.
B

iller,
B

.
D

obson
eds.,

T
h

e
M

ed
ieval

C
h

u
rch

:

U
n

iversities,H
eresy,an

d
th

e
R

eligiou
s

L
ife

(B
oydell,1999),pp.111-113

!6

こ
う
し
た
方
法
論
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
は
次
の
拙
稿
を
参
照
。「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

改
革
と
異
端
―
中
世
異
端
史
の
転
回
点
を
め
ぐ
っ
て
―
」、『
史
観
』
一
一
八
、
一
九

八
八
年
、
五
九
―
七
三
頁
ま
た
、
我
が
国
で
は
早
く
か
ら
樺
山
紘
一
氏
が
異
端
問
題

に
方
法
論
的
な
立
場
か
ら
鋭
い
考
察
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

樺
山
紘
一
「
異
端
―
概
念
か
ら
方
法
へ
」、『
社
会
科
学
』、
一
九
七
五
年
、
六
、
八
月

号
所
収
。

!7

注
t
を
参
照
。
以
下
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
研
究
状
況
に
関
す
る
記
述
はG

.

C
racco

に
依
拠
し
て
い
る
。G

.
C

racco,
“E

resiologi
d

’Italia
tra

O
tto

e

N
ovecen

to”,
in

:
G

.G
.M

erlo,
ed

.,
E

retici
ed

eresie
m

ed
ieva

li
n

ella

storiografia
con

tem
poran

ea,cit.,pp.16-38.

!8

と
く
に
こ
こ
で
整
理
す
る
図
式
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
箇
所
を
示
す
。G

.
V

olpe,

M
ovim

en
ti

religiosi
e

sette
ereticali,cit.,pp.5-49,65-69.

!9

Ibid.,
vii-xiii.

引
用
箇
所
はp.xiii

に
あ
る
。
近
代
主
義
（
モ
デ
ル
ニ
ズ
モ
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
）
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。L

ester
R

.K
u

rtz,
T

h
e

P
olitics

of
H

eresy.
T

h
e

M
od

ern
ist

C
risis

in
R

om
an

C
ath

olicism
(L

on
don

1986).

Ｐ
・
オ
ー
ベ
ー
ル
他
『
キ
リ
ス
ト
教
史
』
第
九
巻
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
、

編
訳
、
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
三
六
二
―
三
九
八
頁
。

@0

G
.V

olpe,M
ovim

en
ti

religiosi
e

sette
ereticali,cit.,p.xvi.

@1

歴
史
家
モ
ル
ゲ
ン
と
彼
の
近
代
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。

G
.

C
racco,

“E
resiologi

d’Italia
tra

O
tto

e
N

ovecen
to”,

cit.,
pp.31-34.

M
.

G
.

O
rioli,

“N
on

tesi
m

a
im

postazion
e

critica
del

problem
a”,

cit.
L

.

G
en

icot,
“R

affaello
M

orgh
en

(1896-1983).
U

n
e

vision
du

C
h

ristian
ism

e

du
M

oyen
A

ge
et

de
l’h

istoire”,A
cad

ém
ie

R
oyale

d
e

B
elgiqu

e.B
u

lletin

d
e

la
classe

d
es

letteres
et

d
es

scien
ces

m
orales

et
politiqu

es,S
er.V

,71
/

3-4
(1985),

pp.54-61.
G

.
T

abacco,
“R

affaello
M

orgh
en

(1896-1983)”,
in

:

S
ettim

an
e

d
i

S
tu

d
io

d
el

C
en

tro
Italian

o
d

i
stu

d
i

su
ll’A

lto
M

ed
ioevo,

X
X

X
II-1

(S
poleto,1986),pp.15-27.
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四
八

@2

M
.

G
.

O
rioli,

“N
on

tesi
m

a
im

postazion
e

critica
del

problem
a”,

cit.,

p.353,
n

.47.
L

.
G

en
icot,

“R
affaello

M
orgh

en
”,

cit.,p.60.
G

.
T

abacco,

“R
affaello

M
orgh

en
”,

cit.,
p.16.

ま
た
、
す
で
に
神
崎
忠
昭
氏
が
モ
ル
ゲ
ン
と
近

代
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
神
崎
忠
昭
「
異
端
の
起
源
は
〈
種
子
〉

か
〈
土
壌
〉
か
　
一
一
世
紀
前
半
の
西
欧
異
端
の
背
景
―
学
説
の
整
理
を
中
心
と
し

て
―
」、
坂
口
昴
吉
編
著
『
地
中
海
世
界
と
宗
教
』
慶
応
義
塾
大
学
地
域
研
究
セ
ン
タ

ー
、
一
九
八
九
年
、
一
五
〇
頁
、
註
（
33
）。

@3

以
下
の
モ
ル
ゲ
ン
の
解
釈
の
整
理
は
主
と
し
てR

.
M

org
h

en
,

M
ed

ioevo

cristian
o,cit.,pp.189-249

に
よ
る
。

@4

R
.

M
orgh

en
,

“P
roblèm

es
su

r
l’origin

e
de

l’h
érésie

au
M

oyen
-A

ge”,

cit.,p.131.

@5

R
.M

orgh
en

,M
ed

ioevo
cristian

o,cit.,pp.225-226.

@6

Ibid.,pp.224-229

@7

G
.

C
racco,

“E
resiologi

d’Italia
tra

O
tto

e
N

ovecen
to”,

cit.,
pp.27,

32-

33.

@8

Ibid.,p.33.
O

.
C

apitan
i,,

U
n

a
m

ed
ievistica

rom
an

a
(B

ologn
a,
1986),

p
p

.20-21,
36-37.

C
.

V
iola

n
te,

S
tu

d
i

su
lla

cristia
n

ità
m

ed
ioeva

le

(M
ilan

o,1975),p.69.

註
15
も
参
照
。

@9

M
.

D
.

C
h

en
u

,
“O

rth
odoxie

et
h

érésie”,
in

:
H

érésies
et

sociétes
cit.,

pp.9-17.

#0

G
.C

racco,“E
resiologid’Italia

tra
O

tto
e

N
ovecen

to”,cit.,pp.34-37.

#1

C
f.

C
.V

iolan
te,

“Il
con

cetto
di

‘C
h

isa
feu

dale’n
ella

storiagrafia”,
in

:

C
h

iesa
e

m
on

d
o

feu
d

a
le

n
ei

secoli
X

-X
II.

A
tti

d
ella

d
od

icesim
a

S
ettim

a
n

a
in

tern
a

zion
a

le
d

i
stu

d
io

(M
ila

n
o,
1995),

p
p

.3-26.
O

.

C
apitani,“Introduzione”,in;O

.C
apitani,ed.,L

’eresia
m

edievale
(B

ologn
a,

1971),
pp.7-22.;

“In
trodu

zion
e”,

in
;

O
.

C
apitan

i,ed.,
M

ed
ioevo

ereticale

(B
ologn

a,
1977),

pp.7-28.;
“P

refazion
e”,

in
:

G
.G

.M
erlo,

ed.,
E

retici
ed

eresie
m

ed
ievali

n
ella

storiografia
con

tem
poran

ea,cit.,pp.5-15.

#2

A
.

V
au

ch
ez,

“L
es

rech
erch

es
fran

çaises
su

r
les

h
érésies

m
édiévales

au
cou

rs
des

tren
te

derrn
ières

an
n

ées
(1962-1992)”,in

:G
.G

.M
erlo,ed.,

E
retici

ed
eresie

m
ed

ievali
n

ella
storiografia

con
tem

poran
ea,cit.,p.95.

#3

異
端
に
関
す
る
社
会
史
的
研
究
に
お
け
る
ヴ
ォ
ル
ペ
の
先
駆
性
に
つ
い
て
は
、
次

の
文
献
の
指
摘
を
参
照
。J.

L
.

N
elson

,
“R

eligion
in

‘H
istoire

totale’:
S

om
e

recen
t

w
ork

on
m

ed
ieval

h
eresy

an
d

p
op

u
lar

religion
”,

R
eligion

.

Jornal
of

R
eligion

and
R

eligions
10

(1980),p.61.G
rado

G
.M

erlo,E
retici

ed
eresie

m
ed

ievali
(B

ologn
a1989),

p.16.
B

.S
tock,

T
h

e
Im

plication
s

of

L
itera

cy.
W

ritten
L

a
n

gu
a

ge
a

n
d

M
od

els
of

In
terp

reta
tion

in
th

e

E
leven

th
an

d
T

w
elfth

C
en

tu
ries

(P
rin

ceton
,N

ew
Jersey,1983),p.94.

#4

A
V

au
ch

ez,“L
es

rech
erch

es
fran

çaises
su

r
les

h
érésies

m
édiévales”,

cit,p.96.

#5

ア
ナ
ー
ル
学
派
の
民
衆
文
化
研
究
に
お
け
る
二
項
対
立
的
な
図
式
へ
の
批
判
に
つ

い
て
は
、J

oh
n

v
a

n
E

n
g

en

の
論
文
が
教
示
的
で
あ
る
。“T

h
e

C
h

ristia
n

M
iddle

A
ges

as
an

H
istoriograph

ical
P

roblem
”,

A
m

erican
H

istorical

R
eview

,
91-3

(1986),pp.519-552.

ま
た
、P

.B
iller

は
筆
者
が
指
摘
す
る
の
と
同

じ
よ
う
な
最
近
の
異
端
研
究
の
傾
向
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。P

.
B

iller,
“H

eresy

an
d

literacy:
earlier

h
istory

of
th

e
th

em
e”,

in
:

P
.

B
iller

/
A

.
H

u
dson

,

eds.,
H

eresy
an

d
L

iteracy,
1000-1530

(C
am

bridge
U

n
iversity

P
ress,

1994),pp.17-18.

#6

ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
中
世
の
迷
信
』
松
村
剛
訳
、
白
水
社
、
一

九
九
八
年
、
六
四
頁
。

#7

以
下
で
要
約
す
る
ム
ア
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
主
要
業
績
を
参
照
。R

.
I.

M
oore,

T
h

e
O

rigin
s

of
E

u
rop

ea
n

D
issen

t
(N

ew
Y

ork
,
1977);

T
h

e

F
orm

ation
of

a
P

ersecu
tin

g
S

ociety
:

P
ow

er
an

d
D

evian
ce

in
W

estern

E
u

rope,
950-1250

(B
lack

w
ell

;
O

xford
/

N
ew

Y
ork

,
1987);

“H
eresy,

repression
,

an
d

social
ch

an
ge

in
th

e
age

of
G

regorian
reform

”,
in

:

S
cott

L
.W

au
gh

/P
eter

D
.D

ieh
l,ed.,C

h
risten

d
om

an
d

its
d

iscon
ten

ts.

E
xclu

sion
,

p
ersecu

tion
,

a
n

d
reb

ellion
,

1
0

0
0

-1
5

0
0

(C
a

m
b

rid
g

e

U
niversity

P
ress,1996),pp.19-46.;“P

ostface”,in:M
.Zerner,ed.,In

ven
ter

l’h
érésie?,cit.,pp.263-269.;“T

h
e

B
irth

of
P

opu
lar

H
eresy

:A
M

illen
n

ial

P
h

en
om

en
on

?”,T
h

e
J

ou
rn

al
of

R
eligiou

s
H

istory,24-1
(2000),pp.19-46.

ま
た
、
筆
者
に
よ
る
ム
ア
の
迫
害
研
究
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
も
参
照
。
拙
稿
「
西
欧

中
世
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
迫
害
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
最
近
の
三
つ
の
研
究
か
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四
九

「
民
衆
異
端
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討

ら
―
」、『
立
命
館
文
学
』
第
五
五
八
号
、
一
九
九
九
年
、
八
六
―
一
〇
七
頁
。

#8
R

.
I.

M
oore,

“H
eresy,

repression
,

an
d

social
ch

an
ge”,

cit.p.19;
“T

h
e

B
irth

of
P

opu
lar

H
eresy”,

cit.,
pp.16-17.

こ
の
区
別
は
認
識
論
的
に
い
う
と
、

実
体
（
現
実
）
と
想
像
（
虚
構
）
と
い
う
二
元
論
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ム
ア
が
い
う
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
便
宜
的
に
使
う
か
ぎ
り
で
は
有
効
で
あ
る

が
、
中
世
人
に
と
っ
て
想
像
界
は
「
現
実
」
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の

デ
カ
ル
ト
的
な
現
実
観
と
は
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

#9

次
の
諸
研
究
に
に
も
っ
と
も
詳
細
に
描
か
れ
て
る
。R

.
I.

M
oore,

T
h

e
O

rigin
s

of
E

u
ropean

D
issen

t,
cit.,pp.82-114;

“H
eresy,

repression
,

an
d

social

ch
an

ge”,cit.,pp.38-41.

$0

R
.

I.
M

oore,
T

h
e

O
rigin

s
of

E
u

rop
ea

n
D

issen
t,

cit.,p
p

.46-81.;

“H
eresy,repression

,an
d

socialch
an

ge”,cit.,pp.41-42.

$1

R
.I.M

oore,T
h

e
F

orm
ation

of
a

P
ersecu

tin
g

S
ociety,cit.,p.114

ま
た
、

Ibid.,p.133

も
参
照
。

$2

E
.B

ournazelet
J.-P

.P
oly,L

a
m

utation
feodale

(P
aris,1980),pp.382-427.

$3

R
ich

ard
L

an
des,

“L
a

vie
apostoliqu

e
en

A
qu

itain
e

en
l’an

m
il.paix

de
D

ieu
,

cu
lte

des
reliqu

es
et

com
m

u
n

au
tés

h
érétiqu

es”,
A

n
n

ales

E
.S

.C
.

(1991),
pp.573-593

;
“T

h
e

D
yn

am
ics

of
H

eresy
an

d
R

eform
in

L
im

oges
:

A
S

tu
dy

of
P

opu
lar

P
articipation

in
th

e
P

eace
of

G
od”,

H
istorical

R
eflection

s/
R

eflection
s

H
istoriqu

es,
14(1987),

pp.467-511
;

“B
etw

een
A

ristocracy
an

d
H

eresy
:

P
op

u
lar

P
articip

ation
in

th
e

L
im

ou
sin

P
eace

of
G

od,
994-1033”,

in
:

T
h

.
H

ead
/

R
.

L
an

des,ed.,
T

h
e

P
ea

ce
of

G
od

:
S

ocia
l

V
iolen

ce
a

n
d

R
eligiou

s
R

esp
on

se
in

F
ra

n
ce

arou
n

d
th

e
Y

ear
1000

(Ith
aca

;
L

on
don

,
1992),

pp.184-218
;

R
elics,

A
pocalypse

an
d

th
e

D
eceits

of
H

istory.
A

d
em

ar
of

C
h

aban
n

es,
989-

1034,C
am

bridge
/L

on
don

,1995.

$4

C
f.P

.B
iller,“L

a
storiografia

in
torn

o
all’eresia

m
edievale

n
egli

S
tati

U
n

iti
e

in
G

ran
B

retagn
a”,

in
:

G
.G

.M
erlo,

ed
.,

E
retici

ed
eresie

m
ed

ievali
n

ella
storiografia

con
tem

poran
ea,

cit.,
pp.62-63.

ラ
ン
デ
ス
が

学
生
運
動
の
熱
狂
と
幻
滅
の
世
代
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
本
に
興
味
深
い

指
摘
が
あ
る
。
ダ
ミ
ア
ン
・
ト
ン
プ
ソ
ン
『
終
末
思
想
に
夢
中
な
人
た
ち
』
渡
会
和

子
訳
、
翔
泳
社
、
一
九
九
九
年
、
五
二
頁
。

$5

現
代
人
類
学
に
関
す
る
理
論
的
、
実
践
的
な
反
省
の
書
で
あ
る
次
の
研
究
か
ら
こ

こ
で
取
り
上
げ
た
方
法
論
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

た
。
古
谷
嘉
章
『
異
種
混
淆
の
近
代
と
人
類
学
―
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
タ
ク

ト
・
ゾ
ー
ン
か
ら
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。

$6

H
.

G
ru

n
dm

an
n

,
“H

érésie
savan

te
et

h
érésie

popu
laire

au
m

oyen

age”,
in

:
H

érésies
et

sociétes,
cit.,

pp.209-218.
C

.
V

iolan
te,

“L
a

povertà

n
elle

eresie
del

secolo
X

I
in

O
cciden

te”,
in

:
S

tu
d

i
su

lla
C

ristian
ità

m
ed

ievale,cit.,pp.69-107.

$7

B
.S

tock,T
h

e
Im

plication
s

of
L

iteracy,cit.,pp.88-151.

$8

A
.

P
atsch

ovsk
y

は
現
在
こ
の
問
題
に
つ
い
て
包
括
的
な
研
究
を
準
備
し
て
い

る
。
暫
定
的
な
成
果
は
次
に
見
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