
第
五
章　

贖
罪
と
喜
捨�

―
西
洋
中
世
の
地
平
―�

佐
藤
彰
一

は
じ
め
に

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
宗
教
は
、
四
世
紀
初
め
の
ロ
ー
マ
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
に
よ
る
キ
リ

ス
ト
教
の
公
認
と
、
こ
の
世
紀
末
の
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
に
よ
る
国
教
化
以
後
は
キ
リ
ス
ト
教
で
し
た
。
以
後
約

一
六
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
、
思
想
、
芸
術
、
社
会
、
経
済
の
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
こ
の
宗
教
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界

の
あ
り
よ
う
を
規
定
し
、
今
日
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
脱
植
民
地
化
の
大
き
な
う
ね
り

の
な
か
で
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
や
南
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
人
々
が
独
自
の
信
仰
を
保
持
し
た
ま
ま
に
、
職
と
生

活
の
場
を
求
め
て
、
旧
宗
主
国
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
移
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
と
に
一
九
九
三
年

の
Ｅ
Ｕ
の
発
足
以
降
は
、
そ
の
動
き
は
さ
ら
に
加
速
し
ま
し
た
。
二
〇
〇
三
年
の
イ
ラ
ク
戦
争
が
も
た
ら
し
た

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
政
治
的
不
安
定
化
は
、
そ
の
「
落
し
子
」
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
の
言
語
を
絶
す
る
残
虐
な
行
動
へ
と

発
展
し
、
大
量
の
難
民
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
わ
せ
、
彼
ら
が
定
着
し
た
地
域
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
多

数
を
占
め
る
よ
う
な
共
同
体
が
出
現
す
る
と
い
う
事
態
に
い
た
っ
て
い
る
の
は
ご
存
知
の
通
り
で
す
。

　

こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
状
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
イ
コ
ー
ル
「
キ
リ
ス
ト
教
」
社
会
と

す
る
の
は
、
い
か
に
も
鸚
鵡
返
し
の
現
実
離
れ
し
た
認
識
と
の
誹
り
を
免
れ
ま
せ
ん
が
、
以
下
で
論
ず
る
問
題
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は
、
い
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
が
圧
倒
的
な
規
定
力
を
も
っ
て
人
々
の
信
仰
生
活
を
支
配
し
て
い
た
時
代
の
問
題
で

す
。
そ
れ
ゆ
え
人
々
の
内
面
的
な
生
を
キ
リ
ス
ト
教
が
完
全
に
覆
い
尽
く
し
て
い
た
ど
う
か
を
別
に
す
れ
ば
、

宗
教
形
式
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
が
唯
一
の
信
仰
体
系
で
あ
っ
た
時
代
と
し
て
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。

　

先
に
キ
リ
ス
ト
教
は
約
一
六
〇
〇
年
の
歴
史
を
閲
し
て
き
た
と
述
べ
た
の
で
す
が
、
そ
の
道
の
り
は
決
し
て

平
坦
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
初
期
に
は
そ
も
そ
も
信
仰
の
内
実
を
な
す
聖
書
の
中

身
が
、
必
ず
し
も
全
て
の
信
徒
に
一
律
に
理
解
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
聖
書
で
語
ら
れ

て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
、
異
な
る
仕
方
で
解
釈
し
、
そ
れ
を
広
め
よ
う
と
す
る
者
が
で
ま
し
た
。
い
わ
ゆ

る
異
端
の
徒
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
教
会
当
局
は
教
会
知
識
人
（
教
父
）
を
総
動
員
し
て
、
異
端
的
言
説
を

論
駁
す
る
努
力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
基
礎
が
お
か
れ
、「
洗
礼
」、「
三
位

一
体
」
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
観
念
が
彫
琢
さ
れ
、
固
め
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
ゲ
ル
マ
ン

部
族
国
家
の
誕
生
と
と
も
に
、
世
俗
王
権
と
教
会
権
力
と
の
鬩
ぎ
合
い
が
生
じ
、
そ
れ
は
一
一
世
紀
後
半
の
「
叙

任
権
闘
争
」
に
お
い
て
、
そ
の
沸
点
に
達
し
ま
す
。
中
世
末
期
の
教
会
と
聖
職
者
の
堕
落
は
、
最
後
は
宗
教
改

革
と
い
う
事
件
と
し
て
歴
史
に
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
他
方
で
は
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
の
感
性

の
転
換
、
解
放
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
「
新
し
い
信
心devotio	m

oderna

」
の
発
露
、
信
仰
の
個
人
化
と
い

う
流
れ
の
な
せ
る
業
で
あ
っ
た
と
も
言
い
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
、
複
雑
か
つ
紆
余
曲
折
に
満
ち
た
道
程
を
た
ど
っ
た
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
か
ら
論
ず
る
「
贖
罪
と
喜
捨
」
と
い
う
主
題
は
、
主
に
古
代
末
期
か
ら
中
世
初
期
に
か
け
て
の
、
い
わ
ば
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キ
リ
ス
ト
教
草
創
期
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
で
す
。
む
ろ
ん
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
議
論
の
主
た
る
軸
と
し

て
念
頭
に
あ
る
の
で
す
が
、
主
題
「
贖
罪
と
喜
捨
」、
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
項
の
連
関
を
い
わ
ば
背
後
で
支
え
て

い
る
「
魂
の
救
済
」
と
い
う
実
に
切
迫
し
た
希
求
が
織
り
な
す
問
題
は
、
こ
の
宗
教
が
誕
生
し
た
草
創
期
に
む

し
ろ
鮮
明
に
発
現
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
、
古
代
ロ
ー
マ
末
期
の
教
会
人
の
言

説
を
軸
に
論
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

　

も
う
一
つ
お
断
り
し
た
い
点
が
あ
り
ま
す
。
ロ
ー
マ
末
期
か
ら
一
千
年
以
上
に
わ
た
る
キ
リ
ス
ト
教
会
の
歴

史
の
な
か
で
、
教
義
や
異
端
問
題
を
含
め
て
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
が
戦
わ
さ
れ

た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
概
念
に
関
わ
る
問
題
も

あ
り
ま
し
た
。
あ
る
行
為
な
り
、
事
実
な
り
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
す
る
か
は
、
そ
れ
自
体
重
要
な
学
問

的
検
討
の
課
題
で
す
が
、
例
え
ば
主
題
と
し
て
掲
げ
た
「
贖
罪
」、「
喜
捨
」、「
救
済
」
と
い
っ
た
概
念
が
、
具

体
的
に
い
か
な
る
言
語
（
ラ
テ
ン
語
）
で
表
現
さ
れ
た
か
の
問
題
は
、
さ
し
あ
た
り
議
論
の
対
象
に
は
い
た
し

ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
、
時
代
に
よ
っ
て
、
ま
た
言
説
の
発
話
者
（
教
会
知
識
人
）
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
概

念
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
類
似
の
意
味
を
持
つ
様
々
な
表
現
の
う
ち
、
選
ば
れ
使

用
さ
れ
る
タ
ー
ム
が
異
な
る
か
ら
で
す
。「
贖
罪
」
は
英
語
で
はpenance

、
フ
ラ
ン
ス
語
で
はpénitence

で

す
が
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
の
も
と
の
言
葉
はpoenitantia
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
「
罪
を
贖
う
」
と
い
う
意
味
で

の
「
贖
罪
」
を
表
現
す
る
、
教
会
で
用
い
ら
れ
た
ラ
テ
ン
語
表
現
はredem

ptio

を
初
め
と
し
て
、
幾
つ
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
逐
一
検
討
す
る
の
は
、
本
日
の
私
の
講
演
の
意
図
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
様
々
の
言
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葉
が
含
意
し
て
い
る
意
味
の
う
ち
、
い
わ
ば
共
通
に
具
え
て
い
る
「
贖
罪
」
と
い
う
観
念
が
、
初
期
の
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
ど
の
よ
う
な
、
認
識
面
の
作
用
を
及
ぼ
し
た
か
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
狙
い
で
あ
る
こ
と
を

ご
理
解
く
だ
さ
る
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、「
贖
罪
と
喜
捨
」
の
問
題
に
、
ど
の
よ
う
な
切
り
口
か
ら
迫
っ
て
い
く
か
、
ど
ん
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有

効
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
す
が
、
ま
ず
大
前
提
と
し
て
、
論
証
の
必
要
が
な
い
明
白
か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
事
実

を
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
は
死
後
の
「
魂
の
救
済
」
を
希
求
す
る
、
熱
心
に
求
め
る

と
い
う
点
で
す
。
こ
の
願
い
は
最
初
の
部
分
で
お
話
し
す
る
よ
う
に
、
古
代
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
か
ら
古
代
ユ
ダ

ヤ
教
を
介
し
て
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
が
受
け
継
い
だ
世
界
観
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
教
義
上
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ

て
自
明
な
観
念
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

　

魂
の
救
済
の
た
め
に
、
古
代
か
ら
の
継
承
を
含
め
て
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
な
仕

組
み
を
作
り
上
げ
た
の
か
、
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
が
、
今
日
の
私
の
話
の
核
心
に
な
り
ま
す
。

一　

起
源
と
し
て
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

「
枢
軸
の
時
代
」

　

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
精
神
分
析
学
者
で
も
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
一
八
八
三
－
一
九
六
九
年
）
と

250



い
う
有
名
な
人
物
の
存
在
を
、
皆
さ
ん
は
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
著
作
集
が
日
本
語
訳
で
出
版
さ
れ
て
い
る

の
で
、
全
巻
と
は
い
わ
な
く
と
も
、
一
部
の
著
作
を
お
読
み
に
な
っ
た
方
も
お
い
で
で
し
ょ
う
。
こ
の
な
か
に

「V
om

 U
rsprung und Ziel der G

eschichte

（
歴
史
の
起
源
と
目
的
）」
と
題
し
た
一
編
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
論
考
に
お
い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
紀
元
前
一
〇
〇
〇
年
紀
の
中
頃
、
つ
ま
り
紀
元
前
五
、六
世
紀
を
特
別
に

重
視
し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
世
界
史
の
枢
軸
時
代A

chsenzeit	der	W
eltgeschichte

」

名
付
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
世
界
宗
教
と
呼
ば
れ
る
主
要
な
宗
教
が
期
せ
ず
し
て
、
こ
の
時
代
に
誕
生
し
た
か
ら

で
し
た
。
孔
子
の
儒
教
し
か
り
、
釈
迦
の
仏
教
し
か
り
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
し
か
り
で
す
。
こ
こ
に
イ
ラ
ン
の
古

代
宗
教
で
あ
っ
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
も
加
わ
る
の
で
す
が
、
実
は
現
在
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

の
成
立
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
考
察
し
た
一
九
四
九
年
時
点
以
後
、
古
代
イ
ラ
ン
研
究
が
大
幅
に
進
歩
し
て
い
て
、

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
の
存
在
は
紀
元
前
一
〇
〇
〇
年
か
一
五
〇
〇
年
頃
と
、
大
幅
に
年
代
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　

こ
の
点
は
実
は
大
事
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
教
こ
そ
が
魂
の
救
済
を
根
幹
と
す
る
宗
教
体
系
の
起
源
で
あ
り
、

以
後
の
枢
軸
時
代
に
生
ま
れ
た
宗
教
の
う
ち
、
魂
の
救
済
を
霊
性
の

根
底
に
お
い
て
い
る
宗
教
は
、
み
な
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
影
響
の
も

と
に
形
成
さ
れ
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

古
代
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
メ
ア
リ
ー
・
ボ
イ
ス

カール・ヤスパース
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（M
ary	Boyce

）
は
、
お
そ
ら
く
最
初
に
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が
、
人
の
天
国
と
地
獄
へ
の
振
り
分
け
、
肉
体
の

復
活
、
最
後
の
審
判
、
再
生
し
た
魂
と
肉
体
の
不
滅
性
と
い
っ
た
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
、
キ
リ
ス
ト

教
な
ど
地
中
海
沿
岸
に
誕
生
し
た
一
神
教
の
教
義
す
べ
て
を
、
教
え
た
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

メ
ア
リ
ー
・
ボ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
概
念
上
の
「
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
」、
言
い
換
え
る
と
教

義
の
新
し
さ
は
、
男
女
の
違
い
や
社
会
的
地
位
の
高
下
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
間
が
天
国
に
入
る
可
能
性
を

持
つ
の
だ
と
い
う
期
待
の
地
平
を
開
い
た
こ
と
、
ま
た
死
者
が
こ
の
世
で
為
し
た
道
義
的
な
奉
仕
は
、
死
後
の

法
廷
、
つ
ま
り
最
後
の
審
判
の
場
で
功
績
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
と
い
う
観
念
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
生
前
の
慈
善
の
行
為
と
、
一
人
ひ
と
り
の
審
判
は
、
善
行
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
個
々
の
人
々
の
魂
の
救

済
の
印
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
の
で
す
。
祈
禱
や
供
犠
な
ど
の
古
い
形
式
の
宗
教
実
践
を
通
じ
て
魂
を
高
め
る
よ

り
も
、
た
と
え
死
後
に
な
っ
て
も
、
喜
捨
や
寄
進
を
通
じ
て
魂
の
救
済
を
図
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
い
う
思

想
に
力
点
を
お
く
、
そ
う
し
た
指
向
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
伝
播
・
普
及
に
あ
た
っ
て
は
、
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
形
成
が
決
定
的
で
し
た
。
言
う
ま
で

も
な
く
前
五
五
〇
年
頃
西
ア
ジ
ア
全
域
を
支
配
し
た
の
は
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
で
し
た
。
鍵
と
な
る

人
物
は
、
西
は
小
ア
ジ
ア
沿
岸
や
、
エ
ジ
プ
ト
ま
で
征
服
拡
大
し
た
キ
ロ
ス
大
王
（
前
五
五
五
－
前
五
三
〇
）

で
す
。
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鉄
器
時
代
の
世
界
シ
ス
テ
ム

　

中
東
か
ら
エ
ジ
プ
ト
ま
で
、
そ
の
支
配
を
拡
大
し
た
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
の
政
治
的
な
影
響
力
が
、

そ
の
影
響
圏
内
に
あ
っ
た
地
域
の
民
族
に
、
魂
の
救
済
を
霊
性
の
根
底
に
お
く
宗
教
を
胚
胎
さ
せ
た
こ
と
は
理

解
で
き
ま
す
が
、
仏
教
や
儒
教
は
基
本
的
に
そ
の
支
配
圏
域
の
外
側
に
い
た
民
族
の
宗
教
で
す
。
こ
の
よ
う
な

南
ア
ジ
ア
や
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

宗
教
観
念
が
伝
播
す
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
人
間
の
往
来
で
す
。
人
の
内
面
を
律
す
る
信
仰
が
伝
わ
る
に
は
、

そ
の
信
仰
主
体
が
移
動
し
、
そ
れ
を
異
国
の
他
者
に
説
く
行
為
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
通
り
す
が
り
の

異
国
人
が
、
そ
の
信
仰
実
践
に
触
れ
る
機
会
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
環
境
が
前
六
世
紀
に
存
在
し
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　

わ
が
国
で
は
本
格
的
な
議
論
が
ま
だ
展
開
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
在
世
界
の
先
史
考
古
学
者
や
経
済
史
家
が

精
力
的
に
研
究
し
て
い
る
主
題
と
し
て
「
先
史
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
と
い
う
分
野
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
Ｉ
・

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
や
Ｆ
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
「
近
代
シ
ス
テ
ム
成
立
論
」、
あ

る
い
は
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
Ｌ
．
ア
ブ
ー
＝
ル
ゴ
ド
の
十
三
世
紀
世
界
シ
ス
テ
ム
論
な
ど
、
い
ず
れ
も
近
代
資
本
主

義
社
会
の
成
立
を
焦
点
に
お
い
た
、あ
る
い
は
念
頭
に
お
く
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
は
良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

「
先
史
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
と
い
う
と
、あ
ま
り
に
も
突
飛
す
ぎ
て
思
考
停
止
状
態
に
陥
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
ワ
ー
ル
ド
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
標
榜
す
る
近
年
の
世
界
の
動
向
は
、
空
間
面
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
面

で
も
そ
の
視
野
を
拡
げ
、
先
史
考
古
学
の
技
術
的
発
展
も
あ
っ
て
、
先
史
時
代
ま
で
視
野
に
入
れ
て
世
界
シ
ス
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テ
ム
を
構
想
し
て
い
る
の
が
現
在
の
学
問
状
況
な
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
ン
ド
ル
ー
・
グ
ン
ダ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
が
編
集
し
た
『
世
界
シ
ス
テ

ム
：
五
〇
〇
年
か
そ
れ
と
も
五
〇
〇
〇
年
か
？
』
で
は
、
題
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
先
史
時
代
の
世
界
シ

ス
テ
ム
が
当
然
の
ご
と
く
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
二
〇
一
二
年
に
、
お
な
じ
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
Ｃ
・

チ
ェ
ー
ス
＝
ダ
ン
他
篇
『
ラ
ウ
ト
レ
ジ
世
界
シ
ス
テ
ム
分
析
便
覧
』
に
は
、な
ん
と
紀
元
前
一
万
年
に
遡
る
「
ア

フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
シ
ス
テ
ム
」
が
、
一
つ
の
時
代
区
分
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
五
年
に

一
挙
に
九
分
冊
の
形
で
出
版
さ
れ
た
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
世
界
史
』
は
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
は
標
榜
し
て
い
な
い

も
の
の
、
第
一
巻
が
紀
元
前
一
万
年
を
起
点
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
世
界
の
「
接
続
性connectedness

」

が
発
想
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

こ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ボ
ジ
ャ
ー
ル
が
『
イ
ン
ド
洋
世
界
』

（
二
〇
一
二
年
）
と
題
す
る
、
先
史
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
具
体
的
に
構
想
し
た
大
判
一
三
〇
〇
頁
を
越
え
る
巨
編

を
公
刊
し
ま
し
た
。
ボ
ジ
ャ
ー
ル
は
二
〇
一
〇
年
に
『
世
界
史
雑
誌W

orld	H
istory	Review

』
に
「
鉄
器
時

代
に
想
定
さ
れ
る
三
つ
の
世
界
シ
ス
テ
ム
か
ら
単
一
の
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
シ
ス
テ
ム
へ
」
と
題
す
る

長
文
の
論
文
を
寄
稿
し
、
前
八
世
紀
中
頃
か
ら
前
四
世
紀
中
頃
に
真
の
意
味
で
の
世
界
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
、

西
は
エ
ジ
プ
ト
か
ら
東
は
中
国
ま
で
が
、
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
結
び
つ
い
た
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
オ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
考
古
学
者
バ
リ
ー
・
カ
ン
リ
フ
の
『
大
洋
に
面
し
て
：
大
西
洋
と
そ
の
民
族
。
前
八
〇
〇
〇

年
か
ら
後
一
五
〇
〇
年
』（
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
以
西
の
ブ
リ
テ
ン
諸
島
ま
で
と
補
足
し
て
も
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か
ま
わ
な
い
の
で
す
。
そ
の
東
端
と
西
端
の
間
に
跨
が

る
十
八
の
ゾ
ー
ン
の
中
で
、
南
北
イ
ン
ド
が
不
明
で
す

が
、
こ
の
二
地
帯
を
除
く
十
六
地
帯
が
経
済
指
標
で
好

況
期
で
あ
っ
た
の
は
、
前
五
五
〇
年
か
ら
前
五
〇
〇
年

で
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
時
代
は
、
西
の
ブ
リ
テ
ン
諸
島

地
方
か
ら
東
の
中
国
ま
で
経
済
的
な
好
況
期
を
迎
え
て
、

ヒ
ト
と
モ
ノ
の
往
来
が
著
し
く
活
発
で
あ
っ
た
時
代
で

あ
っ
た
の
で
す
。
当
然
思
想
や
宗
教
の
交
流
も
活
発
で

あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
す
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
い
う

「
枢
軸
の
時
代
」
と
は
、
経
済
史
的
に
は
「
接
続
性
」
が

極
め
て
高
い
、
高
流
動
性
の
時
代
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

古
代
ペ
ル
シ
ア
お
よ
び
、
こ
こ
か
ら
の
地
中
海
地
域

へ
の
「
魂
の
救
済
」
観
念
の
伝
播
の
詳
細
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
試
み
る
こ
と
は

し
ま
せ
ん
。
た
だ
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
う
「
枢
軸
時
代
」

の
前
後
に
、「
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
古
代

ユ
ダ
ヤ
民
族
が
、
爾
後
宗
教
共
同
体
と
し
て
生
き
続
け

紀元前750年頃から前350年頃までの世界システムと接続性
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る
こ
と
を
選
択
し
た
と
き
の
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
深
く
刻
印
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
派
生
し
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
お
な
じ
魂
の
救

済
観
を
継
承
し
た
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
成
り
行
き
で
し
た
。

　
「
魂
の
救
済
」
観
の
継
受
を
め
ぐ
っ
て
、
や
や
長
々
と
脱
線
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
本
題
に
戻
り
ま

す
。

二　

古
代
教
会
の
贖
罪
者
観

ソ
ゾ
メ
ノ
ス
の
証
言

　

古
代
教
会
に
お
け
る
贖
罪
行
為
の
特
徴
と
し
て
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
が
そ
の
公
的
な
性
格
で
す
。「
贖

罪
者
が
公
開
の
場
で
同
輩
信
徒
す
べ
て
に
、
罪
の
赦
免
へ
の
執
り
な
し
を
懇
願
す
る
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
贖

罪
の
儀
礼
が
高
度
に
„
公
的
＂
な
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
共
同
体
が
、

観
者
と
し
て
ま
た
実
践
者
と
し
て
必
須
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
い
う
の
が
近
年
、
中
世
初
期
の
贖
罪
に

つ
い
て
優
れ
た
研
究
を
著
わ
し
た
ロ
ブ
・
ミ
ー
ン
ズ
の
指
摘
で
す
。
誰
し
も
信
徒
仲
間
の
前
で
お
お
っ
ぴ
ら
に

恥
を
晒
し
て
贖
罪
を
お
こ
な
う
の
を
厭
う
わ
け
で
、
こ
の
事
実
が
儀
礼
の
公
的
性
格
を
は
し
な
く
も
強
調
し
て

い
ま
す
。
贖
罪
者
は
自
分
を
侮
辱
し
よ
う
と
待
ち
構
え
る
悪
意
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
、
嘲
ら
れ
蔑
ま
れ
る
危
険
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を
冒
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
贖
罪
の
形
式
は
、
こ
の
種
の
贖
罪
を
あ
え
て
実
践
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
大
き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
い
わ
ば
恥
を
し
の
ん
で
こ
の
儀
礼
を
遂
行
し
た
者

は
、
神
と
の
あ
り
う
べ
き
適
切
な
関
係
を
復
活
さ
せ
る
と
同
時
に
、
信
徒
共
同
体
と
の
和
解
も
達
成
し
た
の
だ

と
認
識
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鋭
敏
な
罪
の
意
識
を
み
ず
か
ら
の
な
か
に
育
み
、

あ
え
て
恥
辱
の
試
練
を
耐
え
し
の
ん
だ
者
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
美
徳
の
実
践
者
と
し
て
賞
賛
さ
れ
さ
え

し
た
の
で
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
説
教
の
な
か
で
、
贖
罪
者
の
中
に
あ
る
と
い
う
恥
の
意
識
は
、
名
誉
の

一
形
態
に
転
換
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
な
の
で
す
。

　

そ
の
事
実
は
五
世
紀
の
教
会
史
家
ソ
ゾ
メ
ノ
ス
が
、
自
分
で
見
聞
し
た
と
い
う
都
市
ロ
ー
マ
で
の
贖
罪
儀
礼

に
関
わ
る
叙
述
か
ら
も
知
ら
れ
ま
す
。
ソ
ゾ
メ
ノ
ス
に
よ
れ
ば
、
贖
罪
者
に
は
教
会
に
お
い
て
特
別
の
地
位
が

与
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
ミ
サ
が
終
了
す
る
と
、
贖
罪
者
た
ち
が
わ
れ
と
我
が
身
を
教
会
堂
の
床

に
投
げ
出
し
、
司
教
が
目
に
涙
を
浮
か
べ
て
彼
ら
に
加
わ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
司
教
が
身
を
起
こ
し
、
そ
し

て
贖
罪
者
た
ち
も
そ
れ
に
続
き
ま
す
。
司
教
の
五
体
投
地
は
、
贖
罪
者
の
仲
間
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

と
ソ
ゾ
メ
ノ
ス
は
解
説
し
て
い
ま
す
。
彼
の
絵
解
き
に
よ
れ
ば
、
贖
罪
者
た
ち
は
司
教
が
定
め
た
期
間
、
断
食

な
ど
の
贖
罪
行
為
を
実
践
す
る
義
務
が
あ
り
、
ソ
ゾ
メ
ノ
ス
が
立
ち
会
っ
た
そ
の
日
が
、
贖
罪
を
終
え
て
完
全

な
信
徒
共
同
体
の
一
員
と
し
て
、
再
び
ミ
サ
典
礼
に
参
加
す
る
こ
と
が
赦
さ
れ
た
日
な
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の

で
す
。

257



　

贖
罪
行
為
と
い
う
、
蔑
み
の
対
象
と
な
る
か
に
見
え
る
行
為
を
あ
え
て
実
践
し
た
者
は
、
信
徒
仲
間
の
あ
い

だ
で
高
い
威
信
を
獲
得
す
る
と
い
う
逆
説
に
満
ち
た
論
理
が
こ
こ
に
は
見
て
と
れ
る
の
で
す
。
ソ
ゾ
メ
ノ
ス
が

語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
と
し
て
、「
魂
の
救
済
」
が
よ
り
直
接
的
な
願
望
と
し
て
の
贖
罪
行
為

で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
手
段
で
そ
れ
を
実
践
し
た
の
か
は
、
先
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
ソ
ゾ

メ
ノ
ス
の
推
測
以
外
に
、
直
接
的
な
証
言
は
あ
り
ま
せ
ん
。

オ
リ
ゲ
ネ
ス
、
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス

　

し
か
し
な
が
ら
、
三
世
紀
初
め
の
神
学
者
で
あ
っ
た
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
著
作
や
、
さ
ら
に
後
の
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・

カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
の
作
品
に
は
、
贖
罪
の
具
体
的
な
方
法
が
出
て
き
ま
す
。

　

オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
、『
レ
ビ
記
に
つ
い
て
の
説
教
』
の
な
か
で
贖
罪
の
方
法
、
と
い
う
よ
り
贖
罪
と
同
等
の
行
動
、

実
践
と
し
て
以
下
の
七
つ
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
①	

洗
礼
（
原
罪
）、
②	

殉
教
の
苦
し
み
、
③	

施
し
、
④	

同
輩

信
徒
へ
の
赦
し
、
⑤	

罪
び
と
の
導
き
、
⑥	
潤
沢
な
喜
捨
、
⑦	

悔
悛
の
涙
。

　

三
一
三
年
の
ミ
ラ
ノ
勅
令
を
通
じ
て
の
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
が
公
認
さ
れ
た
後
は
、
大
小
の
罪
の
赦
し
が
日

常
的
な
信
仰
生
活
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

東
方
の
修
道
制
を
本
格
的
に
学
び
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
修
道
院
を
創
建
し
た
ヨ
ハ
ン
ネ

ス
・
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
（
三
六
〇
年
頃
－
四
三
五
年
頃
）
は
、
そ
の
著
作
『
霊
的
談
話
集
』
に
お
い
て
オ
リ
ゲ
ネ

ス
と
同
じ
よ
う
に
、
贖
罪
に
等
し
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
振
る
舞
い
と
し
て
、
以
下
の
十
二
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
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①	

喜
捨
、
②	

悔
悛
の
涙
、
③	

罪
の
告
白
、
④	

心
身

の
苦
し
み
、
⑤	

生
活
の
改
善
、
⑥	

聖
人
の
執
り
成
し
、

⑦	

他
者
へ
の
同
情
と
信
仰
の
自
覚
、
⑧	

キ
リ
ス
ト
の

信
仰
に
目
覚
め
た
者
の
回
心
と
救
い
、
⑨	

他
者
を
赦

す
こ
と
、
⑩	

愛
の
心
を
も
っ
て
他
者
に
接
す
る
こ
と
、

⑪	

悔
い
改
め
の
心
根
、
⑫	

日
常
的
な
断
食
と
禁
欲
生

活
。

　

オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
場
合
は	

③
施
し
、
⑥
潤
沢
な
喜
捨

サン・ヴィクトール修道院（マルセイユ）外観

サン・ヴィクトール修道院�地下礼拝堂
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と
、
二
度
に
わ
た
っ
て
喜
捨
が
出
て
き
ま
す
、
そ
れ
か
ら
一
五
〇
年
ほ
ど
後
の
時
代
の
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
カ
ッ
シ

ア
ヌ
ス
の
場
合
は
、
贖
罪
の
方
法
と
し
て
、
最
初
に
喜
捨
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
方
法
が
最
も
一
般
的
の
も
の
と

当
時
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
喜
捨
は
基
本
的
に
金
銭
の
そ
れ
で
し
た
。

三　

喜
捨
の
経
済
的
次
元

取
引
と
し
て
の
喜
捨

　

二
〇
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
人
中
世
史
家
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ナ
・
ト
ネ
ア
ッ
ト
の
手
に
な
る
『
神
の

銀
行
家
。
富
を
前
に
し
て
の
司
教
と
修
道
士
（
四
世
紀
－
九
世
紀
初
頭
）』
は
、
近
代
の
所
産
と
考
え
ら
れ
て
い

る
「
経
済
的
合
理
性
」
と
い
う
観
念
が
、
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
古
代
に
お
い
て
一
般
の
通
念
と
な
っ
て
い
た
こ

と
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
、
九
世
紀
初
頭
ま
で
そ
の
観
念
の
表
明
の
証
拠
を
丹
念
に
跡
づ
け
た
研
究
で
す
。
私

の
限
ら
れ
た
知
識
で
も
「
経
済
的
合
理
性
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
観
念
が
、
キ
リ
ス
ト
教
古
代
ど
こ
ろ
か
、

紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
紀
か
ら
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
で
の
交
換
活
動
、
商
業
取
引
の
な
か
で
作
動
し
て
い
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
実
が
、
最
近
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ

き
ほ
ど
脱
線
し
た
折
の
話
か
ら
も
容
易
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
三
世
紀
北
ア
フ
リ
カ
の
司
教
で
あ
っ
た
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
に
は
『D

e	Poenitantia

贖
罪
に
つ
い
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て
』と
い
う
論
考
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
な
か
で
、テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
は
罪
び
と
で
あ
る
人
間
と
神
と
の
取
引
は
、

明
確
な
経
済
的
取
引
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。つ
ま
り「
神
は
そ
の
商
品（m

erces

）

で
あ
る
赦
し
を
、
贖
罪
の
価
格
を
支
払
い
、
神
の
恩
恵
を
買
い
取
れ
る
罪
び
と
に
売
る
の
で
あ
る
」
と
。
支
払

わ
れ
る
貨
幣
は
、
売
手
で
あ
る
神
の
側
の
検
査
を
受
け
て
、
そ
の
貨
幣
が
本
物
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
法
定
価

値
を
確
認
さ
れ
る
の
で
す
。
貨
幣
の
価
値
評
価
の
神
学
的
・
経
済
学
的
比
喩
と
、
買
い
手
と
売
手
の
合
意
と
い

う
比
喩
は
、
そ
の
後
キ
リ
ス
ト
教
著
作
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

　

や
は
り
有
名
な
四
世
紀
後
半
の
ミ
ラ
ノ
司
教
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
は
、『
ナ
バ
テ
ア
人
に
つ
い
て
』
と
題
す
る
文

章
の
な
か
で
、
福
音
書
を
引
い
て
、
富
を
所
有
す
る
者
が
天
国
と
取
り
結
ぶ
取
引
を
売
買
と
し
て
定
式
化
し
て

い
ま
す
。「
む
し
ろ
黄
金
を
売
り
払
い
、
救
済
を
受
け
取
り
な
さ
い
。
高
価
な
石
を
売
り
払
い
、
天
の
王
国
を

受
け
な
さ
い
。
農
地
を
売
り
払
い
、
永
遠
の
生
命
を
買
い
取
り
な
さ
い
」。
こ
れ
は
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」

十
九
章
二
十
一
節
に
あ
る
、「
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。『
も
し
完
全
に
な
り
た
い
な
ら
、
行
っ
て
持
ち
物
を
売
り

払
い
、
貧
し
い
人
に
施
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
天
に
富
を
積
む
こ
と
に
な
る
』」
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
し

た
。

　

こ
う
し
た
証
言
か
ら
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
魂
の
救
済
が
喜
捨
と
い
う
善
行
と
の
取
引
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
富
が
た
だ
い
た
ず
ら
に
蕩
尽
さ
れ
る
こ
と
は
、
教
会
に
と
っ
て
由
々
し
き
問
題
と
し
て
非
難

さ
れ
た
の
で
す
。
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
贖
罪
と
喜
捨

　

古
代
の
教
父
の
な
か
で
、
後
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
実
践
に
関
連
し
て
最
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
贖
罪
観
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
彼
は
す
で
に
紹
介
し
た
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
、
数
多

く
の
贖
罪
の
方
法
を
挙
げ
た
の
に
対
し
て
、
な
か
で
も
金
銭
に
よ
る
喜
捨
に
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
、
そ
の
有
効

性
を
特
に
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
彼
が
残
し
た
数
多
く
の
説
教
で
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
教
会
に
本
来
流
れ
込
む
べ
き
金
銭
が
、
他
の
無
用
こ
と
が
ら
に
蕩
尽
さ
れ
る
こ
と
を
激

し
く
非
難
し
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
態
度
の
背
景
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
り
ま
し
た
。

　

西
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
力
が
衰
退
し
て
、
国
家
の
機
能
が
弱
ま
る
の
と
並
行
し
て
、
貧
困
に
喘
ぐ
人
々
の
救
い

手
と
し
て
、
教
会
の
果
た
す
役
割
、
と
り
わ
け
地
方
教
会
の
指
導
者
で
あ
る
司
教
の
役
割
が
、
ま
す
ま
す
大
き

く
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
古
代
の
市
民
的
伝
統
と
し
て
行
わ
れ
た
、

莫
大
な
富
を
所
有
す
る
者
が
私
財
を
投
じ
て
催
す
見
せ
物
や
宴
会
な
ど
が
、
い
ま
だ
に
北
ア
フ
リ
カ
の
諸
都
市

で
開
催
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
ま
た
少
し
脱
線
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
な
か
に
は
「
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
た
こ

と
が
あ
る
方
が
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
ロ
ー
マ
帝
国
が
、
食
料
と
娯
楽
を
提
供
し
て
、
民
衆

が
不
満
を
爆
発
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
愚
民
化
政
策
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
方
が
多
い

の
で
は
な
い
か
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
間
違
っ
た
理
解
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
こ
の
こ
と
は
実
は
半
分
、

262



あ
る
い
は
半
分
に
充
た
な
い
真
理
で
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
フ
ラ
ン
ス
の
古
代
史
家
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
が
、

一
九
七
六
年
に
『
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
。
多
元
的
政
治
の

歴
史
社
会
学
』
と
題
す
る
大
著
を
出
版
し
、
大
い
に
評

判
を
取
り
ま
し
た
。
こ
の
書
物
は
日
本
語
に
も
訳
さ

れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
お
読
み
に
な
っ
た
方
が
、

こ
こ
に
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
要
約
す
る
と
古

代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
よ
う
に
、
社
会
関
係
が
根
本

的
に
水
平
的
原
理
で
強
固
に
作
ら
れ
て
い
る
社
会
で

は
、
政
治
的
に
卓
越
し
た
存
在
と
し
て
有
名
に
な
り
、

影
響
力
を
強
め
る
手
段
は
、
無
償
で
の
食
糧
配
布
、
娯

楽
の
提
供
、
公
共
建
築
物
の
私
費
に
よ
る
建
設
な
ど
、

目
立
っ
た
行
動
で
、
し
か
も
市
民
仲
間
へ
の
福
利
厚
生

に
貢
献
し
た
人
物
と
し
て
認
知
し
て
貰
う
他
に
手
段

が
な
い
と
い
う
状
況
、
こ
れ
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
と

い
う
解
釈
で
す
。
現
在
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
す
れ

ば
、
か
つ
て
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
様
々
な
遺
跡
を
目
の
当

ローマ帝国の剣闘士
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た
り
に
し
ま
す
が
、
劇
場
、
橋
、
門
な
ど
あ
あ
し
た
建
造
物
の
大
半
が
富
裕
な
市
民
が
私
費
を
投
じ
て
作
っ
た

も
の
だ
と
言
う
と
、
あ
る
い
は
驚
か
れ
る
む
き
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
政
治
的
現
象
を
ヴ
ェ
ー

ヌ
はévergétism

e

（
エ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
テ
ィ
ス
ム
）
と
名
付
け
ま
し
た
。「
寛
厚
」
と
私
は
訳
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
話
し
を
本
題
に
戻
し
ま
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
自
分
が
司
教
と
し
て
務
め
て
い
た
北
ア
フ
リ
カ

の
ヒ
ッ
ポ
（
カ
ル
タ
ゴ
の
近
く
）
で
は
ま
だ
、富
裕
の
人
士
が
「
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
」
を
提
供
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
行
動
に
対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
激
し
い
批
判
を
加
え
、
こ
う
し
た
慣
行
を
直
ち
に
廃
止

す
る
よ
う
訴
え
ま
し
た
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
す
。
こ
の
よ
う
な
行
事
に
費
や
さ
れ
る
財
貨
を
、

教
会
に
喜
捨
と
し
て
託
し
て
く
れ
る
よ
う
期
待
し
た
か
ら
で
す
。
市
民
、
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
が
日
々
の

習
慣
と
し
て
喜
捨
を
実
践
す
る
こ
と
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
理
想
で
し
た
。
日
常
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち

に
繰
り
返
さ
れ
る
罪
禍
は
、
喜
捨
の
習
慣
に
よ
っ
て
贖
わ
れ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
に
し
た
が
え
ば
、

そ
の
意
味
で
喜
捨
は
「
天
国
の
宝
を
地
上
で
先
買
い
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。

四　

魂
の
救
済
の
ア
ポ
リ
ア

魂
の
彼
岸
へ
の
旅

　

こ
う
し
て
贖
罪
と
し
て
の
喜
捨
は
、
魂
の
救
済
を
目
的
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
の
行
為
と
し
て
現
れ
る
わ
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け
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
掘
り
下
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
平
均
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
そ
の
魂
の
状
態
に
お
い
て
「
完
全
に
善
で
は

な
い
」
信
徒
か
、「
完
全
に
悪
で
は
な
い
」
信
徒
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
聖
人
や
殉
教
者
は
「
完
全
に
善
」
な

る
信
仰
者
で
す
。
彼
ら
の
魂
が
、
死
後
に
直
ち
に
天
国
に
向
か
う
こ
と
は
誰
も
疑
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て

「
完
全
に
善
で
は
な
い
」、
あ
る
い
は
「
完
全
に
悪
で
は
な
い
」
普
通
の
信
徒
の
魂
は
、
信
徒
個
人
の
生
前
の
喜

捨
や
、
そ
の
他
の
善
行
な
ど
の
努
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
魂
が
天
国
に
向
か
う
か
、
そ
れ
と
も
地
獄
へ
転
落
す
る

か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
史
の
世
界
的
第
一
人
者
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン

は
「
魂
の
彼
岸
へ
の
旅
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。
彼
の
卓
抜
な
比
喩
に
よ
る
な
ら
ば
、
魂
の
天
国
へ
向
か

う
レ
ー
ス
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
シ
テ
ィ
・
マ
ラ
ソ
ン
さ
な
が
ら
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
先
頭
を
切
っ
て
超
絶
的

な
ス
ピ
ー
ド
で
リ
ー
ド
す
る
聖
人
た
ち
は
、
エ
リ
ー
ト
・
ラ
ン
ナ
ー
集
団
で
す
。
彼
ら
の
天
国
入
り
は
約
束
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
後
を
生
前
の
キ
リ
ス
ト
教
的
善
行
の
厚
さ
に
応
じ
て
、
遅
か
っ
た
り
早
か
っ
た
り
め
い
め
い

の
ペ
ー
ス
で
走
る
市
民
ラ
ン
ナ
ー
が
い
ま
す
。
し
ん
が
り
は
息
も
た
え
絶
え
の
、
今
に
も
脱
落
し
そ
う
な
落
ち

こ
ぼ
れ
集
団
で
す
。
時
の
終
わ
り
に
め
で
た
く
天
国
に
入
れ
る
魂
と
、
あ
え
な
く
時
間
切
れ
と
な
っ
て
地
獄
行

き
の
審
判
の
受
け
る
羽
目
に
な
る
魂
を
分
か
つ
の
は
、
喜
捨
の
心
根
の
厚
さ
薄
さ
な
の
で
す
。

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
異
端
と
の
戦
い�

　

さ
ら
に
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
の
異
端
教
説
の
影
響
へ
の
懸
念
で
す
。
ペ
ラ
ギ
ウ
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ス
は
ブ
リ
テ
ン
島
出
身
者
で
四
世
紀
の
末
か
ら
ロ
ー
マ
で
神
学
者
と
し
て
名
高
い
人
物
で
し
た
。
四
一
〇
年
に

ゴ
ー
ト
族
が
都
市
ロ
ー
マ
を
侵
略
し
た
際
に
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
と
彼
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
の
上
流
人
士

が
大
挙
し
て
カ
ル
タ
ゴ
に
避
難
し
て
き
ま
し
た
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
教
説
は
、
神
は
人
間
を
完
全
な
る
存
在
と
し

て
創
造
し
た
の
で
あ
り
、
神
の
恩
寵
に
よ
ら
ず
し
て
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
善
行
を
積
む
こ
と
で
救
済
に
い
た

り
う
る
の
だ
と
い
う
教
え
で
す
。
こ
こ
に
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
や
ス
ト
ア
派
の
影
響
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
先
の
ピ
ー

タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
教
え
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
側
面
が
、
ま
さ
し
く
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
徒
の
贖
罪
の

思
想
な
の
で
す
。
完
全
に
自
由
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
富
者
が
そ
の
富
を
す
ぐ
さ
ま
放
棄
で
き
る
よ

う
に
、
す
べ
て
の
罪
か
ら
自
ら
の
意
志
ひ
と
つ
で
即
刻
自
由
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
成
し
得

な
い
の
は
弱
き
者
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
敬
な
る
反
抗
者
で
あ
る
と
す
る
の
で
す
。

　

こ
こ
に
は
贖
罪
の
た
め
の
喜
捨
の
論
理
も
、「
死
後
の
生
」
へ
の
配
慮
も
、
神
の
恩
寵
の
作
用
も
入
る
余
地
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
地
上
で
の
喜
捨
が
、
罪
の
贖
い
と
、
あ
わ
せ
て
天
国
で
の
功
徳
に

転
換
す
る
と
い
う
論
理
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
必
死
に
な
っ
て
ペ
ラ

ギ
ウ
ス
批
判
を
繰
り
返
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
し
た
。
エ
フ
ェ
ソ
ス
公
会
議
が
最
終
的
に
、
ペ
ラ
ギ
ウ

ス
派
に
異
端
の
烙
印
を
押
す
こ
と
に
な
る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
死
歿
し
た
四
三
〇
年
の
翌
年
の
こ
と
、

す
な
わ
ち
四
三
一
年
で
し
た
。
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五　

時
の
終
わ
り
は
い
つ
か

線
的
時
間
の
宗
教

　

こ
こ
で
先
ほ
ど
挙
げ
た
魂
の
彼
岸
へ
の
旅
を
、
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
シ
テ
ィ
・
マ
ラ

ソ
ン
に
譬
え
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
マ
ラ
ソ
ン
に
制
限
時
間
が
あ
る
こ
と
を
、
踏
ま
え

て
譬
え
話
を
組
み
立
て
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
根
底
に
あ
る
、
終
末
論
（
エ
ス
カ
ト
ロ

ジ
ー
）
の
こ
と
で
す
。
旧
約
聖
書
に
『
創
世
記
』
が
あ
り
ま
す
が
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
の
分
派
で
あ
る
キ
リ
ス
ト

教
も
ま
た
、
世
界
の
始
ま
り
を
教
義
体
系
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
宗
教

は
「
時
の
終
わ
り
」、
す
な
わ
ち
時
の
終
末
も
ま
た
重
要
な
教
え
と
し
て
い
て
、「
最
後
の
審
判
」
は
そ
の
劇
的

表
現
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
は
、
極
め
て
時
間
に
敏
感
な
宗
教
で
す
。
世
界
の
創
世
か
ら
「
時
の
終
わ
り
」
ま
で
、

時
間
は
直
線
的
に
進
行
す
る
の
で
す
。
時
間
論
は
、
近
く
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
名
前
を
挙
げ
る
ま

で
も
な
く
、
西
洋
哲
学
の
一
大
ト
ピ
ッ
ク
を
成
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
そ
の
な
か
で
最
も
優
れ

た
時
間
論
を
展
開
し
た
の
は
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
し
た
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論

　

彼
は
『
告
白
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
そ
れ
で
は
時
間
と
は
な
ん
で
あ
る
か
。
だ
れ
も
わ
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た
く
し
に
問
わ
な
け
れ
ば
、
わ
た
く
し
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
誰
か
問
う
も
の
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、

わ
た
く
し
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
、
わ
た
く
し
は
確
信
を
も
っ
て
次
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
な
に
も
の
も
過
ぎ
去
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
過
去
と
い
う
時
間
は
存
在
せ
ず
、

な
に
も
の
も
到
来
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
未
来
と
い
う
時
間
は
存
在
せ
ず
、
な
に
も
の
も
存
在
す
る
も
の
が

な
け
れ
ば
、
現
在
と
い
う
時
間
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
」。
過
去
、
現
在
、
未
来
の
三
つ
の
時
間
様
相
は
、
過

去
は
も
う
過
ぎ
去
っ
て
な
く
、
未
来
は
い
ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
我
々
は
そ
れ
ら
を
知

覚
で
き
る
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
の
三
様

相
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
現
在
」
を
も
っ
て

い
る
か
ら
だ
と
し
、
そ
の
「
現
在
」
を
通
し

て
各
様
相
を
知
覚
で
き
る
と
彼
は
言
う
の
で

す
。
す
な
わ
ち
過
去
に
つ
い
て
は
「
記
憶
」

で
あ
り
、
未
来
に
つ
い
て
は
「
期
待
」、
現
在

に
つ
い
て
は
「
直
感
」
で
あ
る
と
。

　

エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
内
的
時

間
の
現
象
学
』
の
な
か
で
、聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
時
間
論
に
寄
せ
て
、
近
代
に
い
た
る

ま
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
上
の
時
間
論
を

書斎の聖アウグスティヌス

268



展
開
で
き
た
思
想
家
は
い
な
か
っ
た
と
賞
揚
し
て
い
ま
す
。
時
間
論
に
「
伏
在
す
る
非
常
な
難
問
題
を
深
く
感

知
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
ま
で
の
辛
苦
を
重
ね
た
」（
フ
ッ
サ
ー
ル
）
の
も
、
時
間
の
問
題

が
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
根
底
に
横
た
わ
る
、
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
正
確
に

認
識
し
て
い
た
か
ら
で
し
た
。

　
世
界
年
の
観
念

　
「
世
界
」が
存
続
す
る
期
間
の
う
ち
の
任
意
の
年
を「
世
界
年
」と
称
し
て
い
ま
し
た
。
六
世
紀
後
半
の
ト
ゥ
ー

ル
司
教
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
著
し
た
有
名
な
歴
史
書
『
歴
史
十
書
』
の
最
後
の
部
分
に
は
、
こ
の
書
物
を
書
き
上

げ
た
の
が
、
世
界
年
の
五
七
九
二
年
で
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。
彼
は
そ
の
一
、二
年
後
の
西
暦
五
九
三
年
か
四

年
に
死
歿
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
世
界
年
の
期
間
が
ど
れ
ほ
ど
続
く
の
か
、
そ
し
て

自
分
が
生
き
て
い
る
時
代
が
、
世
界
年
の
い
つ
に
あ
た
る
の
か
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
変
重
要
な
関
心

事
で
し
た
。
マ
ル
コ
や
マ
タ
イ
な
ど
福
音
書
記
者
た
ち
は
、
揃
っ
て
終
末
が
到
来
す
る
日
も
時
間
も
、
決
し
て

あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
繰
り
返
し
念
を
押
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
言
わ
れ

る
ほ
ど
気
に
な
る
の
が
人
情
と
い
う
も
の
で
す
。

　

二
世
紀
後
半
の
リ
ヨ
ン
司
教
で
あ
っ
た
聖
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
は
神
学
者
で
も
あ
り
、
そ
の
著
作
『
異
端
駁
論
』

で
も
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
す
が
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
は
こ
の
著
作
の
な
か
で
、『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
で
「
人
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間
の
数
字
」
と
さ
れ
て
い
る
六
六
六
が
反
キ
リ
ス
ト
を
指
す
と
述
べ
て
、
つ
づ
け
て
、「
こ
の
数
は
、
一
〇
〇
が

六
つ
、
十
が
六
つ
、
一
が
六
つ
で
あ
り
、
六
〇
〇
〇
年
間
に
行
な
わ
れ
る
背
教
の
総
数
で
あ
る
。････

も
し
主

の
一
日
が
一
〇
〇
〇
年
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
も
し
創
造
が
六
日
間
で
成
し
遂
げ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
の

成
就
が
六
〇
〇
〇
年
目
に
果
た
さ
れ
る
の
は
、
明
ら
か
だ
」、
と
言
う
の
で
す
。

　

だ
が
い
つ
か
ら
の
六
〇
〇
〇
年
目
か
。
こ
れ
は
年
代
の
目
盛
り
の
上
に
特
定
で
き
る
日
付
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
わ
ば
元
素
の
半
減
期
の
よ
う
な
期
間
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
と
ほ
ぼ
同
時
代

の
ヒ
ッ
ポ
リ
ト
ゥ
ス
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
進
め
て
「
終
末
の
時
」
の
絶
対
年
代
を
確
定
し
よ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま

の
試
み
を
し
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
彼
の
著
書
『
ダ
ニ
エ
ル
書
註
解
』
で
の
言
葉
で
す
。「
も
し
わ
れ
ら
が
天
地

創
造
、
ア
ダ
ム
の
時
代
か
ら
の
時
の
経
過
を
計
算
す
る
な
ら
ば
、
問
題
が
解
け
る
。
主
の
最
初
の
再
臨
、
す
な

わ
ち
主
を
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
誕
生
さ
せ
た
の
は
、
一
月
の
第
八
カ
レ
ン
ド
（
一
二
月
二
五
日
）、
金
曜
日
、
ア
ウ
グ

ス
ト
ゥ
ス
帝
の
統
治
四
二
年
目
で
、
こ
れ
は
ア
ダ
ム
が
生
ま
れ
て
五
五
〇
〇
年
後
で
あ
っ
た
」。
キ
リ
ス
ト
の
誕

生
が
、
世
界
の
開
始
か
ら
五
五
〇
〇
年
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
西
暦
五
〇
〇
年
が
「
終
わ
り

の
時
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ヒ
ッ
ポ
リ
ト
ゥ
ス
は
二
〇
三
年
頃
に
書
い
て
い
る
の
で
、
終
末
の
到
来

は
彼
に
と
っ
て
直
接
に
は
関
係
が
な
い
三
〇
〇
年
後
の
事
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
最
後
の
時
」
を
、
人
間
の

生
存
可
能
な
年
齢
を
越
え
て
設
定
す
る
の
が
、
そ
の
後
の
教
会
著
作
家
た
ち
の
常
套
的
な
や
り
方
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
終
末
の
到
来
を
待
ち
望
む
読
者
に
、
そ
の
情
熱
を
鎮
め
、
世
の
中
に
不
必
要
な
混
乱
を
も
た
ら
さ
な
い

た
め
で
し
た
。
時
の
終
わ
り
が
切
迫
し
て
い
る
と
信
じ
た
あ
る
司
教
は
、
自
分
の
信
徒
た
ち
全
員
を
引
き
連
れ
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て
、
キ
リ
ス
ト
と
相
見
え
る
た
め
に
砂
漠
に
入
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
ま
た
夜
の
夢
を
信
じ
て
、
べ
つ
の
司
教
が

審
判
の
日
が
一
年
以
内
に
迫
っ
て
い
る
と
説
教
し
た
た
め
に
、
信
徒
た
ち
が
耕
地
を
打
ち
棄
て
、
財
産
を
売
り

払
っ
て
し
ま
っ
た
話
な
ど
を
、
ヒ
ッ
ポ
リ
ト
ゥ
ス
自
身
が
紹
介
し
て
い
ま
す
。

「
時
の
終
わ
り
」
の
先
送
り

　

北
ア
フ
リ
カ
の
司
教
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
司
教
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
弟
子
で
あ
り
、
四
世
紀

の
前
半
に
ギ
リ
シ
ア
語
で
著
作
を
し
た
教
会
博
士
の
ひ
と
り
で
す
。
彼
は
師
と
お
な
じ
く
、「
終
末
の
到
来
」
を

云
々
す
る
風
潮
に
た
い
し
て
批
判
的
で
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
言
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
だ

か
ら
こ
そ
と
も
言
え
ま
す
が
、
こ
の
教
会
人
は
ヒ
ッ
ポ
リ
ト
ゥ
ス
の
世
界
年
に
修
正
を
加
え
、
キ
リ
ス
ト
の
生

誕
を
世
界
年
の
ス
ケ
ー
ル
で
三
〇
〇
年
前
に
ず
ら
し
、
ア
ダ
ム
が
生
ま
れ
て
五
二
〇
〇
年
後
と
し
た
の
で
す
。

そ
う
な
る
と
「
終
末
の
到
来
」
も
三
〇
〇
年
繰
り
下
が
り
、
正
確
に
は
西
暦
八
〇
〇
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
当
た

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
終
末
待
望
論
者
で
な
か
っ
た
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
は
、
そ
の
こ
と
を
あ
え
て
言
揚
げ
す
る

こ
と
を
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
の
時
期
を
遠
い
彼
方
に
追
い
や
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
現
実
的
な
重
み
を
無
効

に
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
先
に
紹
介
し
た
六
世
紀
の
司
教
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
採
用
し
た
の
は
、
こ
の
エ
ウ
セ

ビ
オ
ス
の
終
末
年
で
し
た
。

　

西
暦
八
〇
〇
年
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
世
界
年
の
修
正
の
必
要
が
出
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
を
す
る
の
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
ベ
ー
ダ
で
す
。
七
〇
三
年
に
彼
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
に
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よ
り
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
世
界
年
の

三
五
九
二
年
と
し
て
、「
終
末
の
時
」
を
な
ん

と
西
暦
二
〇
五
八
年
に
先
送
り
し
た
の
で
す
。

　

し
か
し
ベ
ー
ダ
は
他
方
で
、
世
界
年
と
は
別

の
体
系
の
記
年
法
を
普
及
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
は

六
世
紀
に
小
デ
ュ
オ
ニ
シ
オ
ス
が
編
み
だ
し
た

方
法
で
、
キ
リ
ス
ト
の
生
誕
を
起
点
と
す
る
計

算
方
法
で
し
た
。
こ
れ
は
現
在
の
西
暦
の
起
算

法
で
す
。
こ
の
や
り
方
は
七
四
二
年
の
ゲ
ル
マ

ニ
ア
公
会
議
で
使
わ
れ
、
つ
づ
い
て
カ
ロ
リ
ン

グ
朝
の
王
国
年
代
記
の
記
年
方
式
と
し
て
採
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
に
お
い
て

は
、
そ
れ
が
具
体
的
に
い
つ
な
の
か
を
別
に
し

て
、世
界
の
終
末
が
想
定
さ
れ
、来
る
べ
き
「
最

後
の
審
判
」
に
そ
な
え
て
善
行
を
積
む
こ
と

が
、
漠
然
た
る
教
え
で
は
な
く
、
日
々
の
プ
レ

聖書の翻訳を口述するベーダ
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シ
ャ
ー
と
し
て
作
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

六　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
修
道
制
の
衝
撃

魂
の
彼
岸
へ
の
旅
と
罪
障

　

死
後
の
魂
の
行
方
は
、
罪
と
贖
罪
の
観
念
が
人
々
の
内
面
で
重
み
を
増
す
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
大
き
な
関

心
事
と
な
り
ま
し
た
。
六
世
紀
の
末
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
大
陸
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
や
っ
て
き
た
聖
コ
ル
ン

バ
ヌ
ス
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
特
の
厳
格
な
修
道
規
律
を
大
陸
に
導
入
し
ま
し
た
。
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
修
道
制
の

影
響
の
拡
大
と
手
を
携
え
る
よ
う
に
展
開
し
た
修
道
院
創
建
の
動
き
は
、
貴
族
門
閥
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確

立
の
一
環
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
物
故
し
た
一
門
の
先
祖
た
ち
の
、
魂
の
彼
岸
の
旅
へ
の
支
え
を
意
図
す
る
も

の
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

修
道
院
に
創
建
門
閥
か
ら
な
さ
れ
る
寄
進
は
、
地
上
の
喜
捨
が
天
国
の
宝
と
な
る
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
論
理
そ
の
ま
ま
に
、
生
き
る
者
み
ず
か
ら
の
贖
罪
と
と
も
に
、
一
門
の
死
者
の
魂
の
浄
福
を
祈
願
す
る
意

味
あ
い
が
あ
っ
た
の
で
す
。
寄
進
状
に
見
え
る
「
わ
が
魂
と
わ
が
親
族
の
魂
の
た
め
にpro	anim

ae	m
eae	et	

anim
abus	fam

ulorum
	fem

inarum
	que

…
」
や
「
魂
の
贖
い
の
た
め
にpro	conpendio	anim

arum

….

」

な
ど
の
定
型
句
は
、
そ
う
し
た
思
い
の
表
れ
で
す
。
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ド
イ
ツ
の
中
世
史
家
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ア
ツ
マ
は
、

初
期
ガ
リ
ア
の
修
道
制
を
概
観
し
た
優
れ
た
論
文
の
な

か
で
、
七
世
紀
末
ま
で
ガ
リ
ア
に
は
概
数
で
五
五
〇
の

修
道
院
が
建
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
訳
は
六
世
紀
末
ま

で
が
お
よ
そ
二
二
〇
、七
世
紀
中
だ
け
で
三
二
〇
の
修
道

院
が
新
た
に
創
建
さ
れ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
数
字
を
細
か
く
見
て
行
く
と
、
六
世
紀

末
ま
で
は
北
ガ
リ
ア
と
南
ガ
リ
ア
で
、
ほ
ぼ
均
等
の
そ

れ
ぞ
れ
一
一
〇
の
修
道
院
創
建
が
見
ら
れ
た
が
、
七
世

紀
に
は
南
ガ
リ
ア
で
は
九
〇
、
北
ガ
リ
ア
で
は
二
三
〇	

と
、
北
ガ
リ
ア
で
の
突
出
し
た
修
道
院
建
設
が
見
て
と

れ
ま
す
。
こ
の
全
て
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
大
多
数
は

先
の
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
修
道
制
の
影
響
の
も
と
に
建
て
ら

れ
た
も
の
で
す
。
貴
族
門
閥
に
よ
る
修
道
院
建
設
は
、

言
わ
ば
究
極
の
喜
捨
行
為
で
す
。
修
道
院
創
建
に
関
す

る
文
書
の
定
型
文
言
と
し
て
、「
魂
の
贖
い
の
た
め
に
」

が
入
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
し
た
し
、
忘
れ
ら
れ
て

スケリッグ・マイケル島（アイルランド）の修道院
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は
な
ら
な
い
重
大
事
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

さ
て
こ
こ
ま
で
は
、
金
銭
を
手
だ
て
と
し
て
、
つ
ま
り
喜
捨
を
通
じ
て
魂
の
救
済
を
「
買
い
取
る
」
と
い
う

仕
方
で
の
贖
罪
形
式
に
つ
い
て
の
説
明
で
し
た
。
残
さ
れ
た
時
間
は
わ
ず
か
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
話
し
を
向
け

る
の
は
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
が
挙
げ
た
贖
罪
方
法
の
な
か
の	

罪
の
告
白
、
心
身
の
苦
し
み
、
日
常

的
な
断
食
と
禁
欲
な
ど
が
絡
ん
だ
形
式
に
つ
い
て
で
す
。

告
解
と
贖
罪
の
導
入

　

人
間
存
在
の
罪
深
さ
と
、
そ
れ
を
贖
う
こ
と
の
重
要
性
は
、
聖
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
の
説
教
や
、『
修
道
戒
律

Regula	M
onachorum

』
で
一
般
的
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
聖
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
は
上
陸
し
た
フ
ラ
ン
ク

国
家
の
修
道
制
の
堕
落
ぶ
り
、
教
会
人
の
規
律
の
頽
廃
に
大
き
な
衝
撃
を
う
け
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆

に
彼
が
大
陸
に
導
入
し
た
修
道
生
活
が
、
フ
ラ
ン
ク
人
を
初
め
と
す
る
大
陸
の
人
々
に
は
、
強
い
シ
ョ
ッ
ク
を

も
た
ら
す
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
際
に
罪
が
た
と
え
小
さ
な
も
の（parva	peccata
）で
あ
っ
て
も
、告
解
の
対
象
で
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
、

食
事
の
前
に
ス
プ
ー
ン
に
感
謝
し
祝
福
す
る
の
を
忘
れ
た
り
、
ナ
イ
フ
で
食
卓
を
傷
つ
け
た
り
、
食
卓
の
準
備

中
に
あ
や
ま
っ
て
パ
ン
屑
を
撒
き
散
ら
し
た
り
と
い
っ
た
些
細
な
こ
と
ま
で
罪
と
し
て
告
解
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
応
す
る
罰
は
一
般
的
に
は
断
食
で
す
が
、コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
の
修
道
院
で
は
体
罰
（
鞭

打
ち
）
で
し
た
。
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こ
う
し
た
一
見
す
る
と
常
軌
を
逸
し
て
い
る
か
に
見
え
る
コ
ル
ン
バ
ヌ
ス
系
修
道
院
の
修
行
の
様
相
に
、
フ

ラ
ン
ク
社
会
は
瞠
目
し
、
や
が
て
は
睡
眠
の
時
間
も
碌
に
取
れ
な
い
―
歩
き
な
が
ら
眠
れ
―
峻
烈
な
修
道
生
活

に
勤
し
む
様
に
感
銘
を
受
け
、
帰
依
の
感
情
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
の
で
す
。
帰
依
の
心
情
は
国
家
の
貴
族
支
配

層
の
子
弟
を
中
心
に
広
が
り
ま
し
た
。
克
己
と
服
従
の
精
神
は
国
家
エ
リ
ー
ト
の
エ
ー
ト
ス
と
な
り
、
そ
れ
は

宮
廷
か
ら
社
会
へ
と
ひ
と
つ
の
新
し
い
コ
ー
ド
と
し
て

普
及
し
た
の
で
す
。

　

告
解
の
義
務
は
修
道
士
ば
か
り
で
な
く
、
在
俗
聖
職

者
や
一
般
信
徒
に
ま
で
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
修
道
士
と

な
っ
た
貴
族
子
弟
を
含
め
て
の
頻
繁
な
告
解
（
尼
層
は

一
日
に
三
度
）
の
義
務
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
個
人

の
内
面
世
界
の
変
革
、
あ
る
い
は
解
体
に
ま
で
お
よ
び

ま
し
た
。
そ
し
て
古
代
的
な
価
値
観
を
内
面
に
も
っ
て

い
た
七
世
紀
の
人
々
の
心
を
根
底
か
ら
変
え
て
し
ま
っ

た
と
い
う
の
で
す
。
ブ
ラ
ウ
ン
か
ら
の
引
用
で
す
が
、

「
古
代
か
ら
継
承
し
た
神
秘
的
な
宇
宙
観
は
完
全
に
失

わ
れ
、
罪
と
罰
そ
し
て
赦
し
の
報
い
が
支
配
す
る
キ
リ

ス
ト
教
の
モ
デ
ル
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
」。
こ
う
し

地獄の責め苦
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て
七
世
紀
半
ば
に
、
思
想
と
心
性
の
面
で
も
、
古
代
は
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
す
。

　

ク
ロ
ー
ド
・
カ
ロ
ッ
ツ
ィ
は
そ
の
傑
作
『
ラ
テ
ン
著
作
家
の
作
品
に
見
る
魂
の
彼
岸
へ
の
旅
（
五
－
一
三
世

紀
）』（
一
九
九
四
年
）
の
な
か
で
、
贖
罪
者
が
お
か
れ
た
状
況
と
そ
の
心
境
を
、
西
洋
に
お
け
る
個
と
し
て
の

自
己
認
識
の
最
初
の
兆
し
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
修
道
戒
律
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
、
や
が
て
俗
人
に

も
要
請
さ
れ
た
罪
の
検
証
を
核
と
す
る
内
省
意
識
は
、
個
と
し
て
の
人
間
存
在
の
到
達
へ
と
い
た
る
最
も
重
要

で
、
決
定
的
な
一
歩
で
あ
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
罪
の
意
識
の
反
芻
が
、
個
と
し
て
の
営
み
で
あ
る
以
上
、
検

証
の
意
識
は
個
と
し
て
の
自
己
の
内
奥
の
探
求
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
言
う
わ
け
で
す
。

　

贖
罪
と
い
う
、
優
れ
て
宗
教
的
信
仰
実
践
が
、
個
と
し
て
の
内
面
の
確
立
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
に
導
く

回
路
を
具
え
た
一
例
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
日
頃
考
え
て
い
る
こ
と
の
一
端
を
披
瀝
す

る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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