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西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
初
期
中
世
は
、
蛮
族
で
あ
る
ゲ
ル
マ
ン
人
が
キ

リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
ば
か
り
の
ロ
ー
マ
人
の
世
界
に
侵
入
し
て
き
た

時
に
始
ま
っ
た
。
ロ
ー
マ
は
、
こ
の
新
た
な
侵
入
者
た
ち
の
憧
れ
の

世
界
で
あ
り
、
彼
ら
を
魅
了
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
肩
を
並
べ
よ
う

と
そ
の
ロ
ー
マ
を
模
倣
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
文
化
的
財

産
を
救
出
し
て
自
ら
の
も
の
に
し
よ
う
と
も
し
た
。
し
か
し
最
終
的

に
は
ロ
ー
マ
を
完
全
に
変
質
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
１
）

。
そ
の
結
果
と

し
て
、
食
の
歴
史
と
い
う
分
野
で
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
以
後
の
世
界
の

主
要
な
特
徴
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
古

代
ロ
ー
マ
の
モ
デ
ル
が
威
信
を
持
ち
続
け
た
。
第
二
に
、
食
に
関
す

る
新
た
な
習
慣
は
、
ま
っ
た
く
ロ
ー
マ
化
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
あ
る

い
は
そ
れ
ほ
ど
ロ
ー
マ
化
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
発

展
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
食
習
慣
が
よ
り
深
く
、
よ
り
強

く
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
。
四
世
紀
に
始
ま
る
長
い
プ
ロ
セ
ス
が

ロ
ー
マ
の
食
を
変
質
さ
せ
、
そ
れ
以
降
の
食
と
の
差
異
の
認
識
を
難

し
く
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
根
底
か
ら
の
変
質
が
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
、
ロ
ー

マ
帝
国
の
い
ま
ひ
と
つ
の
主
要
な
後
継
者
た
る
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
か
ら

分
け
隔
て
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
は
古
代
ロ
ー
マ
の
モ
デ
ル
に
対
し
て
よ
り

忠
実
で
あ
っ
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
大
部
分
が
地
中
海
に
面
し
て
い

た
と
い
う
立
地
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
助
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー

マ
帝
国
の
永
続
性
も
ま
た
意
図
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

公
開
講
演
会

シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
食
卓
に
て

　
　
―
―
カ
ロ
リ
ン
グ
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
飲
食

　
ア
ル
バ
ン
・
ゴ
テ
ィ
エ

訳
　
　
井
上
　
み
ど
り
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と
い
う
の
も
、
ビ
ザ
ン
ツ
は
自
ら
の
こ
と
を
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
最

も
傑
出
し
た
継
承
者
で
あ
り
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
連
続
し
て
い

る
も
の
だ
と
し
た
の
で
あ
る
（
２
）

。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ビ
ザ
ン
ツ
の
乖
離

を
示
す
周
知
の
例
と
し
て
、
ク
レ
モ
ナ
司
教
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ド
に
よ

る
も
の
が
あ
る
。
彼
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ベ
レ
ン
ガ
ー
リ
オ
二
世
お
よ

び
皇
帝
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
使
節
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル

に
滞
在
し
た
際
の
経
験
を
記
録
し
て
い
る
の
だ
が
、
給
仕
さ
れ
た
食

べ
物
の
中
に
大
量
の
「
ガ
ル
ム
（garum

）」（
あ
る
い
は
「
リ
ク
ア
ー

メ
ン（liquam

en

）」、古
代
ロ
ー
マ
で
は
定
番
だ
っ
た
魚
醤
の
一
種
）

が
あ
る
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
食

習
慣
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
亡
し

て
か
ら
四
、五
〇
〇
年
の
あ
い
だ
に
い
か
に
変
化
し
て
い
た
か
を
示

し
て
い
る
。こ
の
点
に
つ
い
て
、西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
む
し
ろ
イ
ス
ラ
ー

ム
圏
と
比
較
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
で
は
、
ギ
リ

シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
食
物
や
ペ
ル
シ
ア
の
慣
習
、
砂
漠
地
帯
の
習
慣
が

交
わ
る
な
か
で
独
特
の
食
文
化
が
発
展
し
た
（
３
）

。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も

同
様
に
、
ロ
ー
マ
や
ゲ
ル
マ
ン
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
食
習
慣
が
融
合

す
る
こ
と
で
独
自
の
食
文
化
が
発
展
し
、
そ
し
て
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に

豊
か
な
円
熟
期
を
迎
え
た
。

三
つ
の
但
し
書
き

　
七
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
ま
で
の
期
間
は
、他
の
研
究
領
域
と
同
様
、

食
の
歴
史
に
関
し
て
も
非
常
に
多
様
性
に
富
ん
だ
時
代
で
あ
り
、
一

枚
岩
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
以
下
の
三
つ

の
特
徴
が
こ
の
時
代
を
独
特
の
も
の
に
し
て
お
り
、
そ
の
研
究
に
つ

い
て
も
前
後
の
時
代
に
関
す
る
も
の
と
は
い
く
ぶ
ん
異
な
っ
た
状
況

を
生
ん
で
い
る
。
カ
ロ
リ
ン
グ
期
は
こ
の
時
代
に
含
ま
れ
て
お
り
、

さ
ら
な
る
問
題
を
提
起
さ
え
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
利
用
可
能
な
史
料
の
数
が
多
く
は
な
い
と
い
う
点
を
強

調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
他
の
時
代
の
食
を
研
究
す
る
歴

史
家
が
用
い
る
よ
う
な
史
料
、な
か
で
も
メ
ニ
ュ
ー
表
や
料
理
書
は
、

ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
六
世
紀
初
頭
以
後
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
作

成
さ
れ
た
い
か
な
る
料
理
書
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
古
代
ロ
ー
マ
の

伝
統
の
な
か
で
最
後
に
書
か
れ
た
の
は
ギ
リ
シ
ア
の
医
師
ア
ン
テ
ィ

ム
ス
の
著
作
で
、
フ
ラ
ン
ク
王
テ
ウ
デ
リ
ク
一
世
（
五
三
四
年
没
）

に
献
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
４
）
。
そ
の
後
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
書
物
は
完

全
に
消
え
失
せ
、
一
三
世
紀
が
進
む
な
か
で
よ
う
や
く
再
び
登
場
す

る
こ
と
に
な
る
（
５
）

。
こ
の
こ
と
は
、
料
理
の
中
身
に
つ
い
て
研
究
し
た

け
れ
ば
、
他
の
あ
ま
り
確
か
で
な
い
史
料
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
文
字
史
料
や
図
像
史
料
が
存
在
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
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ら
は
本
質
的
に
ほ
と
ん
ど
エ
リ
ー
ト
層
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
史
料
で
は
、
民
衆
の
食
事
の
仕
方
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
触
れ

ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
っ
と
知
る
た
め
に
は
、
考
古
学

が
絶
対
に
必
要
と
な
る
。
も
っ
と
も
歴
史
家
は
、
た
い
て
い
王
族
や

上
級
貴
族
、
高
位
聖
職
者
と
い
っ
た
エ
リ
ー
ト
層
に
関
す
る
言
及
で

満
足
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
概
ね
、
本
稿
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
数
的
デ
ー
タ
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
く
、
し
か
も
そ
れ

ら
は
か
な
り
問
題
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
強
調
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、考
古
学
は
大
い
に
進
歩
し
続
け
て
い
る
し
、

わ
れ
わ
れ
に
数
値
を
提
供
し
て
く
れ
も
す
る
が
、
同
一
の
デ
ー
タ
の

集
合
で
あ
っ
て
も
多
種
多
様
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ

る
。
良
い
例
は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
ノ
ー
サ
ン
ブ
リ
ア
王

国
の
イ
ェ
ヴ
ァ
リ
ン
グ
で
基
礎
部
分
が
発
見
さ
れ
た
七
世
紀
の
王
宮

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
構
の
あ
る
部
分
か
ら
大
量
の
雄
牛
の
骨

が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、そ
こ
に
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、

「
畜
殺
場
」
ま
た
は
「
食
肉
処
理
場
」
と
名
付
け
ら
れ
た
（
６
）
。
し
か
し

そ
の
建
物
の
実
態
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
公
表
さ
れ
る
研
究
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。「
異
教
徒
」
に
よ
る
牛
の
儀
礼
的
屠
殺
の

た
め
の
場
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
の
過

程
で
宴
を
準
備
し
た
証
拠
と
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
単
に
、
そ
こ
の

住
人
た
ち
に
よ
る
日
常
的
な
肉
の
消
費
の
結
果
と
さ
れ
た
り
し
た
（
７
）

。

　
た
し
か
に
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
数
値
デ
ー

タ
が
残
っ
て
い
る
。
他
の
時
代
や
初
期
中
世
の
他
の
地
域
よ
り
も
多

い
と
す
ら
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
数
値
は
ど

れ
ほ
ど
信
頼
に
足
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
使
っ
て
何
が
ど

れ
く
ら
い
食
さ
れ
て
い
た
の
か
を
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
ミ
シ
ェ
ル
・
ル
ー
シ
ュ
が
こ
の
テ
ー
マ
に
先
鞭
を
つ
け
た
二

つ
の
論
文
を
み
て
み
よ
う
。
ル
ー
シ
ュ
は
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
食
に
つ

い
て
数
量
的
な
分
析
を
行
お
う
と
し
た
が
、
実
に
多
様
な
史
料
を
引

き
合
い
に
出
し
て
い
る
（
８
）

。
す
な
わ
ち
、
規
範
史
料
（
た
と
え
ば
、
メ

ス
の
司
教
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
や
ア
ニ
ア
ー
ヌ
の
修
道
院
長
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
聖
堂
参
事
会
員
や
修
道
士
た
ち
の
日
々
の

食
事
に
関
す
る
規
則
）、
修
道
院
長
と
修
道
士
た
ち
と
の
あ
い
だ
で

の
「
食
事
（m

ensae

）」
の
割
り
当
て
（
つ
ま
り
、
修
道
院
の
収
入

を
院
長
と
修
道
士
と
の
あ
い
だ
で
分
配
す
る
規
則
）、「
聖
職
禄
を
有

す
る
聖
職
者
」（
贈
与
と
し
て
あ
る
い
は
労
働
の
対
価
と
し
て
、「
聖

職
禄
」、
す
な
わ
ち
年
単
位
で
ま
と
ま
っ
た
量
の
食
糧
を
受
け
取
る

権
利
を
有
す
る
人
々
）
や
そ
の
ほ
か
修
道
院
か
ら
何
ら
か
の
利
益
を

受
け
て
い
る
人
々
の
名
簿
、
修
道
院
の
使
用
人
た
ち
に
与
え
ら
れ
た

食
糧
の
量
に
関
す
る
断
片
的
な
情
報
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料

の
大
部
分
は
、
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
＝
デ
＝
プ
レ
や
サ
ン
＝
ド
ニ
、

コ
ル
ビ
と
い
っ
た
修
道
院
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
数

値
を
処
理
す
る
こ
と
で
、
ル
ー
シ
ュ
は
、
一
人
の
人
間
が
一
年
を
送
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る
上
で
ど
の
よ
う
な
種
類
の
食
べ
も
の
を
ど
れ
ほ
ど
の
量
、
消
費
し

て
い
た
の
か
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
、
そ
し
て
そ
の
結
果
を
一

日
あ
た
り
に
食
べ
ら
れ
た
量
と
総
カ
ロ
リ
ー
に
換
算
し
た
。
こ
れ
ら

の
計
算
か
ら
、
彼
は
一
日
あ
た
り
の
食
糧
は
き
わ
め
て
豊
富
に
あ

り
、「
非
常
に
満
ち
足
り
て
い
て
、
重
た
す
ぎ
る
ほ
ど
の
食
事
」
と

言
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
推
論
し
た
。
つ
ま
り
量
的
に
は
多
す
ぎ
る

ほ
ど
だ
っ
た
が
、
食
糧
の
質
と
種
類
は
不
十
分
だ
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
（
９
）
。
彼
が
再
構
成
し
た
一
日
あ
た
り
の
摂
取
量
は
六
〇
〇
〇
キ
ロ

カ
ロ
リ
ー
以
上
だ
が
、
こ
れ
は
た
し
か
に
、
現
代
の
建
築
現
場
の
労

働
者
が
通
常
摂
取
す
る
と
さ
れ
る
四
五
〇
〇
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
よ
り
も

は
る
か
に
多
い
。
二
つ
目
の
論
文
で
ル
ー
シ
ュ
は
、
八
〇
〇
〇
か
ら

九
〇
〇
〇
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
と
い
う
「
仰
天
す
る
よ
う
な
摂
取
量
」
を

同
じ
史
料
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
え
結
論
づ
け
て
い

る）
（1
（

。
し
た
が
っ
て
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
お
い
て
、
人
々
（
と
く
に
修

道
士
た
ち
）
は
必
要
以
上
に
食
べ
過
ぎ
る
状
況
に
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
く
、
彼
ら
が
栄
養
失
調
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
飢
饉
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
食
糧
の
質
の
低
さ
や
種
類
の
少
な
さ
の
せ
い

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
の
結
論
は
、
飢
饉
は
カ
ロ
リ
ン
グ

期
に
お
い
て
は
神
話
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
現
実
と
い
う
よ
り
認
識
の

問
題
だ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ジ
ャ
ン

＝
ク
ロ
ー
ド
・
オ
ケ
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
。
彼

は
痛
烈
き
わ
ま
る
批
判
論
文
の
な
か
で
、
ル
ー
シ
ュ
が
な
ぜ
、
ど
の

よ
う
に
し
て
す
べ
て
を
間
違
っ
て
と
ら
え
て
し
ま
っ
た
の
か
を
説
明

し
よ
う
と
し
た
。
オ
ケ
が
持
ち
出
し
た
の
は
、
と
り
わ
け
度
量
衡
に

お
け
る
深
刻
な
方
法
論
上
の
問
題
点
だ
っ
た
。
一
モ
デ
ィ
ウ
ム
と
は

正
確
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
量
だ
っ
た
の
か
？
　
一
セ
ク
ス
タ
リ
ウ
ム

は
？
　
小
麦
一
モ
デ
ィ
ウ
ム
は
？
　
ワ
イ
ン
一
モ
デ
ィ
ウ
ム
は
？
　

パ
リ
近
郊
の
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
＝
デ
＝
プ
レ
や
サ
ン
＝
ド
ニ
修
道

院
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
？
　
ピ
カ
ル
デ
ィ
に
位
置
す
る
コ
ル
ビ
や

ソ
ワ
ソ
ン
で
は
？
　
現
代
の
ス
イ
ス
に
位
置
す
る
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ

ン
で
は
ど
う
か
？
　
オ
ケ
は
、
ル
ー
シ
ュ
が
用
い
た
も
の
と
同
じ

デ
ー
タ
を
使
っ
て
、
す
べ
て
を
一
か
ら
再
計
算
し
、（
驚
く
こ
と
で

は
な
い
が
）
正
反
対
の
結
論
へ
と
行
き
着
い
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
ロ

リ
ン
グ
期
の
修
道
士
た
ち
は
「
分
量
は
わ
ず
か
な
が
ら
、
脂
質
、
た

ん
ぱ
く
質
、
炭
水
化
物
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
」
食
事
を
摂
っ
て
い
た

と
い
う
の
で
あ
る）
（（
（

。

　
オ
ケ
の
論
文
は
そ
の
後
の
長
々
と
し
た
論
争
を
呼
び
、
ル
ー
シ
ュ

と
オ
ケ
は
お
互
い
に
非
常
に
辛
辣
に
や
り
あ
う
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
オ
ケ
の
計
算
は
、
ル
ー
シ
ュ
の
そ
れ
よ
り
も
信
頼
で
き
る
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
た
と
え
そ
れ
ら
の
計
算
が
純
粋
に
度
量
衡

に
関
す
る
限
り
そ
れ
ほ
ど
問
題
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、

真
に
説
得
力
は
な
い
。
オ
ケ
の
研
究
が
依
拠
し
て
い
る
史
料
は
、
実

際
あ
ま
り
に
も
心
許
な
さ
す
ぎ
て
、
食
糧
摂
取
量
の
確
実
な
算
出
を

可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
純
粋
な
意
味
で
の
数
学
的
な
取
り
扱
い
に
耐



－  202  －－  203  －

シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
食
卓
に
て
（
ゴ
テ
ィ
エ
）

え
得
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
そ
の
史
料
は
そ
の
性
質
に
お
い

て
あ
ま
り
に
も
多
種
多
様
で
十
分
な
比
較
な
ど
で
き
な
い
。
修
道
院

の
貢
租
と
王
家
へ
の
食
糧
貢
納
の
目
録
を
ど
の
よ
う
に
比
べ
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？
　
さ
ら
に
第
二
に
、
い
く
つ
か
の

史
料
は
、
穀
物
や
ビ
ー
ル
、
ワ
イ
ン
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
物
資

の
量
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
修
道
院
の
財
産
目
録
に
記
録
さ

れ
た
そ
の
年
の
総
量
の
記
録
で
し
か
な
い
。
一
人
あ
た
り
が
ど
れ
ほ

ど
の
量
を
食
べ
て
い
た
か
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
量
の
食
糧

を
何
人
の
人
間
で
分
け
合
っ
て
い
た
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
あ
い
に
く
と
、
関
係
す
る
修
道
士
や
修
道
女
た
ち
の
正
確
な
人

数
は
た
い
て
い
の
場
合
把
握
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
食
べ
物
を
分

か
ち
合
っ
て
い
た
修
道
士
以
外
の
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
い
た
か
な
ど
わ

か
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ル
ー
シ
ュ
と
オ
ケ
は
、
お
お
よ

そ
の
切
り
の
よ
い
数
値
で
結
論
と
な
る
数
字
を
再
構
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
統
計
的
な
計
算
が
不
確
実
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
食
を
め
ぐ
る
ほ
か
の
多
く
の
側
面

を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
食
糧
の
一
部
は
、
食
事
の
前
あ

る
い
は
後
に
貧
者
に
与
え
ら
れ
た
。
祝
宴
と
節
食
と
が
交
互
に
行
わ

れ
た
。
た
だ
一
人
の
人
間
に
の
み
関
係
し
て
い
る
史
料
で
さ
え
、
さ

ま
ざ
ま
な
困
難
を
は
ら
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ

ン
修
道
院
の
あ
る
文
書
は
、
八
三
〇
年
に
、
一
人
の
女
性
（
聖
職
禄

受
給
者
）
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
穀
物
や
ス
ペ
ル
ト
小
麦
、
豚
の
分

量
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
女
個
人
が
一
年
を
通
じ

て
食
べ
た
総
量
を
示
す
と
は
限
ら
な
い
。
彼
女
に
は
家
族
が
い
た
か

も
し
れ
な
い
し
、
養
わ
ね
ば
な
ら
な
い
使
用
人
さ
え
い
た
か
も
し
れ

な
い
。
彼
女
は
自
分
の
所
有
す
る
土
地
で
食
物
を
作
っ
て
い
た
農
場

主
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
よ
そ
で
よ
り
多

く
の
食
べ
物
を
得
る
た
め
に
働
い
て
い
た
貧
し
い
女
性
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
さ
ら
に
も
ち
ろ
ん
、
食
べ
物
の
貯
蔵
に
関
す
る
問
題
も

あ
る
。
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
や
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
、
ゾ
ウ
ム
シ
、
湿
気
、
カ
ビ

な
ど
は
い
ず
れ
も
、
一
年
の
あ
る
時
期
に
貯
蔵
庫
の
中
に
あ
っ
た
と

記
録
さ
れ
て
い
る
食
糧
の
う
ち
実
際
に
摂
取
さ
れ
る
量
を
減
少
さ
せ

た
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
、
食
糧
不
足
そ
れ
自
体
を
評
価
す
る
こ

と
は
非
常
に
難
し
い
。
ル
ー
シ
ュ
は
、食
糧
は「
重
た
い
も
の
が
た
っ

ぷ
り
あ
っ
た
」
し
、
そ
れ
ほ
ど
種
類
は
な
く
、
大
部
分
は
穀
類
、
ワ

イ
ン
、
肉
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
果
物
や
野
菜
は
果
樹

園
や
庭
で
採
れ
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
修
道
院
の
敷
地
内
で
育
て
ら

れ
た
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
食
物
は
、
修
道
院
の
財
産
目

録
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う

し
た
目
録
は
、
土
地
保
有
農
が
自
分
の
主
人
た
る
修
道
院
に
対
し
て

納
め
る
作
物
を
記
録
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
但
し
書
き
が
結
果
と
し
て
示
す
の
は
、
カ
ロ
リ
ン

グ
期
に
実
際
何
が
食
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
の
は
非
常
に
難
し
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
文
字
史
料
か
ら
食
べ
物
の
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量
に
つ
い
て
の
歴
史
を
導
き
出
す
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
言
っ
て

よ
い
。
我
々
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
修

道
士
た
ち
の
食
糧
事
情
が
十
分
だ
っ
た
の
か
、
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど

だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
不
十
分
だ
っ
た
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
考
古
学
（
と
り
わ
け
動
物
考
古
学
と
植
物
考

古
学
の
研
究
）
は
、
将
来
的
に
よ
り
多
く
の
情
報
を
わ
れ
わ
れ
に
与

え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
実
際
に
生
産
さ
れ
、
消
費

さ
れ
た
食
材
に
関
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
レ
シ
ピ
に

つ
い
て
の
情
報
は
ほ
と
ん
ど
（
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
）
得
ら
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
動
物
考
古
学
の
お
か
げ
で
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
豚
肉
は
エ
リ
ー
ト
層
の
あ
い
だ
で
非
常
に
人
気

が
あ
っ
た
が
、
農
民
の
あ
い
だ
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
。
農

民
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
牛
肉
の
方
を
食
し
た
が
、
肉
を
ほ
と
ん
ど

食
べ
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
貴
族
が
子
豚

や
若
い
豚
の
肉
を
好
ん
だ
こ
と
を
知
っ
て
い
る）
（1
（

。そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、

彼
ら
が
宗
教
上
の
理
由
か
ら
金
曜
日
と
四
旬
節
の
期
間
に
は
、
豚
肉

を
（
あ
る
い
は
こ
れ
に
関
し
て
言
え
ば
、
ど
ん
な
肉
で
も
）
口
に
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
豚

肉
は
ど
の
よ
う
に
調
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
茹
で
た
の
か
、

グ
リ
ル
し
た
の
か
、
ロ
ー
ス
ト
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
揚
げ
た
り
し

た
の
だ
ろ
う
か
？
　
ど
ん
な
種
類
の
野
菜
や
ス
パ
イ
ス
、
ソ
ー
ス
と

と
も
に
食
す
の
が
一
番
合
う
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
ら
の

問
い
は
簡
単
に
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。「
メ
ロ

ヴ
ィ
ン
グ
期
」
や
「
後
期
中
世
」
の
食
事
と
は
対
照
的
に
、「
カ
ロ

リ
ン
グ
期
の
食
事
」
を
程
度
に
か
か
わ
ら
ず
正
確
に
再
現
し
よ
う
と

す
る
の
が
非
常
に
難
し
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る）
（1
（

。

王
の
た
め
に
食
糧
を
生
産
す
る

　
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
食
の
総
体
は
、
三
つ
の
主
要
な
食
材
に
よ
っ
て

概
要
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
三
つ
の
食
材
は
「
西
洋
中
世

の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
と
言
っ
て
も
よ
い）
（1
（

。
そ
の
う
ち
、
穀
類
（
特

に
小
麦
）
と
ワ
イ
ン
（
ブ
ド
ウ
か
ら
作
ら
れ
る
）
の
二
つ
は
、
古
代

ロ
ー
マ
時
代
に
普
及
し
た
地
中
海
の
食
文
化
か
ら
直
接
受
け
継
い
だ

も
の
で
あ
っ
た
。
三
つ
め
は
肉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ゲ
ル
マ
ン
人
の

戦
士
階
級
か
ら
大
い
に
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
す

で
に
述
べ
た
通
り
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
は
こ
の
三
つ
の
食
材
の
み
が

食
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
カ
ロ
リ
ン
グ
期
（
そ

し
て
そ
の
後
の
中
世
）
に
お
い
て
、
貴
族
の
日
常
的
な
食
物
の
中
核

を
な
し
て
い
た
し
、
ま
た
農
民
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
農
民

が
精
白
さ
れ
た
小
麦
粉
の
パ
ン
や
ブ
ド
ウ
酒
、
牛
肉
や
豚
肉
を
日
常

的
に
食
べ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
そ
れ
を

欲
し
て
い
た
し
、
領
主
の
必
要
と
求
め
に
応
じ
る
た
め
に
自
身
の
農

場
で
生
産
し
て
い
た
の
で
あ
る）
（1
（

。
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ア
ス
ナ
ピ
オ
の
王
領
地
（fiscus

）
の
五
つ
の
所
領
の
財
産
目
録

は
、
魅
力
的
な
文
書
で
、
広
大
な
王
領
地
で
ど
の
よ
う
な
食
糧
品
の

生
産
が
計
画
さ
れ
、
管
理
さ
れ
て
い
た
か
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
、

他
に
例
の
な
い
史
料
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
事
情
は
教
会
組
織

や
貴
族
の
領
地
で
も
お
お
よ
そ
に
お
い
て
同
様
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ

の
ア
ス
ナ
ピ
オ
の
財
産
目
録
は
「
王
領
地
な
ら
び
に
教
会
所
領
の
財

産
目
録
の
ひ
な
型
と
な
る
書
式
」
の
典
型
だ
っ
た
た
め
、
お
そ
ら
く

他
の
領
地
で
も
ま
ね
さ
れ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。
そ
れ
は
八
〇
〇
年
頃
の
い

ず
れ
か
の
時
点
で
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
（
カ
ー
ル
大
帝
）
に
よ
っ

て
派
遣
さ
れ
た
国
王
巡
察
使
た
ち
の
手
で
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
財
産

目
録
は
、
あ
る
時
点
で
『
明
細
帳
範
例
（B

revium
 exem

pla

）』

の
な
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
明
細
帳
範
例
』
と
は
、
王

領
地
が
ど
の
よ
う
に
運
営
・
監
査
さ
れ
る
べ
き
か
を
規
定
す
る
法
文

書
で
あ
る
『
御
料
地
令
（C

apitulare de villis 
）』
の
写
し
に
添

付
さ
れ
た
一
連
の
リ
ス
ト
と
財
産
目
録
で
あ
る）
（1
（

。
以
下
の
二
つ
の
引

用
は
、
王
領
地
の
二
つ
の
所
領
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
抜
き
出
し
て

翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る）
（1
（

。
そ
の
二
つ
と
は
、
ア
ス
ナ
ピ
オ
自
体
（
王

領
地
の
中
心
所
領
で
あ
り
、
今
日
の
北
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ー
ル
近
郊

ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
ダ
ス
ク
の
一
部
、
ア
ナ
ッ
プ
だ
と
同
定
さ
れ
て
い

る
場
所
）
と
、
ト
レ
オ
ラ
と
呼
ば
れ
る
も
う
一
つ
の
所
領
（
お
そ
ら

く
は
現
在
の
リ
ー
ル
と
同
じ
）
で
あ
る
。

　

ア
ス
ナ
ピ
オ
に
つ
い
て

　
わ
れ
わ
れ
が
ア
ス
ナ
ピ
オ
の
王
領
地
に
て
見
い
だ
し
た
も
の

を
こ
こ
に
記
す
。最
高
級
の
仕
上
げ
の
石
造
り
の
王
の
大
邸
宅
、

広
間
が
三
つ
、
回
廊
で
完
全
に
囲
ま
れ
、
女
性
の
た
め
の
居
室

が
一
一
あ
る
家
が
一
つ
。
地
下
貯
蔵
庫
が
一
つ
、
柱ポ

ー

チ

コ

廊
玄
関
が

二
つ
《
…
》、
馬
小
屋
が
一
つ
、
パ
ン
焼
き
釜
が
一
つ
、
納
屋

が
二
つ
、
穀
物
倉
庫
が
三
つ
あ
る
。
強
靱
な
矢
来
に
よ
っ
て

し
っ
か
り
と
守
ら
れ
た
中
庭
、
王
に
よ
る
下
賜
の
た
め
の
露
台

が
あ
る
石
の
門
。《
…
》
リ
ネ
ン
類
と
し
て
は
、ベ
ッ
ド
カ
バ
ー

が
一
枚
、
ひ
と
つ
あ
る
食
卓
テ
ー
ブ
ル
を
飾
る
た
め
の
ク
ロ
ス

類
、
タ
オ
ル
一
枚
。
用
具
類
と
し
て
は
、
銅
の
鉢
が
二
つ
、
飲

料
用
の
鉢
が
二
つ
、
銅
製
の
大
釜
が
二
つ
、
鉄
製
の
大
釜
が
一

つ
、
大
き
な
平
鍋
が
一
つ
。《
…
》
木
製
の
用
具
は
ご
く
わ
ず

か
で
あ
る
。
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
昨
年
の
ス
ペ

ル
ト
小
麦
九
〇
一
籠
（
小
麦
粉
に
し
て
四
五
〇
ポ
ン
ド
に
充
分

な
量
）、
大
麦
一
〇
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム
。
今
年
の
ス
ペ
ル
ト
小
麦

は
一
二
〇
籠
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
六
〇
籠
は
種
と
し
て
播
い

た
の
で
、
そ
の
残
り
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
。
小
麦
は
一
〇
〇
モ

デ
ィ
ウ
ム
あ
っ
た
が
、六
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム
は
播
種
さ
れ
た
の
で
、

貯
蔵
は
そ
の
残
り
。
ラ
イ
麦
は
九
八
モ
デ
ィ
ウ
ム
で
、
す
べ
て

播
種
さ
れ
た
。
大
麦
は
一
七
〇
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム
で
、
一
一
〇
〇

モ
デ
ィ
ウ
ム
が
播
種
さ
れ
、
貯
蔵
は
そ
の
残
り
。
オ
ー
ツ
麦
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が
四
三
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム
、
豆
類
一
モ
デ
ィ
ウ
ム
、
エ
ン
ド
ウ

豆
一
二
モ
デ
ィ
ウ
ム
。《
…
》
製
粉
機
が
五
つ
あ
り
、
最
小
の

も
の
で
八
〇
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム
の
大
き
さ
、
二
四
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム

の
も
の
を
聖
職
禄
受
給
者
た
ち
に
与
え
た
の
で
、
残
り
の
四
つ

が
あ
っ
た
。
ビ
ー
ル
醸
造
設
備
が
四
つ
あ
り
、
最
小
の
も
の

で
六
五
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム
の
大
き
さ
。
二
つ
の
橋
か
ら
は
、
塩

六
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム
、
お
よ
び
二
ソ
リ
ド
ゥ
ス
。
四
つ
の
庭
か
ら

は
、
一
一
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、
ハ
チ
ミ
ツ
三
モ
デ
ィ
ウ
ム
。
小
作
料

と
し
て
納
め
ら
れ
た
も
の
は
、
バ
タ
ー
一
モ
デ
ィ
ウ
ム
、
昨
年

の
ベ
ー
コ
ン
一
〇
片
に
加
え
て
、
新
し
い
ベ
ー
コ
ン
が
脂
身
の

多
い
も
の
と
少
な
い
も
の
合
わ
せ
て
二
〇
〇
片
。
今
年
の
チ
ー

ズ
が
四
三
ポ
ン
ド
。
家
畜
類
は
、
動
物
の
群
れ
が
あ
り
、
成
長

し
き
っ
た
も
の
が
五
一
頭
、
三
歳
の
も
の
が
五
頭
、
去
年
生
ま

れ
た
も
の
が
七
頭
、
今
年
生
ま
れ
た
も
の
が
七
頭
。
生
後
二
か

月
の
子
馬
が
一
〇
頭
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
馬
が
八
頭
。
伝

令
用
の
馬
が
三
頭
、
去
勢
雄
牛
一
六
頭
、
ロ
バ
二
頭
、
子
持
ち

の
雌
牛
が
五
〇
頭
、
子
牛
を
産
ん
だ
こ
と
の
な
い
若
い
雌
牛
が

二
〇
頭
、
今
年
生
ま
れ
た
子
牛
が
三
八
頭
、
未
去
勢
の
雄
牛
が

三
頭
、
成
体
の
豚
が
二
五
〇
頭
、
子
豚
が
一
〇
〇
頭
、
未
去
勢

の
雄
豚
が
五
頭
、
子
持
ち
の
雌
羊
が
一
五
〇
頭
、
今
年
生
ま
れ

た
子
羊
が
二
〇
〇
頭
、
未
去
勢
の
雄
羊
が
一
二
〇
頭
、
子
持
ち

の
ヤ
ギ
が
三
〇
頭
、
今
年
生
ま
れ
た
子
ヤ
ギ
が
三
〇
頭
、
雄
ヤ

ギ
が
三
頭
、
ガ
チ
ョ
ウ
が
三
〇
羽
、
ニ
ワ
ト
リ
が
八
〇
羽
、
ク

ジ
ャ
ク
が
二
二
羽）
（1
（

。

　ト
レ
オ
ラ
に
つ
い
て

　
わ
れ
わ
れ
が
ト
レ
オ
ラ
の
王
領
地
に
て
見
い
だ
し
た
も
の
を

こ
こ
に
記
す
。
最
高
級
の
仕
上
げ
の
石
造
り
の
領
主
の
家
、
そ

れ
ぞ
れ
に
暖
炉
を
そ
な
え
た
広
間
が
二
つ
、柱
廊
玄
関
が
一
つ
、

地
下
貯
蔵
庫
が
一
つ
、
ブ
ド
ウ
圧
搾
機
が
一
つ
《
…
》。
リ
ネ

ン
類
と
し
て
は
、
マ
ッ
ト
レ
ス
が
一
つ
、
羽
毛
の
掛
け
布
団
一

つ
、
寝
具
一
式
が
一
つ
、
リ
ネ
ン
の
ク
ロ
ス
が
一
枚
、
毛
布
が

一
枚
、
ベ
ン
チ
カ
バ
ー
が
一
枚
。
用
具
類
と
し
て
は
、
鉄
製
の

平
鍋
が
一
つ
、
鉛
の
平
鍋
が
一
つ
。
所
領
の
ぶ
ど
う
園
か
ら

は
、
ワ
イ
ン
が
七
三
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム
と
、
小
作
料
か
ら
ワ
イ
ン

五
〇
〇
モ
デ
ィ
ウ
ム
と
麻
二
ポ
ン
ド
。
庭
園
の
ハ
ー
ブ
と
し
て

は
、
モ
ッ
コ
ウ
（costum

）、
ミ
ン
ト
、
ラ
ヴ
ィ
ジ
、
セ
ロ
リ
、

ビ
ー
ト
、
ユ
リ
、
サ
ザ
ン
ウ
ッ
ド
、
ヨ
モ
ギ
ギ
ク
、
セ
ー
ジ
、

セ
イ
ボ
リ
ー
、
イ
ヌ
ハ
ッ
カ
、
ジ
ュ
ニ
パ
ー
、
オ
ニ
サ
ル
ビ
ア

（sclareia

）、
チ
コ
リ
、
ホ
ー
ス
ミ
ン
ト
、
カ
ッ
コ
ウ
チ
ョ
ロ
ギ
、

キ
ン
ミ
ズ
ヒ
キ
、マ
ロ
ウ
、ウ
ス
ベ
ニ
タ
チ
ア
オ
イ
、キ
ャ
ベ
ツ
、

チ
ャ
ー
ビ
ル
、
コ
リ
ア
ン
ダ
ー
、
リ
ー
キ
、
タ
マ
ネ
ギ
、
エ
シ
ャ

ロ
ッ
ト
、
チ
ャ
イ
ブ
、
ニ
ン
ニ
ク
。
樹
木
と
し
て
は
、
数
種
類

の
ナ
シ
、
数
種
類
の
リ
ン
ゴ
、
カ
リ
ン
、
モ
モ
、
ク
ル
ミ
、
プ
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ラ
ム
、
ヘ
ー
ゼ
ル
ナ
ッ
ツ
、
桑
の
実
、
マ
ル
メ
ロ
、
サ
ク
ラ
ン

ボ）
11
（

。

　　
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
は
自
身
の
派
遣
し
た

巡
察
使
に
よ
っ
て
三
つ
の
主
要
な
事
柄
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
を

望
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
建
物
、
備
品
、
食
糧
資
源
で
あ
る
。
ア

ス
ナ
ピ
オ
の
よ
う
な
複
数
の
所
領
に
ま
た
が
る
広
大
な
王
領
地
で

は
、
食
糧
は
直
営
地
の
外
で
も
つ
く
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
、
い
く
ら
か
の
労
働
と
年
貢
、
あ
る
い
は
そ
の
ど
ち
ら
か
と
の
引

き
替
え
と
し
て
、
保
有
権
を
越
え
て
農
民
に
対
し
て
も
与
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
だ
ろ
う）
1（
（

。
権
威
の
あ
る
人
物
を
客
と
し
て
迎
え
て
い
な
い

時
は
、
こ
の
ア
ス
ナ
ピ
オ
の
生
産
物
は
、
家
令
（
そ
の
地
域
に
お
け

る
王
の
代
理
人
で
あ
り
、
時
に
は
ユ
ー
デ
ッ
ク
ス 
（iudex

）
と
呼

ば
れ
た
）
と
そ
の
家
族
な
ら
び
に
側
近
、
そ
し
て
農
地
の
保
有
権
を

与
え
ら
れ
て
い
な
い
在
住
奴
隷
の
食
糧
と
な
っ
た
。
そ
の
食
糧
の
一

部
は
、「
聖
職
禄
を
有
す
る
聖
職
者
た
ち
」
の
た
め
に
も
取
っ
て
お

か
れ
た）
11
（

。
一
度
す
べ
て
が
徴
収
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の

所
領
で
は
翌
年
分
の
種
を
確
保
す
る
必
要
も
生
じ
た
。
こ
う
し
た
こ

と
を
経
て
残
っ
た
分
が
、
最
終
的
に
そ
の
土
地
の
市
場
で
売
ら
れ
、

そ
こ
で
家
令
と
そ
の
従
者
た
ち
は
、
台
所
だ
っ
た
と
さ
れ
る
発
掘
現

場
で
見
つ
か
っ
た
金
属
用
具
の
よ
う
な
、
そ
の
所
領
で
必
要
と
さ
れ

て
い
る
が
生
産
さ
れ
て
は
い
な
い
物
品
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
。

　
し
か
し
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
た
り
、
そ
の
地
所
の
製
粉
機
や
ブ
ド

ウ
圧
搾
機
、ビ
ー
ル
醸
造
所
で
別
の
も
の
へ
と
作
り
替
え
ら
れ
た
り
、

あ
る
い
は
取
引
に
よ
っ
て
そ
こ
へ
取
り
寄
せ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
品

物
は
大
部
分
、
王
や
そ
の
代
理
人
た
ち
が
巡
行
中
に
ア
ス
ナ
ピ
オ
に

滞
在
し
て
い
る
時
に
、
彼
ら
の
食
事
を
ま
か
な
う
た
め
の
も
の
だ
っ

た
。
き
わ
め
て
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
重
要
人
物
た
ち
は
そ
の
序

列
と
身
分
に
応
じ
て
も
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
建
物
と
い
う
項
目
の
な
か
に
、
余
興
の
た
め
に
使
わ

れ
る
回
廊
は
も
ち
ろ
ん
、「
石
造
り
の
王
の
大
邸
宅
」
が
含
ま
れ
て

い
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
人
々
は
そ
の
土
地
で
寝

泊
ま
り
を
し
た
の
で
、
寝
具
関
連
の
物
品
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
も
ち
ろ
ん
多
く
の
家
具
や
布
製
品
が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら

は
食
事
を
権
威
あ
る
イ
ベ
ン
ト
に
し
、成
功
へ
と
導
い
た
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
や
ベ
ン
チ
ク
ロ
ス
、
ナ
プ
キ
ン
な
ど

で
あ
る
。
王
権
が
た
い
て
い
巡
行
し
な
が
ら
支
配
を
行
っ
て
い
た
時

代
に
は
、
王
や
そ
の
家
臣
は
簡
素
な
や
り
方
で
は
な
く
、
そ
の
地
位

に
最
大
限
の
敬
意
が
払
わ
れ
て
も
て
な
し
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
そ
の
地
域
の
支
配
層
と
会
い
、
交
流

を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
も
重
要
な
食
料
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
穀
類
で
あ
る
。
引
用

し
た
史
料
で
は
、
一
般
に
質
が
よ
り
良
く
、
パ
ン
作
り
に
よ
り
適
し

た
冬
作
の
穀
物
（
小
麦
、
ラ
イ
麦
、
ス
ペ
ル
ト
小
麦
）
と
、
質
は
そ
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れ
ほ
ど
良
く
は
な
い
も
の
の
、
よ
り
長
く
土
地
を
休
ま
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
利
点
の
あ
る
春
作
の
穀
物
（
大
麦
、
燕
麦
）
の
両
方

が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
穀
物
を
同
時
に
栽
培
す

る
こ
と
に
は
利
点
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
農
作
物
の
輪
作
を
可

能
に
し
、
所
領
の
広
さ
は
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
土
地
を
多
様
に
使

え
る
よ
う
に
し
、
ま
た
、
何
ら
か
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
よ
っ
て
一
種

類
の
穀
類
が
不
作
に
な
っ
て
も
、
別
の
種
類
の
穀
類
に
頼
る
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
、
作
物
の
種
類
に
よ
っ
て
用
途
も
異
な
っ
て
い
た
。

燕
麦
は
馬
の
飼
料
や
ポ
リ
ッ
ジ
（
粥
）
に
、
小
麦
や
ス
ペ
ル
ト
小
麦

は
小
麦
粉
や
パ
ン
に
な
り
、
す
べ
て
の
穀
類
か
ら
エ
ー
ル
が
作
ら
れ

た
。
こ
こ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
は
家
畜

で
あ
る
。
家
畜
に
は
、
使
役
動
物
（
ウ
マ
、
雄
ウ
シ
、
ロ
バ
）
と
食

用
動
物
（
ウ
シ
、
ブ
タ
、
ヒ
ツ
ジ
、
ヤ
ギ
、
農
場
に
い
る
鳥
す
べ
て
）

が
含
ま
れ
る
。
肉
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
王
や
貴
族
の
思
考
様
式
に

お
い
て
傑
出
し
た
位
置
を
占
め
て
い
た
。こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、

狩
猟
の
獲
物
の
肉
に
比
べ
て
、
農
場
の
家
畜
か
ら
得
ら
れ
る
肉
は
は

る
か
に
頻
繁
に
食
さ
れ
て
い
た
し
、
象
徴
的
に
は
（
狩
猟
の
獲
物
以

上
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
）
同
等
に
重
要
な
も
の
だ
っ
た）
11
（

。
ト
レ
オ

ラ
の
財
産
目
録
も
ま
た
、
一
連
の
果
樹
や
野
菜
、
庭
園
の
ハ
ー
ブ
を

誇
示
し
て
い
る
。
他
の
史
料
で
は
そ
う
し
た
も
の
が
言
及
さ
れ
る
こ

と
は
珍
し
い
。
樹
木
の
ほ
と
ん
ど
は
、
今
日
の
北
フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル

ギ
ー
に
あ
た
る
地
域
の
気
候
に
順
応
し
て
い
た
。
サ
ク
ラ
ン
ボ
や
プ

ラ
ム
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
は
も
と
も
と
地
中
海
地
域
か
ら
北
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
モ
モ
の
木
に
関
し
て

は
、
こ
の
よ
う
な
北
方
で
育
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
り
驚
く
べ
き

こ
と
だ
が
、
そ
れ
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
庭
園
で

は
、
明
ら
か
に
医
学
的
な
理
由
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
ハ
ー
ブ
も
あ
っ

た
が
、料
理
の
味
付
け
用
と
し
て
育
て
ら
れ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
リ
ス
ト
は
、
地
所
で
見
い
だ
さ
れ

た
植
物
を
実
際
ど
の
程
度
正
確
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
国
王
巡
察
使
た
ち
は
あ
ら
か
じ
め
内
容
が
決
ま
っ

て
い
る
リ
ス
ト
を
用
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
彼
ら
は
そ

の
リ
ス
ト
の
各
項
目
に
照
合
の
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
を
つ
け
て
か
ら
清

書
を
し
た
よ
う
で
、
地
所
の
実
際
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
や
や
楽
観

天
的
に
過
ぎ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
飲
料
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
財
産
目
録
が
エ
ー
ル
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
が
、
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
も
し
ト
レ
オ
ラ
が
本
当
に
現
在
の
リ
ー
ル
近
郊
に
あ
っ
た
と
す

れ
ば
ブ
ド
ウ
の
作
付
け
に
は
や
や
北
に
位
置
し
過
ぎ
て
い
る
の
で
、

驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ワ
イ
ン
こ
そ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の

エ
リ
ー
ト
層
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
情
熱

を
先
達
の
古
代
ロ
ー
マ
人
か
ら
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
ビ
ー
ル
は

お
そ
ら
く
、奴
隷
や
家
令
と
そ
の
家
族
の
日
常
的
な
消
費
の
た
め
や
、

諸
々
の
非
公
式
な
食
事
の
場
の
た
め
に
主
に
生
産
さ
れ
て
い
た
。
し
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か
し
王
族
に
よ
る
饗
宴
の
際
に
は
、
ワ
イ
ン
が
出
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
と
い
っ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
北
端
の
地
域
で
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
エ
ー
ル
や

ミ
ー
ド
（
蜂
蜜
酒
）
が
エ
リ
ー
ト
層
の
食
卓
に
の
ぼ
っ
た
。
一
方
ワ

イ
ン
は
、
ガ
リ
ア
や
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
よ
り
頻
繁
に
供
さ
れ
た
。
少

な
く
と
も
八
世
紀
以
降
、
フ
ラ
ン
ク
人
は
権
力
者
の
食
卓
に
は
エ
ー

ル
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の

有
力
者
た
ち
は
、
自
分
が
異
国
の
地
を
旅
し
た
時
で
す
ら
ワ
イ
ン
を

供
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
ル
ド
ン
修
道
院
の
文
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル

書
集
の
中
の
あ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
レ
ン
ヌ
伯
ユ
ヘ
ル
・
ベ
ラ
ン

ジ
ェ
（
九
七
〇
年
頃
没
）
が
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
（
フ
ラ
ン
ク
人
）
の
使

節
た
ち
を
も
て
な
す
た
め
に
、
ミ
ー
ド
か
エ
ー
ル
し
か
な
い
中
で
、

ワ
イ
ン
を
い
く
ら
か
入
手
す
る
こ
と
を
い
か
に
案
じ
て
い
た
か
語
っ

て
い
る
。
奇
跡
が
起
き
な
け
れ
ば
、
ワ
イ
ン
の
大
樽
は
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る）
11
（

。
こ
こ
で
も
ま
た
、
旅
先
に
あ
る
貴
族
た
ち
が
そ

の
ス
テ
イ
タ
ス
に
応
じ
て
、
つ
ま
り
彼
ら
の
好
み
に
合
っ
た
食
べ
物

や
飲
み
物
を
供
さ
れ
る
の
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
ワ
イ
ン
は
た
し
か
に
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
文
化
と
表
象
の
中
心

で
あ
っ
た
。そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
儀
礼
に
は
必
須
の
も
の
で
あ
り
、

貴
族
や
聖
職
者
に
好
ま
れ
た
飲
み
物
で
あ
り
、
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ

ス
や
メ
ス
の
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
の
戒
律
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
修
道

士
や
聖
堂
参
事
会
員
の
食
事
の
一
部
を
な
し
て
い
た）
11
（

。
古
代
ロ
ー
マ

の
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
権
威
と
結
び
つ
い
た
こ
と
で
、
ワ
イ

ン
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
お
い
て
最
も
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
る
飲

料
と
な
っ
た
。
こ
の
結
び
つ
き
こ
そ
が
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
に
お
い

て
も
現
在
に
お
い
て
も
ブ
ド
ウ
園
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
、
そ
ん
な
北

の
地
域
に
ま
で
ワ
イ
ン
の
製
造
が
及
ぶ
に
至
っ
た
理
由
で
あ
る
。
カ

ロ
リ
ン
グ
期
の
あ
い
だ
に
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
と
パ
リ
周
辺
は
最
も
重

要
な
ワ
イ
ン
生
産
地
と
な
っ
た
。
毎
年
六
月
に
パ
リ
近
郊
サ
ン
・
ド

ニ
の
修
道
士
た
ち
に
よ
っ
て
催
さ
れ
て
い
た
大
市
に
お
い
て
、
多
く

の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
や
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
の
商
人
た
ち
は
地
域
の

白
ワ
イ
ン
を
購
入
し
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
で
売
り
さ
ば
い
て
い

た）
11
（

。
ト
レ
オ
ラ
で
製
造
さ
れ
て
い
た
ワ
イ
ン
が
地
元
の
住
民
に
飲
ま

れ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
ま
っ
た
く
な
か
っ
た）
11
（

。
そ
れ
は
王
と
そ
の

家
臣
の
た
め
に
取
っ
て
お
か
れ
、
別
の
邸
宅
に
い
る
王
の
も
と
へ
送

ら
れ
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
市
場
で
売
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
ー
ヘ
ン
の
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
食
卓

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
宮
廷
は
巡
行
支
配
の
下
で

た
い
て
い
移
動
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
や
ル
イ

敬
虔
王
、
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
は
、
あ
る
修
道
院
か
ら
別
の
修
道
院
へ
、

あ
る
王
領
地
か
ら
ま
た
別
の
王
領
地
へ
と
つ
ね
に
移
動
し
て
い
た）
11
（

。

そ
れ
ぞ
れ
の
滞
在
地
で
、
王
と
そ
の
廷
臣
た
ち
は
そ
の
土
地
の
権
力
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者
た
ち
に
よ
っ
て
歓
待
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。土
地
の
権
力
者
と
は
、

す
な
わ
ち
、
司
教
、
一
人
な
い
し
二
人
の
修
道
院
長
、
宮
廷
が
逗
留

を
決
め
た
地
所
な
い
し
居
城
の
家
令
な
ど
で
あ
る
。
盛
大
な
祝
宴
が

催
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
王
に
と
っ
て
は
そ
の
土
地
の

エ
リ
ー
ト
層
に
会
っ
て
関
係
性
を
維
持
す
る
た
め
の
機
会
で
あ
っ

た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
王
は
主
要
な
家
臣
た
ち
か
ら
の
も
て
な
し

を
受
け
た
り
、
ま
た
逆
に
自
身
の
所
領
で
彼
ら
を
も
て
な
し
た
り
す

る
こ
と
で
自
ら
の
権
力
や
威
光
を
示
し
た
の
で
あ
る）
11
（

。
同
様
に
そ
の

土
地
の
エ
リ
ー
ト
層
に
と
っ
て
も
、
王
個
人
に
接
触
で
き
る
こ
の
機

会
か
ら
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ャ
ル
ル

マ
ー
ニ
ュ
は
そ
の
晩
年
、
旅
を
す
る
こ
と
を
減
ら
し
て
い
っ
た
よ
う

で
、
つ
い
に
は
こ
の
移
動
続
き
の
生
活
を
（
特
定
の
年
や
機
会
を
除

い
て
）ほ
と
ん
ど
止
め
て
し
ま
っ
た
。
宮
廷
は
、シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ

が
主
要
な
居
城
の
ひ
と
つ
を
建
設
し
た
ア
ー
ヘ
ン
に
ほ
ぼ
ず
っ
と
留

ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
帝
国
中
の
貴
族
た
ち
は
、
毎
年

数
週
間
を
費
や
し
て
ア
ー
ヘ
ン
ま
で
赴
き
、
皇
帝
個
人
に
面
会
し
よ

う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た）
11
（

。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ー
ヘ
ン
で
は
多
く
の
祝

宴
が
催
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
祝
宴
の
雰
囲
気
を
も
っ
と
知
る
に
は
、

宮
廷
叙
事
詩
が
興
味
深
い
直
接
の
史
料
と
な
る）
1（
（

。
宮
廷
詩
人
た
ち
が

皇
帝
の
非
常
に
近
し
い
助
言
者
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
し
、
彼

ら
は
皇
帝
と
食
卓
を
と
も
に
し
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
王
た
ち
は
、

自
ら
の
食
卓
の
壮
麗
さ
を
ラ
テ
ン
語
の
韻
文
と
し
て
描
か
せ
、
人
々

に
知
ら
し
め
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
オ
ル
レ
ア
ン
の
司
教
テ
オ
ド
ゥ
ル

フ
（
八
二
一
年
没
）
や
ト
ゥ
ー
ル
の
修
道
院
長
ア
ル
ク
ィ
ン
（
八
〇
四

年
没
）
の
詩
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
饗
宴
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て

い
た
か
に
つ
い
て
の
良
い
証
言
で
あ
る
。ア
ル
ク
ィ
ン
の
あ
る
詩
は
、

食
卓
で
の
儀
礼
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
幾
人
か
の
人
物
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
テ
ィ
ル
シ
ス
と
メ
ナ
ル
カ
ス
は
つ
ね
に
ふ
さ
わ
し
く
居
ら
ん
こ
と
を
。

そ
し
て
メ
ナ
ル
カ
ス
は
黒
の
間
の
料
理
人
た
ち
を
叱
咤
せ
ん
こ
と
を
。

フ
ラ
ッ
ク
ス
が
い
つ
も
熱
い
粥
ポ
リ
ッ
ジを

食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
。

ネ
ミ
ア
ス
に
そ
の
杯
を
ギ
リ
シ
ア
の
ワ
イ
ン
（Graeco pocula 

Bacho

）
で
満
た
さ
し
め
ん
。

彼
は
樽
を
携
え
る
が
つ
ね
な
る
が
故
に）
11
（

。

　　「
カ
ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
文
字
と
し

て
残
さ
れ
た
そ
の
詩
は
、
ラ
テ
ン
語
の
古
典
文
学
を
想
起
さ
せ
る

文
化
的
・
文
学
的
な
事
項
を
参
照
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ

で
「
ギ
リ
シ
ア
の
ワ
イ
ン
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
い
回
し
は
、
ラ
テ

ン
語
で
は
「
グ
ラ
エ
コ
・
ポ
ー
ク
ラ
・
バ
ッ
コ
（G

raeco pocula 
Bacho

）」
で
あ
り
、
文
字
通
り
訳
せ
ば
「
バ
ッ
カ
ス
の
ギ
リ
シ
ア

風
飲
み
物
」（
バ
ッ
カ
ス
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ワ
イ
ン
の
神
）と
な
る
。

し
か
し
古
典
古
代
の
名
前
や
語
句
の
背
後
に
は
、
実
際
に
シ
ャ
ル
ル
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シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
食
卓
に
て
（
ゴ
テ
ィ
エ
）

マ
ー
ニ
ュ
の
宮
廷
に
お
け
る
重
要
人
物
た
ち
の
存
在
を
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
テ
ィ
ル
シ
ス
は
、
侍カ
メ
ラ
リ
ウ
ス

従
長
メ
ギ
ン
フ
レ
ド
と
い
う
人

物
で
、
メ
ナ
ル
カ
ス
は
内
膳
頭
ア
ル
ド
ゥ
ル
フ
、
フ
ラ
ッ
ク
ス
は
ア

ル
ク
ィ
ン
そ
の
人
、
ネ
ミ
ア
ス
は
献
酌
侍
従
エ
ッ
ピ
ヌ
ス
で
あ
る）
11
（

。

内
膳
頭
あ
る
い
は
ダ
ピ
フ
ェ
ル
（dapifer

、
直
訳
す
れ
ば
「
皿
運

び
人
」）
は
、
食
糧
の
供
給
を
受
け
持
っ
て
い
た
。
献
酌
侍
従
あ
る

い
は
ブ
テ
ィ
ク
ラ
リ
ウ
ス
（buticularius

、
直
訳
す
れ
ば
「
ボ
ト

ル
担
当
者
」）
は
、
飲
み
物
の
供
給
を
担
当
し
、
ブ
ド
ウ
園
の
管
理

を
し
て
い
た）
11
（

。
こ
れ
ら
の
「
口
周
り
の
廷
臣
」
た
ち
は
給
仕
人
で
は

な
か
っ
た
。
彼
ら
は
生
来
の
有
力
貴
族
で
、裕
福
な
領
主
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
「
高
貴
な
る
奉
仕
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
シ
ャ
ル
ル
マ
ー

ニ
ュ
と
そ
の
後
継
者
た
ち
か
ら
職
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
「
高

貴
な
る
奉
仕
」
は
非
常
に
権
威
が
あ
り
、
ま
た
彼
ら
に
多
大
な
る
栄

誉
を
も
た
ら
し
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
内セ
ネ
シ
ャ
ル

膳
頭
や
献バ

ト

ラ

ー

酌
侍
従
た
ち

は
、
ア
ル
ク
ィ
ン
の
詩
に
登
場
す
る
料
理
人
の
よ
う
な
、
ほ
か
の
使

用
人
た
ち
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
飲
食
物
の
管

理
と
提
供
を
専
門
と
す
る
こ
の
宮
廷
職
の
モ
デ
ル
は
、
も
と
を
た
だ

せ
ば
古
代
末
期
の
宮
廷
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
カ

ロ
リ
ン
グ
朝
に
よ
っ
て
か
な
り
手
が
入
れ
ら
れ
、
合
理
化
さ
れ
た
。

彼
ら
が
生
み
出
し
た
そ
の
組
織
構
成
は
、
の
ち
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
王
や
、
ド
イ
ツ
の
オ
ッ
ト
ー
朝
、
フ
ラ
ン

ス
の
カ
ペ
ー
朝
で
模
倣
さ
れ
た）
11
（

。

　
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
宮
廷
の
式
典
は
大
部
分
が
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
も

の
か
ら
着
想
を
得
て
い
た
が
、
非
常
に
単
純
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

ふ
た
つ
の
帝
国
に
と
っ
て
、
祝
宴
は
実
際
の
飲
食
を
と
も
な
う
「
聖

餐
式
」
と
し
て
機
能
し
た
。
祝
宴
は
入
念
に
準
備
さ
れ
、「
祭
式
規

定（ordo

）」に
従
う
も
の
と
さ
れ
た
。
一
連
の
規
則
で
あ
る
こ
の「
祭

式
規
定
」
に
よ
っ
て
、
祝
宴
は
い
く
つ
か
の
点
で
宗
教
儀
礼
の
よ
う

に
見
え
た
。
こ
れ
は
し
か
し
、
当
時
の
人
々
が
宗
教
儀
礼
と
世
俗
の

儀
礼
の
相
違
が
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い）
11
（

。
王
や
皇

帝
の
居
城
の
ほ
と
ん
ど
は
（
ア
ー
ヘ
ン
も
例
外
で
は
な
く
）、
二
つ

の
エ
リ
ア
を
並
べ
置
け
る
よ
う
に
建
設
さ
れ
た
。
世
俗
の
エ
リ
ア
の

中
心
は
「
ア
ウ
ラ
・
パ
ラ
ー
テ
ィ
ー
ナ
（aula palatina

）」
と
呼

ば
れ
る
大
会
堂
に
置
か
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
エ
リ
ア
の
中
心
は
礼
拝

堂
に
置
か
れ
た
。
ア
ー
ヘ
ン
で
は
、
屋
根
の
あ
る
二
つ
の
廊
下
に

よ
っ
て
そ
の
二
つ
の
エ
リ
ア
を
往
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
た）
11
（

。
ビ
ザ

ン
ツ
帝
国
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
王
と
そ
の
客
た
ち
は
、
饗
宴
の

間
中
、
つ
ね
に
一
方
の
エ
リ
ア
か
ら
も
う
一
方
の
エ
リ
ア
へ
と
動
き

回
っ
て
い
た
。
宮
廷
は
つ
ね
に
、
一
方
の
「
典
礼
」
か
ら
も
う
一
方

へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
の
詩
人
エ
ル

モ
ル
ド
ゥ
ス
・
ニ
ゲ
ル
ス
は
、
八
二
六
年
に
イ
ン
ゲ
ル
ハ
イ
ム
（
ド

イ
ツ
・
マ
イ
ン
ツ
近
郊
）
の
居
城
で
行
わ
れ
た
デ
ー
ン
人
の
王
ハ
ー

ラ
ル
・
ク
ラ
ッ
ク
の
歓
迎
の
宴
に
つ
い
て
、
読
む
者
を
魅
惑
す
る
長

い
記
述
を
残
し
て
い
る）
11
（

。
エ
ル
モ
ル
ド
ゥ
ス
の
語
り
は
、
大
会
堂
や
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礼
拝
堂
や
そ
の
ほ
か
の
場
所
で
行
わ
れ
た
儀
式
や
娯
楽
が
相
互
に
絡

み
合
っ
て
い
る
様
子
を
見
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、

食
べ
物
と
飲
み
物
（
も
し
く
は
そ
の
ど
ち
ら
か
）
を
分
け
合
う
も
の

だ
っ
た
。
ま
ず
最
初
は
一
種
の
朝
食
（
大
会
堂
に
て
）、そ
の
後
ハ
ー

ラ
ル
と
彼
の
随
員
た
ち
の
洗
礼
式
（
礼
拝
堂
に
て
）、
贈
り
物
の
贈

呈
式
（
大
会
堂
に
て
）、
ミ
サ
（
礼
拝
堂
に
て
）、
そ
し
て
宴
会
（
大

会
堂
に
て
）
が
続
く
。
翌
日
は
、
ま
ず
遊
猟
（
森
に
て
）
と
野
外
で

の
食
事
（
森
の
空
き
地
に
て
）
が
あ
り
、
そ
の
後
、「
ポ
ー
タ
ー
テ
ィ

オ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
酒
宴
（
大
会
堂
に
て
）、ミ
サ
（
礼
拝
堂
に
て
）、

二
回
目
の
贈
り
物
の
贈
呈
式
（
大
広
間
に
て
）
が
催
さ
れ
、
こ
の
式

の
間
に
ハ
ー
ラ
ル
は
皇
帝
へ
の
臣
従
礼
を
行
い
、
忠
誠
を
誓
っ
て
い

る）
11
（

。
饗
宴
は
、
ミ
サ
や
臣
従
礼
、
洗
礼
式
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
重

要
な
宗
教
的
・
世
俗
的
儀
式
の
あ
い
だ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
少

な
く
と
も
詩
人
の
目
に
は
、
そ
れ
ら
の
宴
は
重
要
で
、
か
つ
よ
く
準

備
さ
れ
た
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
た
。
遊
猟
と
同
じ
よ
う
に）
11
（

、
宴
は

気
晴
ら
し
と
歓
楽
の
機
会
で
あ
る
と
同
時
に
、
決
定
的
な
重
要
性
を

持
つ
政
治
的
な
儀
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
饗
宴
や
宴
会
は
お
そ
ら
く

非
常
に
荘
厳
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
王
や
皇
帝
の
入
場

の
よ
う
な
重
要
な
場
面
で
は
、
オ
ル
ガ
ン
が
伴
奏
さ
れ
た
。
ビ
ザ
ン

ツ
の
皇
帝
た
ち
が
ピ
ピ
ン
短
躯
王
（
小
ピ
ピ
ン
）
や
シ
ャ
ル
ル
マ
ー

ニ
ュ
に
オ
ル
ガ
ン
を
贈
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
し
、
ル
イ
敬
虔

王
は
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
オ
ル
ガ
ン
製
作
者
に
オ
ル
ガ
ン
を
一
基
注
文
し

て
い
る
。
オ
ル
ガ
ン
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
で
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て

皇
帝
の
選
出
に
際
す
る
歓
呼
の
儀
礼
で
用
い
ら
れ
た
楽
器
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ク
人
の
あ
い
だ
で
は
お
そ
ら
く
大
会
堂
で
使
用
さ
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
オ
ル
ガ
ン
を
使
う
こ
と
で
、
再
び
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー

プ
ル
の
「
ロ
ー
マ
帝
国
の
」
皇
帝
た
ち
と
の
類
比
が
強
調
さ
れ
た
の

で
あ
る）
1（
（

。

　
饗
宴
の
進
行
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
別
の
場
面
は
、
統
治
者
と

そ
の
最
も
権
力
の
あ
る
お
気
に
入
り
の
重
臣
た
ち
と
の
あ
い
だ
の
親

交
や
非
公
式
の
接
近
の
機
会
で
も
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
生
ま
れ
の
オ

ル
レ
ア
ン
司
教
テ
オ
ド
ゥ
ル
フ
に
よ
る
詩
は
、
わ
れ
わ
れ
に
実
際
の

祝
祭
の
運
営
に
つ
い
て
よ
り
多
く
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る）
11
（

。
彼

は
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
宮
廷
に
お
い
て
極
め
て
影
響
力
の
あ
っ
た

詩
人
・
知
識
人
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
政
治
と
詩
の
双
方
に
お
い
て
ア

ル
ク
ィ
ン
と
激
し
く
し
の
ぎ
を
削
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　
偉
大
な
る
献
酌
侍
従
エ
ッ
ピ
ヌ
ス
を
来
さ
せ
よ
う
、

そ
の
手
に
美
し
い
酒
壺
と
美
味
な
る
葡
萄
酒
を
携
え
た
彼
を
。

彼
ら
を
王
の
祝
宴
に
招
か
れ
た
者
と
し
て
座
ら
せ
た
ま
え
、

天
の
高
み
よ
り
喜
び
の
贈
り
物
が
与
え
ら
れ
ん
こ
と
を
。

ア
ル
ビ
ヌ
ス
（
ア
ル
ク
ィ
ン
）
師
を
席
に
つ
け
、
知
恵
の
言
葉
を

語
ら
せ
よ
う
、

手
と
口
に
食
べ
物
を
得
る
喜
び
と
と
も
に
。
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彼
は
葡
萄
酒
（Bacche

） 

か
麦
酒
（Cerealis pocla

）
を

持
っ
て
く
る
よ
う
命
じ
る
か
、
あ
る
い
は
は
か
ら
ず
も
両
方
を
欲

す
る
か
も
し
れ
な
い
《
…
》。

粥
ポ
リ
ッ
ジ

（pultes
）
と
大
粒
の
凝
乳
（lactis m

assa coacti

）
よ
、

去
れ
、

わ
れ
わ
れ
に
は
ス
パ
イ
ス
を
き
か
せ
た
肉
（pigm

entati cibi

）

が
並
ん
だ
テ
ー
ブ
ル
を
！

テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
た
人
々
を
宴
に
加
え
、美
味
な
る
も
の
を
食
し
、

葡
萄
酒
（vine

）
を
立
っ
た
り
座
っ
た
り
し
な
が
ら
飲
ま
せ
た
ま

え
。

宴
が
終
わ
り
、
食
べ
物
と
テ
ー
ブ
ル
が
片
付
け
ら
れ
た
な
ら
ば
、

下
位
の
者
た
ち
は
外
へ
と
行
か
せ
た
ま
え
、
喜
び
が
彼
ら
に
つ
い

て
行
き
、

内
に
は
歓
楽
が
と
ど
ま
る
。
テ
オ
ド
ゥ
ル
フ
の
詩
的
霊
感
が
響
き

渡
ら
ん
こ
と
を
、

そ
れ
が
王
た
ち
の
心
を
つ
か
み
、
お
偉
方
の
耳
目
を
喜
ば
す
の
だ

か
ら）
11
（

。

　　
こ
の
詩
は
、
宮
廷
で
の
宴
が
二
つ
の
異
な
る
場
面
に
分
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
は
本
来
の
食
事
会
で
、
ゲ
ス
ト
全

員
が
出
席
し
、
食
べ
物
と
飲
み
物
の
両
方
が
供
さ
れ
た
。
し
か
し
あ

る
時
点
で
、
出
席
者
の
ほ
と
ん
ど
が
会
堂
を
離
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
選

ば
れ
た
数
人
の
ゲ
ス
ト
だ
け
が
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
周
り
に
留

ま
っ
た
。
テ
ー
ブ
ル
は
片
付
け
ら
れ
、
残
っ
た
ゲ
ス
ト
た
ち
は
よ
り

く
つ
ろ
い
だ
雰
囲
気
の
場
で
、
酒
を
飲
ん
だ
り
、
会
話
を
楽
し
ん
だ

り
、
詩
を
作
っ
た
り
し
始
め
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
二
つ
目
の

場
に
い
た
の
は
宮
廷
内
で
も
大
い
に
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
た
メ
ン

バ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
王
と
の
あ
る
程
度
の「
親
交（am

icitia

）」

を
誇
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
非
公
式
の
機
会
と
い
う

の
は
、
政
治
的
な
観
点
か
ら
も
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
古
代
ロ
ー
マ
的
（
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
影

響
を
受
け
た
ロ
ー
マ
的
）
な
食
事
と
酒
ポ
ー
タ
ー
テ
ィ
オ
ー

宴
の
モ
デ
ル
が
、
カ
ロ

リ
ン
グ
朝
の
宴
に
着
想
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
モ
デ
ル
の
一
例
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
や
、
ホ
ラ
テ
ィ

ウ
ス
や
マ
ル
テ
ィ
ア
リ
ス
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
詩
の
な
か
に
見
る
こ
と

が
で
き
る）
11
（

。
し
か
し
、
そ
れ
は
直
接
そ
の
ま
ま
に
伝
え
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
？
　
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
や
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
や
り
方

を
模
倣
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
あ
る
い
は
、
そ

れ
は
古
典
古
代
の
先
達
と
肩
を
並
べ
よ
う
と
し
た
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の

ラ
テ
ン
語
著
述
家
た
ち
に
よ
っ
て
完
全
に
再
現
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
は
簡
単
に
は
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
い

で
あ
る
。
し
か
し
テ
オ
ド
ゥ
ル
フ
の
詩
か
ら
は
、
も
し
古
代
の
や
り

方
が
実
際
に
模
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
点
が
古
代
ロ
ー

マ
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ゲ
ス
ト
た
ち
は
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「
立
っ
た
り
、
座
っ
た
り
」
し
て
お
り
、
古
代
ロ
ー
マ
の
貴
族
の
よ

う
に
宴
会
用
の
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
ト
レ

オ
ラ
の
資
材
目
録
に
「
ベ
ン
チ
カ
バ
ー
」
と
い
う
項
目
が
あ
っ
た
こ

と
も
思
い
出
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
客
人
た
ち
が

ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
に
関
し

て
言
え
ば
、
そ
れ
は
架
台
の
上
に
取
り
付
け
ら
れ
た
板
だ
っ
た
よ
う

で
、
酒
ポ
ー
タ
ー
テ
ィ
オ
ー

宴
の
た
め
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。

　
最
後
に
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
食
卓
で
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の

食
べ
物
、
飲
み
物
が
供
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　「
バ
ッ
カ

ス
の
飲
み
物
」
で
あ
る
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
言
及
が
あ

り
、
そ
れ
が
実
際
フ
ラ
ン
ク
人
の
お
気
に
入
り
の
飲
み
物
だ
っ
た
こ

と
が
分
か
っ
た
。
テ
オ
ド
ゥ
ル
フ
も
ま
た
、
ア
ル
ク
ィ
ン
は
麦
酒

（Cereals Pocla

、
古
代
ロ
ー
マ
の
穀
物
の
女
神
「
セ
レ
ス
の
飲
み

物
」
の
意
）
が
好
き
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く

彼
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
る
た
め
で

あ
っ
た
。
テ
オ
ド
ゥ
ル
フ
と
そ
れ
以
外
の
フ
ラ
ン
ク
人
は
明
ら
か
に

ワ
イ
ン
を
好
ん
で
い
た
か
ら）
11
（

、
二
つ
の
詩
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、

ア
ル
ク
ィ
ン
は
粥
ポ
リ
ッ
ジ（pultes

）
を
特
に
好
む
人
物
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
が
、
こ
の
質
素
な
食
べ
物
は
お
そ
ら
く
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ

と
宴
を
と
も
に
し
て
い
た
聖
俗
の
貴
族
の
あ
い
だ
で
は
そ
れ
ほ
ど
人

気
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
粥
よ
、
去
れ
」
と
テ
オ
ド
ゥ
ル

フ
は
言
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
詩
の
文
脈
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
こ
れ

が
テ
オ
ド
ゥ
ル
フ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ポ
リ
ッ

ジ
へ
の
言
及
は
む
し
ろ
修
道
士
的
な
謙
虚
さ
の
表
明
と
見
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る）
11
（

。
テ
オ
ド
ゥ
ル
フ
が
挙
げ
る
「
大
粒
の
凝
乳
」
あ
る
い

は
「
凝
固
し
た
乳
の
か
た
ま
り
（lactis m

assa coacti

）」
に
も

お
そ
ら
く
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　
し
か
し
こ
の
オ
ル
レ
ア
ン
司
教
テ
オ
ド
ゥ
ル
フ
（
と
、
お
そ
ら
く

は
そ
の
他
の
ゲ
ス
ト
の
ほ
と
ん
ど
）
は
修
道
士
で
は
な
く
、
彼
ら
が

好
ん
だ
の
は
テ
オ
ド
ゥ
ル
フ
が
「
ス
パ
イ
ス
を
き
か
せ
た
肉
」
と
呼

ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
引
用
し
た
ゴ
ド
マ
ン
の

英
訳
で
は
な
く
、
ラ
テ
ン
語
原
文
に
基
づ
い
て
よ
り
厳
密
に
言
え
ば

こ
れ
は
「
ス
パ
イ
ス
を
き
か
せ
た
食
べ
物
（pigm

entati cibi

）」

の
こ
と
で
、
こ
れ
が
肉
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
根
拠
は
な
い
。
ス

パ
イ
ス
は
古
代
ロ
ー
マ
の
名
高
い
食
文
化
に
お
い
て
は
非
常
に
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
お
い
て
も
ま
だ

人
気
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
遠
方
の
国
々
（
ほ
と
ん

ど
は
今
日
の
イ
ン
ド
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
あ
た
る
地
域
）
か
ら
、
ア

ラ
ビ
ア
人
商
人
や
地
中
海
の
貿
易
港
を
経
て
輸
入
さ
れ
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
調
味
料
の
使
い
方
は
古
代
ロ
ー

マ
の
も
の
と
は
い
く
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
何
よ
り
も

ま
ず
、
オ
リ
ー
ヴ
オ
イ
ル
は
ガ
リ
ア
の
北
部
で
は
も
は
や
食
事
に
使

わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
オ
リ
ー
ヴ
オ
イ
ル
は
ま
だ
輸
入
さ
れ
続
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け
て
い
た
も
の
の
、
ご
く
わ
ず
か
の
量
で
し
か
な
く
、
ほ
と
ん
ど
は

典
礼
で
使
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た）
11
（

。
す
で
に
冒
頭
で
述
べ
た

よ
う
に
、
ガ
ル
ム
も
ま
た
食
卓
か
ら
は
消
え
て
い
た
。
古
代
ロ
ー
マ

の
食
文
化
に
お
い
て
重
要
だ
っ
た
ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
も
そ
う
だ
っ

た
。
そ
し
て
、『
ブ
レ
ウ
ィ
ス
・
デ
・
メ
レ
（B

revis de m
elle

）』

と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
文
書
の
記
録
か
ら
は
、
輸
入
さ
れ
た
ス
パ
イ

ス
が
、
そ
の
使
用
と
相
対
的
な
重
要
性
と
い
う
点
で
変
化
と
発
展
を

遂
げ
た
こ
と
が
分
か
る）
11
（

。
こ
の
文
書
は
ス
パ
イ
ス
と
そ
の
ほ
か
の
異

国
の
産
物
の
リ
ス
ト
で
、
お
そ
ら
く
は
九
世
紀
に
編
纂
さ
れ
、
一
〇

世
紀
の
写
本
に
写
し
が
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
古
代
ロ
ー
マ
の
料
理
に
お
け
る
主
要
な
ス
パ
イ
ス
だ
っ
た
胡

椒
（piper

）
は
ま
だ
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
る
が
、
シ
ョ
ウ
ガ

（gingim
ber

）
や
ガ
ラ
ン
ガ
ル
（galingan

）
の
よ
う
な
ス
パ
イ

ス
が
、
西
洋
の
食
文
化
に
お
い
て
こ
こ
で
初
め
て
登
場
し
て
く
る
。

と
く
に
シ
ョ
ウ
ガ
に
つ
い
て
は
、
西
洋
の
食
文
化
に
お
け
る
そ
の
長

い
歴
史
の
始
ま
り
は
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
あ
る
。
そ
れ
は
奇
妙
な
歴
史

で
、
シ
ョ
ウ
ガ
は
一
四
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
ス
パ
イ
ス
の
王
様
と
な
っ

た
の
ち
、
近
世
に
は
ほ
と
ん
ど
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
中
世
史
家

ブ
リ
ュ
ノ
・
ロ
リ
ウ
ー
は
、九
、一
〇
世
紀
の
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
、

西
洋
料
理
に
は
五
つ
の
主
要
な
ス
パ
イ
ス
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て

い
る
。
コ
シ
ョ
ウ
が
別
格
に
よ
く
使
わ
れ
、
次
い
で
シ
ナ
モ
ン
、
ガ

ラ
ン
ガ
ル
、
シ
ョ
ウ
ガ
、
ク
ロ
ー
ヴ
で
あ
る）
11
（

。
コ
シ
ョ
ウ
以
外
の
四

つ
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
食
文
化
に
は
な
く
、
こ
の
頃
に
な
っ
て
追
加

さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
四
つ
の
な
か
で
は
、
ガ
ラ
ン
ガ
ル
だ
け
現

在
の
伝
統
的
な
フ
ラ
ン
ス
料
理
に
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
か
わ
り
に
ナ

ツ
メ
グ
が
そ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。こ
の
点
に
お
い
て
ふ
た
た
び
、

フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
は
、
最
初
に
生
み
出
し
た
食
の
統
合
体
を
自
分
た

ち
の
好
み
に
し
た
が
っ
て
変
容
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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註 （
１
）
本
稿
の
一
部
は
、
拙
著
（Alban G

AU
TIER, Alim

entations 
m

édiévales, V
e-XVI e siècle , Paris, Ellipses, 2009

）
の
第
二

章
・
第
三
章
よ
り
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
刊
行
を
提
案
し
、

二
〇
一
七
年
一
一
月
に
立
教
大
学
の
セ
ミ
ナ
ー
で
発
表
・
議
論
す
る

機
会
を
設
け
て
く
だ
さ
っ
た
小
澤
実
氏
、
な
ら
び
に
本
稿
を
日
本
語

に
翻
訳
し
て
く
だ
さ
っ
た
井
上
み
ど
り
氏
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
２
）
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
食
に
つ
い
て
は
、Leslie BRU

BAK
ER and 

K
allirroe LIN

A
R

D
O

U
 (eds.), E

at, D
rink and B

e M
erry 

(Luke 12:19): Food and W
ine in B

yzantium
, A

ldershot, 
A

shgate, 2007 

お
よ
びBéatrice CASEAU

, N
ourritures 

terrestres, nourritures célestes. La culture alim
entaire à 

B
yzance , Paris, Association des am

is du centre d’histoire 
et civilisation de Byzance, 2015

を
見
よ
。

（
３
）
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
の
食
に
関
す
る
書
目
は
、
と
り
わ
け
英
語
、
フ

ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
に
お
い
て
膨
大
で
あ
る
。
有
益
か
つ
昨

今
の
研
究
動
向
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
、Lilia ZAO

U
ALI, 

M
edieval C

uisine in the Islam
ic W

orld. A
 C

oncise 
H

istory w
ith 174 R

ecipes , Berkeley-Los Angeles-London, 
U

niversity of California Press, 2009 

が
あ
る
。

（
４
）
ア
ン
テ
ィ
ム
ス
の
著
作
の
英
訳
は
、M

ark G
RAN

T, Anthim
us: 

D
e observatione ciborum

 – O
n the O

bservance of Foods , 
Totnes, Prospect Books, 1996.

（
５
）
ロ
リ
ウ
ー
の
古
典
的
な
研
究  Bruno LAU

RIO
U

X, Le règne 
de Taillevent. Livres et pratiques culinaires à la fin du 
M

oyen Â
ge , Paris, Publications de la Sorbonne, 1997

と
、
よ
り
一
般
向
け
のM

anger au M
oyen Âge: Pratiques et 

discours alim
entaires en E

urope aux XIV
e et XV

e siècles, 
Paris, H

achette, 2002

（
ブ
リ
ュ
ノ
・
ロ
リ
ウ
ー〔
吉
田
春
美
訳
〕『
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
食
の
生
活
史
』（
原
書
房
、二
〇
〇
三
年
）
を
見
よ
。

（
６
）Brian H

O
PE-TAYLO

R, Yeavering: An Anglo-British Centre 
of E

arly N
orthum

bria , London, H
er M

ajesty's Stationery 
O

ffice, 1977, pp. 325-32.

（
７
）
こ
の
遺
構
に
つ
い
て
の
議
論
に
関
し
て
は
、Alban G

A
U

TIER, 
Le festin dans l'A

ngleterre anglo-saxonne (V
e-X

I e siècle), 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, pp.137-
157

を
見
よ
。

（
８
）M

ichel RO
U

CH
E, “La faim

 à l’époque carolingienne: essai 
sur quelques types de rations alim

entaires”, R
evue 

historique , 250/2, 1973, pp. 295-320; Id., “Les repas de 
fête à l’époque carolingienne”, in D

enis M
enjot (ed.), 

M
anger et boire au M

oyen Âge. Actes du colloque de N
ice , 

Paris, Les Belles Lettres, 1984,  vol. 1, pp. 265-96.

（
９
）RO

U
CH

E, “La faim
”, op. cit . (note 8), p. 317.

（
10
）RO

U
CH

E, “Les repas de fête…
”, op. cit . (note 8), p. 276.

（
11
）Jean-Claude H

O
CQ

U
ET, “Le pain, le vin et la juste m

esure 
à la table des m

oines carolingiens”, Annales. É
conom

ies, 
Sociétés, C

ivilisations , 40/3, 1985, pp. 661-90, 

こ
こ
で
は p. 

680.
（
12
）Frédérique AU

D
O

IN
-RO

U
ZEAU

, “L’alim
entation carnée 

dans l’O
ccident antique, m

édiéval et m
oderne: identités 

culturelles, sociales et régionales à travers le tem
ps”, 

in M
artin B

R
U

E
G

E
L and B

runo LA
U

R
IO

U
X

 (eds.), 
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シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
食
卓
に
て
（
ゴ
テ
ィ
エ
）

H
istoire et identités alim

entaires en E
urope , Paris, 

H
achette Littératures, 2002, pp. 77-100.

（
13
）
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期
の
祝
宴
の
や
り
方
に
つ
い
て
は
、Alain DIERKEN

S, 
Liliane PLO

U
V

IE
R

, Festins m
érovingiens , B

russels, Le 
Livre Tim

perm
an, 2008

を
参
照
。
後
期
中
世
の
食
事
に
関
し
て

は
、
溢
れ
る
ほ
ど
に
書
目
が
存
在
す
る
。
最
良
に
し
て
正
確
な
再
現

料
理
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、O

dile RED
O

N
, Françoise 

SA
B

B
A

N
, and Silvano SE

R
V

E
N

TI, L
a gastronom

ie 
au M

oyen Â
ge. 150 recettes de France et d’Italie , Paris, 

Stock, 1991

で
あ
る
。

（
14
）
こ
の
言
い
回
し
は
、
よ
り
有
名
な
、
穀
物
と
ワ
イ
ン
と
油
の
「
地

中
海
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
の
も
じ
り
で
あ
る
。「
地
中
海
の
ト
ラ

イ
ア
ン
グ
ル
」
に
つ
い
て
は
、M

assim
o M

O
N

TAN
ARI, “O

lio 
e vino, due indicatori culturali”, in O

lio e vino nell’alto 
m

edioevo,  Spoleto, C
ISA

M
, 2007, “Settim

ane di Studio” 
54, pp. 1-54, 

こ
こ
で
はp.4

を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
ト
ラ
イ
ア
ン

グ
ル
の
三
つ
目
の
要
素
で
あ
る
オ
リ
ー
ヴ
オ
イ
ル
は
、
初
期
中
世
を

通
じ
て
ア
ル
プ
ス
以
北
の
西
欧
の
食
文
化
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
消
え

去
っ
て
い
た
。

（
15
）Jean-Pierre DEVROEY, Alexis W

ILKIN
, and Alban GAU

TIER, 
“A

gricultural production, distribution and consum
ption 

around the N
orth Sea, 500-1000”, in Leen VAN

 M
O

LLE, 
Yves SE

G
E

R
S (eds.), The Agro-Food M

arket: Production, 
D

istribution and C
onsum

ption , Turnhout, Brepols, 2013, 
pp. 13-65.

　
こ
れ
に
関
連
し
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
で
の
同
様

の
研
究
と
し
て
は
、Ryan LAVELLE, “Ine 70.1 and royal 

provision in A
nglo-Saxon W

essex”, in G
ale R

. O
W

E
N

-

C
R

O
C

K
E

R
 (ed.), K

ingship, Legislation and Pow
er in 

A
nglo-Saxon E

ngland , W
oodbridge, B

oydell, 2013, pp. 
259-273

が

あ

る
。M

assim
o M

O
N

TAN
ARI, La fam

e et 
l’abbondanza. S

toria dell’alim
entazione in E

uropa , 
Rom

e, Laterza, 1993

（
マ
ッ
シ
モ
・
モ
ン
タ
ナ
ー
リ
〔
山
辺
規
子
・

城
戸
照
子
訳
〕『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
食
文
化
』（
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）

の
第
一
章
は
、
初
期
中
世
の
農
民
が
、
古
代
ロ
ー
マ
や
後
期
中
世
の

農
民
よ
り
も
多
く
肉
を
食
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
示
唆
し
て
い

る
。

（
16
）D

arryl CAM
PBELL, “The Capitulare de Villis , the Brevium

 
exem

pla , and the C
arolingian court at A

achen”, E
arly 

M
edieval E

urope,  18/3, 2010, pp. 243-64, 

こ
こ
で
はp. 255.

（
17
）『
明
細
帳
範
例
（B

revium
 exem

pla ad describendas res 
ecclesiasticas et fiscales

）』
の
ラ
テ
ン
語
テ
ク
ス
ト
の
も
っ
と

も
手
頃
な
版
は
、A

lfred BO
RE

TIU
S, C

apitularia regum
 

Francorum
, vol. 1, H

annover, H
ahn, 1883, “M

G
H

 Capit” 
1, pp. 250-6

で
あ
る
。『
御
料
地
令
』
と
『
明
細
帳
範
例
』
の
正
確

な
年
代
と
相
互
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
議
論
が
な
さ
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
新
し
く
意
見
を
表
明
し
たCA

M
PB

E
LL, “The 

C
apitulare de Villis…

”, op. cit . (note 16)

は
、
年
代
を
七
九
〇

年
代
の
半
ば
か
ら
後
半
と
み
て
お
り
、
ア
ス
ナ
ピ
オ
の
財
産
目
録
の

編
纂
者
は
『
御
料
地
令
』
の
書
式
に
従
わ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
18
）
ト
レ
オ
ラ
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
つ
い
て
は
き
わ
め
て
多
く
の
議
論

が
あ
る
。Philip GRIERSON

, “The identity of the unnam
ed fiscs in 

the ‘Brevium
 exem

pla ad describendas res ecclesiasticas 
et fiscales’”, R

evue belge de philologie et d’histoire,  18/2-3, 
1939, p. 437-61, 

こ
こ
で
はp. 438-41

は
、
ト
レ
オ
ラ
を
「
中
心
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か
ら
外
れ
た
所
領
」（
す
な
わ
ち
外
れ
の
地
）
と
考
え
、『
明
細
帳
範
例
』

に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
ほ
か
の
所
領
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
、

お
そ
ら
く
は
セ
ー
ヌ
川
か
ラ
イ
ン
川
の
渓
谷
に
位
置
し
て
い
た
と
考

え
て
い
る
。
別
の
仮
説
で
は
、ト
レ
オ
ラ
は
ア
ナ
ッ
プ
に
非
常
に
近
く
、

現
在
の
リ
ー
ル
に
位
置
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
リ
ー
ル
最
古
の

教
会
に
し
て
今
日
の
大
聖
堂
は
「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
ド
ゥ
・
ラ
・
ト
レ
ー

ユ
（N

otre-D
m

e de la Treille

）」
と
い
う
名
前
だ
が
、こ
こ
に
「
ト

レ
オ
ラ
」
の
名
残
が
あ
る
。『
明
細
帳
範
例
』
に
は
、
王
領
地
の
他
の

（
名
前
の
記
載
の
な
い
）
三
つ
の
所
領
に
つ
い
て
も
財
産
目
録
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。

（
19
）“Brevium

 exem
pla”, § 25, from

 BO
RETIU

S, Capitularia…
, 

op. cit . (note 17), p. 254.

（
20
）“B

revium
 exem

pla”, § 36,37 and 38, from
 BO

RETIU
S, 

C
apitularia…

, op. cit . (note 17), p. 256.

（
21
）  

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
大
所
領
の
管
理
と
経
済
に
関
す
る
文
献
は
相
当

量
あ
る
。
数
多
く
の
文
献
の
な
か
で
も
以
下
を
見
よ
。Jean-Pierre 

D
E

V
R

O
E

Y
, É

conom
ie rurale et société dans l’E

urope 
franque (V

I
e-IX

e siècles) , vol. 1: Fondem
ents m

atériels, 
échanges et lien social , Paris, B

elin, 2003; A
driaan 

V
E

R
H

U
LST, T

he C
arolingian E

conom
y , C

am
bridge, 

Cam
bridge U

niversity Press, 2004; Yoshiki M
O

RIM
O

TO
, 

É
tudes sur l'économ

ie rurale du haut M
oyen Â

ge. 
H

istoriograph
ie, régim

e d
om

an
ial, polyptyqu

es 
carolingiens , B

russels, D
e Boeck, 2008.

（
22
）É

lisabeth M
AG

N
O

U
-N

O
RTIER,“Capitulaire ‘D

e villis 
et curtis im

perialibus’ (vers 810-813). Texte, traduction 
et com

m
entaire”, R

evue historique , 122/3, 1998, pp. 643-

89, 

こ
こ
で
はp. 671

を
見
よ
。

（
23
）
貴
族
エ
リ
ー
ト
層
の
自
己
認
識
に
お
け
る
肉
の
重
要
性
に
関
し
て

は
、Alban G

AU
TIER, “M

anger de la viande, signe extérieur 
de richesse? Le cas des îles Britanniques”, in Jean-Pierre 
D

E
V

R
O

E
Y

, Laurent FE
LLE

R
, R

égine LE
 JA

N
 (eds.), 

Les élites et la richesse au haut M
oyen Â

ge , Turnhout, 
Brepols, 2010, pp. 285-303

を
見
よ
。

（
24
）
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、ル
ド
ン
修
道
院
の
文
書
集
の
中
に
見
ら
れ
る
。

Alban G
AU

TIER, “Eating out in the Early and H
igh M

iddle 
A

ges”, in M
assim

o M
O

N
T

A
N

A
R

I (ed.), A
 C

ultural 
H

istory of Food in the M
edieval Age , London-N

ew
 York, 

Berg, 2012, pp. 91-106, 

こ
こ
で
はp.98

を
見
よ
。

（
25
）
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
の
『
司
教
座
聖
堂
参
事
会
会
則
（R

egula 
canonicorum

）』
第
二
三
章
で
は
、「
も
し
ワ
イ
ン
が
不
足
し
て
い

る
な
ら
《
…
》、
エ
ー
ル
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
彼

ら
の
慰
め
と
せ
よ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。W

ilhelm
 SC

H
M

ITZ 
(ed.), S

. C
hrodegangi M

etensis episcopi (742-766) 
R

egula canonicorum
 aus dem

 leidener C
odex V

ossianus 
latinus94 m

it U
m

scrhift der tironischen N
oten , 

H
annover, H

ahn, 1889, p. 15.（
日
本
語
で
読
め
る
も
の
と
し
て
、

梅
津
教
孝
「
メ
ッ
ス
司
教
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
に
よ
る
司
教
座
聖
堂
参
事

会
会
則
―
―Regula canonicorum

試
訳
」『
史
学
雑
誌
』
九
二
編

一
〇
巻
、
一
九
八
三
年
、
一
六
二
二
〜
一
六
四
九
頁
）

（
26
）O

livier BRU
AN

D
, Voyageurs et m

archandises aux tem
ps 

carolingiens: les réseaux de com
m

unication entre Loire et 
M

euse aux VIII e et IX
e siècles , B

russels, D
e Boeck, 2002.

（
27
）
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
ト
レ
ー
ユ
（treille

）」（
地
名
で
あ
る
「
ト
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）

レ
オ
ラ
」
に
相
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
語
）
は
、
ブ
ド
ウ
棚
の
あ
る

あ
ず
ま
や
を
意
味
す
る
。

（
28
）
い
く
つ
か
の
重
要
で
、
比
較
的
よ
く
記
録
さ
れ
た
年
の
シ
ャ
ル

ル
マ
ー
ニ
ュ
の
巡
行
路
は
、Rosam

ond M
CK

ITTERICK
, 

C
harlem

agne. T
he Form

ation of a E
uropean Identity , 

C
am

bridge, C
am

bridge U
niversity Press, 2008, pp. 171-

86

に
再
現
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）
少
し
後
の
時
期
の
王
の
巡
行
路
に
関
し
て
は
、John W

. 
BERN

H
ARD

T, Itinerant K
ingship and R

oyal M
onasteries 

in E
arly M

edieval G
erm

any, c. 936-1075 , C
am

bridge, 
Cam

bridge U
niversity Press, 1993

を
見
よ
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク

ソ
ン
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
事
例
に
つ
い
て
は
、Alban G

AU
TIER, 

“H
ospitality in pre-viking A

nglo-Saxon E
ngland”, E

arly 
M

edieval E
urope , 17/1, 2009, pp. 23-44

お

よ

びLevi 
R

O
A

C
H

, “H
osting the king: hospitality and the royal 

iter  in tenth-century E
ngland”, Journal of M

edieval 
H

istory , 37/1, 2011, pp. 34-46

を
見
よ
。
初
期
中
世
に
お
け
る

祝
宴
の
政
治
的
側
面
に
つ
い
て
は
、Alban G

AU
TIER, “Festin 

et politique: servir la table royale dans le haut M
oyen 

Â
ge”, in L’A

lim
entazione nell’alto m

edioevo: pratiche, 
sim

boli, ideologie , Spoleto, C
ISA

M
, 2016, “Settim

ane di 
Studio” 63, pp. 907-37

を
見
よ
。
ま
た
、Régine LE JAN

, 
“Les cérém

onies carolingiennes: sym
bolique de l’ordre, 

dynam
ique de la com

pétition”, in L
e C

orti nell’alto 
m

edioevo , Spoleto, C
ISA

M
, 2015, “Settim

ane di Studio” 
62, pp. 167-96

も
参
照
の
こ
と
。

（
30
）M

CK
ITTERICK

, Charlem
agne…

, op. cit . (note 28), pp. 161-

2; Janet L. N
E

LSO
N

, “A
achen as a place of pow

er”, in 
M

ayke D
E

 JO
N

G
, Frans TH

E
U

W
S (eds.), Topographies 

of Pow
er in the E

arly M
iddle Ages  , Leiden, B

rill, 2001, 
“Transform

ation of the Rom
an W

orld” 6, pp. 217-41.

（
31
）
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
宮
廷
詩
に
つ
い
て
は
、
主
にPeter G

O
D

M
AN

, 
P

oetry of the C
arolingian R

enaissance, L
ondon, 

D
uckw

orth, 1985

を
見
よ
。

（
32
）ALCU

IN
, Carm

en  26: 

ラ
テ
ン
語
原
文
と
英
訳
は
、GO

D
M

AN
, 

Poetry…
, op. cit . (note 31), pp. 120-1.

（
33
）
こ
れ
ら
の
仮
名
の
登
場
人
物
の
同
定
と
文
脈
に
お
け
る
理
解
に
つ
い
て

は
、M

ary G
ARRISO

N
, “The social w

orld of Alcuin: nicknam
es 

at Y
ork and at the C

arolingian court”, in L. A
. J. R

. 
H

O
U

W
E

N
, A

lasdair A
. M

C
D

O
N

A
LD

 (eds.), A
lcuin of 

Y
ork, Scholar at the C

arolingian C
ourt. Proceedings 

of the T
hird G

erm
ania Latina C

onference held at the 
U

niversity of G
roningen, M

ay 1995 , G
roningen, E

gbert 
Forsten, 1998, pp. 59-79

を
見
よ
。

（
34
）
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
宮
廷
職
に
つ
い
て
は
、Josef FLECK

EN
STEIN

, 
“D

ie Struktur des H
ofes K

arls des G
roßen im

 Spiegel von 
H

inkm
ars D

e ordine palatii”, Zeitschrift des A
achener 

G
eschichtsvereins , 83, 1976, pp. 5-22

な
ら
び
にAlban 

G
AU

TIER, “Festin et politique”, op. cit . (note 29)

を
見
よ
。

ま
た
、Lexikon des M

ittelalters

の
項
目“Seneschall” (vol. 7, 

col. 1751-2)

お
よ
び“Truchseß” (vol. 8, col. 1069-70)

も
参

照
。

（
35
）
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
人
の
事
例
に
つ
い
て
は
、Alban G

AU
TIER, 

“B
utlers and dish-bearers in A

nglo-Saxon courts: 
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household officers at the royal table”, H
istorical 

R
esearch , 90/2, 2017, pp. 269-95

お

よ

びG
A

U
TIE

R
, 

“Festin et politique”, op. cit . (note 29)

を
見
よ
。

（
36
）Philippe BU

C, The D
anger of Ritual. Betw

een Early M
edieval 

Texts and Social Scientific Theory , Princeton, Princeton 
U

niversity Press, 2001

の
議
論
を
見
よ
。

（
37
）
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
ア
ー
ヘ
ン
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
関
す
る
最
新
の
網

羅
的
な
記
述
は
、H

arald M
Ü

LLER et al., “Pfalz und vicus 
A

achen in karolingischer Zeit”, in Thom
as R

. K
R

A
U

S 
(ed.), A

achen von den A
nfängen bis zur G

egenw
art, 

vol. 2: K
arolinger, O

ttonen, Salier, 765-1137 , A
achen, 

R
TW

H
, 2013, pp. 1-402

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ

の
他
の
居
城
に
つ
い
て
は
、U

w
e LO

BBED
EY, “Carolingian 

royal palaces: the state of research from
 an architectural 

historian’s view
point”, in C

atherine C
ubitt (ed.), C

ourt 
C

ulture in the E
arly M

iddle A
ges , Turnhout, B

repols, 
2003, pp. 129-54

を
見
よ
。

（
38
）
イ
ン
ゲ
ル
ハ
イ
ム
の
居
城
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
は
、Christian 

R
A

U
C

H
, D

ie A
u

sgrabu
n

gen
 in

 d
er K

ön
igspfalz 

Ingelheim
, 1909-1914 , M

ainz, V
erlag des röm

isch-
germ

anischen Zentralm
useum

s, 1976

を
見
よ
。

（
39
）ERM

O
LD

U
S N

IG
ELLU

S, In honorem
 H

ludovici Pii. 

原

文
と
仏
訳
は
、 Edm

ond FARAL (ed.), E
rm

old le N
oir: Poèm

e 
sur Louis le Pieux,  Paris, Les Belles Lettres, 1932.

（
40
）
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
宮
廷
生
活
に
お
け
る
狩
猟
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、

Fabrice G
U

IZARD
, “Louis le Pieux roi-chasseur: geste et 

politique chez les Carolingiens”, R
evue belge de philologie 

et d’histoire , 85/3-4, 2007, pp. 521-38

を
見
よ
。

（
41
）Sabine ZAK

, “Im
itatio  vorbildlicher H

öfe bei der Zerem
oniell 

Festm
usik in Spätatike und Frühm

ittelalter”, in D
etlef 

ALTEN
BU

RG
, Jörg JARN

U
T, H

ans-H
ugo STEIN

H
O

FF 
(eds.), Feste und Feiern im

 M
ittelalter: Paderborner 

S
ym

posion des M
ediävistenverbandes , Sigm

aringen, 
Thorbecke, 1991, pp. 481-7.

（
42
）Claire TIGN

OLET, “Jeux poétiques à la cour de Charlem
agne: 

com
pétition et intégration”, in François B

O
U

G
A

R
D

, 
R

égine LE
 JA

N
, Thom

as LIE
N

H
A

R
D

 (eds.), A
gôn. La 

com
pétition, V

e-X
II

e siècle , Turnhout, B
repols, 2012, pp. 

221-34.

（
43
）TH

EODU
LF, Carm

en  25, 

ラ
テ
ン
語
原
文
と
英
訳
は
、GODM

AN
, 

Poetry…
, op. cit . (note 31), pp. 158-61.

（
44
）M

assim
o VE

TTA
, “La culture du sym

posion ”, in Jean-
L

ouis F
L

A
N

D
R

IN
, M

assim
o M

O
N

T
A

N
A

R
I (eds.), 

H
istoire de l’alim

entation , Paris, Fayard, 1996, pp. 167-
82.

（
マ
ッ
シ
モ
・
ヴ
ェ
ッ
タ
〔
宮
原
信
訳
〕「
シ
ュ
ン
ポ
シ
オ
ン
（
饗
宴
）

の
文
化
」
Ｊ
・
Ｌ
・
フ
ラ
ン
ド
ラ
ン
／
Ｍ
・
モ
ン
タ
ナ
ー
リ
編
〔
宮
原
信
・

北
代
美
和
子
監
訳
〕『
食
の
歴
史
』
第
一
巻
（
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
六

年
）、
二
一
一
〜
二
二
九
頁
）

（
45
）Alban G

AU
TIER, “Alcuin, la bière et le vin: com

portem
ents 

alim
entaires et choix identitaires dans la correspondance 

d'A
lcuin”, A

nnales de B
retagne et des pays de l’O

uest , 
111/3, 2004, pp. 431-41.

（
46
）M

ary G
ARRISO

N
, “In Traiect m

el com
pultim

que buturque 
m

inistrat …
”, in U

trechtse H
istorische C

ahiers 22/2-3, 
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2001, pp. 114-7.
（
47
）Jean-Pierre D

EVRO
EY, “H

uile et vin. Consom
m

ation 
dom

estique, prélèvem
ent seigneurial et spécialisation 

pour le m
arché”, in O

lio e vino…
, op. cit . (note 14), pp. 

447-95.

（
48
）
こ
の
短
い
リ
ス
ト
は
、Benjam

in G
U

ERARD
, Polyptyque 

de l’abbé Irm
inon, ou état des terres, des revenus et des 

serfs de l’abbaye de Saint-G
erm

ain-des-Prés sous le règne 
de C

harlem
agne , Paris, Im

prim
erie royale, 1836, p. 336

に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
49
）Bruno LAU

RIOU
X, “De l’usage des épices dans l’alim

entation 
m

édiévale”, M
édiévales , 5, 1983, pp. 15-31, 

こ
こ
で
は23-4.

（Professor of U
niversity of Caen, N

orm
andy

）

解
　
説

小
　
澤
　
　
実

　
本
講
演
は
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
九
日
に
、
立
教
大
学
池
袋
キ

ャ
ン
パ
ス
で
お
こ
な
わ
れ
た
公
開
講
演
会
「A

t Charlem
agne’s 

Table: Eating and D
rinking in Carolingian Tim

es

（
シ
ャ

ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
食
卓
に
て
。
カ
ロ
リ
ン
グ
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
飲
食
）」
で
の
報
告
の
改
訂
原
稿
の
全
訳
で
あ
る
。
僅
か
に
伝
来

す
る
史
料
か
ら
初
期
中
世
大
陸
世
界
に
お
け
る
飲
食
の
あ
り
方
を
論

じ
る
本
稿
は
日
本
で
は
珍
し
い
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ

も
翻
訳
が
紹
介
さ
れ
て
き
た
イ
タ
リ
ア
の
マ
ッ
シ
モ
・
モ
ン
タ
ナ
ー

リ
教
授
の
一
連
の
研
究
と
合
わ
せ
て
、
食
文
化
史
な
ら
び
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
史
の
い
ず
れ
に
も
寄
与
す
る
内
容
を
提
供
す
る
。

　
著
者
の
ア
ル
バ
ン
・
ゴ
テ
ィ
エ
（Alban G

autier

）
教
授
は

一
九
七
五
年
四
月
、
フ
ラ
ン
ス
第
二
の
都
市
リ
ヨ
ン
近
郊
の
ブ
ロ
ン

に
生
ま
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
俊
英
が
集
う
パ
リ
の
高
等
師
範
学
校
ウ

ル
ム
校
で
イ
タ
リ
ア
中
世
史
の
大
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ム
ナ
ン
教
授

の
、
パ
リ
第
四
大
学
で
百
年
戦
争
の
第
一
人
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
コ
ン

タ
ミ
ー
ヌ
教
授
の
指
導
を
受
け
た
。
そ
の
間
、
対
岸
の
英
国
カ
ン
タ

ベ
リ
の
ケ
ン
ト
大
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
員
も
つ
と
め
た
。
そ
の
後

一
年
の
兵
役
を
つ
と
め
、
ロ
ン
ド
ン
歴
史
研
究
所
で
の
研
究
を
は
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さ
み
な
が
ら
、
リ
ル
第
三
大
学
で
初
期
中
世
海
域
史
の
大
家
ス
テ

フ
ァ
ン
・
ル
ベ
ッ
ク
教
授
の
指
導
の
も
と
、
二
〇
〇
四
年
に
博
士

論
文
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
直
後
よ
り
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
オ
パ
ル
沿

岸
大
学
（U

niversité du Litoral Côte d’O
pale

）
に
奉
職
し
、

二
〇
一
六
年
に
パ
リ
大
学
に
教
授
資
格
論
文
を
提
出
し
た
。
そ
の
業

績
が
認
め
ら
れ
、
二
〇
一
七
年
九
月
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
北

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
研
究
の
中
心
で
あ
る
カ
ン
大
学
に
教
授
と
し
て
着
任

し
た
。

　
ゴ
テ
ィ
エ
教
授
は
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
七
日
か
ら
一
九
日
ま

で
奈
良
の
大
和
文
華
館
で
開
催
さ
れ
た
、
中
世
研
究
者
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
組
織
で
あ
る
メ
ネ
ス
ト
レ
ル
に
よ
る
国
際
会
議
「
中
世
に
お
け

る
文
化
交
流
　
対
話
か
ら
文
化
の
生
成
へ
」
へ
の
出
席
し
、「
文
化

交
流
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
」
を
報
告
し
た
。
そ
の
前
後

の
十
一
月
初
頭
よ
り
お
よ
そ
三
週
間
日
本
に
滞
在
し
、
国
際
会
議
外

で
は
、
科
研
費
国
際
共
同
研
究
加
速
基
金
（
国
際
共
同
研
究
）（
代

表
小
澤
実
、
課
題
番
号90467259

）
の
招
聘
に
よ
り
、
東
京
で
小

澤
と
共
同
研
究
の
機
会
を
持
っ
た
。
そ
の
際
、
奈
良
の
国
際
会
議
に

お
い
て
ゴ
テ
ィ
エ
教
授
の
司
会
を
担
当
し
た
小
澤
の
勤
務
校
で
あ
る

立
教
大
学
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
、
最
初
に
紹
介
し
た
講
演

会
で
あ
る
。

　
ゴ
テ
ィ
エ
教
授
の
主
著
は
、
学
位
論
文
で
あ
る
『
ア
ン
グ
ロ

サ
ク
ソ
ン
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
饗
食
』（Le festin dans 

l’A
ngleterre anglo-saxonne (V

e-X
Ie siècle) , R

enne : 
Presses universitaires de Rennes, 2006

）
な
ら
び
に
教

授
資
格
論
文
で
あ
る
『
天
国
の
ベ
ー
オ
ウ
ル
フ
。
初
期
中
世
北

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
良
き
異
教
徒
の
す
が
た
』（B

eow
ulf au 

paradis. Figures de bons paiens dans l’E
urope du N

ord 
au m

oyen âge , Paris : E
ditions de la Sorbonne, 2017

）
で

あ
る
。
前
者
は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
お
い
て
宴
と
い
う
場
の

持
つ
機
能
を
問
い
直
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
初
期
中
世
の
キ

リ
ス
ト
教
社
会
に
お
い
て
「
良
き
異
教
徒
」
と
表
象
さ
れ
る
人
物
造

形
を
残
存
テ
ク
ス
ト
か
ら
網
羅
的
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
通
じ
て
初

期
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
思
考
様
式
と
異
教
受
容
の
メ
ン
タ
リ
テ

ィ
の
あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
す
る
労
作
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
国
史
と

し
て
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
史
を
お
こ
な
う
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
必

ず
し
も
深
化
さ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
り
、
今
後
共
基
本

書
と
し
て
議
論
の
出
発
点
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
他
の
単
著
と
し
て
は
、
ア
ー
サ
ー
王
に
関
わ
る
諸
問
題
を
概

観
し
た
『
ア
ー
サ
ー
』（Arthur , Paris: Ellipses, 2007

）
な
ら

び
に
中
世
の
食
文
化
を
概
観
し
た
『
中
世
の
食
生
活
。
五
世
紀
か

ら
十
四
世
紀
』（Alim

entations m
édiévales Ve-XVIe siècle , 

Paris : Ellipses, 2009

）
が
あ
る
。
本
講
演
は
、
本
書
の
一
部
に

基
づ
い
て
い
る
。
以
上
に
加
え
て
、
初
期
中
世
ブ
リ
テ
ン
史
の
最
重

要
史
料
の
一
つ
で
あ
る
『
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
伝
』
の
最
新
の
校
注
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（Asser, H
istoire du roi Alfred , Paris : Les Belles Lettres, 

2013
）
も
担
当
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
個
別
研
究
に
加
え
て
、
当
該
分
野
に
お
け
る
ゴ
テ
ィ
エ

教
授
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
企
画
力
を
証
言
す
る
の
が
、
彼
自
身
が

組
織
し
た
研
究
集
会
に
基
づ
く
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
に
関
す
る
論
集

で
あ
る
。
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
『
北
海
か
ら
バ
ル
ト
海
へ
。

中
世
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
接
触
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
』（ed w

ith Sébastien Rossignol, D
e la m

er du N
ord à 

la m
er B

altique. Identités, contacts et com
m

unications 
au m

oyen âge , V
illeneuve d’A

scq: C
eges, U

niversité 
Lille III, 2012

）、『
初
期
中
世
の
交
換
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』（ed. w

ith Céline M
artin, É

changes, 
com

m
unications et réseaux dans le haut m

oyen âge , 
Turnhout: Brepols, 2012

）、『
ア
ー
サ
ー
、
海
、
戦
争
』（ed. 

w
ith M

arc R
olland and M

ichelle Szkilnik, A
rthur, la 

m
er et la guerre , Paris: Classiques G

arnier, 2017
）
で
あ

る
。
以
上
の
外
に
も
い
く
つ
か
研
究
集
会
を
主
催
し
て
お
り
、
遠
く

な
い
将
来
に
重
要
な
研
究
論
集
が
刊
行
さ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
成
果
か
ら
見
え
て
く
る
ゴ
テ
ィ
エ
教
授
の
研
究
の
特
色

は
、
ラ
テ
ン
語
と
古
英
語
と
い
う
彼
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
と
っ
て
基
本

と
な
る
史
料
用
語
に
基
づ
く
関
連
テ
ク
ス
ト
の
悉
皆
調
査
に
加
え

て
、
文
学
テ
ク
ス
ト
や
生
活
空
間
に
か
か
わ
る
考
古
学
デ
ー
タ
を
渉

猟
し
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
い
う
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
結
論
を
引
き
出
す
態
度
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
イ
ケ
ル
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
（
ハ
ー
ヴ

ァ
ー
ド
）、
イ
ギ
リ
ス
の
ク
リ
ス
・
ウ
ィ
ッ
カ
ム
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ポ
ー
ル
（
オ
ー
ス
ト
リ

ア
学
士
院
）
ら
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
現
在
の
初
期
中
世

研
究
者
に
は
広
く
求
め
ら
れ
る
能
力
で
も
あ
る
。
教
授
の
試
み
は
、

以
上
の
態
度
を
踏
ま
え
た
文
化
史
に
か
か
わ
る
テ
ー
マ
か
ら
従
来
の

国
制
史
や
社
会
経
済
史
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
ア
ン
グ
ロ
サ
ク

ソ
ン
社
会
像
を
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
教
授
の
知
的
系
譜
と
人
脈
か

ら
判
断
す
る
限
り
、
彼
は
、
第
一
に
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
ブ
ア
ー
ル
、

リ
ュ
シ
ア
ン
・
ミ
ュ
ッ
セ
、
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ド
ワ
ン
と
い
っ
た
カ
ン

大
学
初
期
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
継
承
し
、
第
二
に
ミ
シ
ェ
ル
・
モ

ラ
、
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ル
ベ
ッ
ク
、
ル
シ
・
マ
ル
ボ
ら
の
北
方
海
域
史

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
共
有
し
、
第
三
に
ブ
ル
ノ
・
デ
ュ
メ
ジ
ル
、
シ

ル
ヴ
ィ
・
ジ
ョ
ワ
、
マ
ガ
リ
・
ク
メ
ー
ル
、
ス
ミ
・
シ
マ
ハ
ラ
ら
同

世
代
と
と
も
に
今
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
初
期
中
世
史
を
先
導
す
る
最
先

鋒
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ゴ
ー
テ
ィ
エ
教
授
は
好
奇
心
旺
盛
か
つ
大
変
気
さ
く
な
性
格
で
あ

り
、
時
間
的
余
裕
の
許
す
限
り
、
東
京
、
京
都
、
奈
良
の
様
々
な
歴

史
的
場
所
を
踏
査
巡
検
し
た
。
食
の
歴
史
家
だ
け
あ
っ
て
日
本
食
に

も
大
変
な
関
心
を
示
し
、
さ
し
み
、
や
き
と
り
、
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
、



－  222  －－  223  －

史
苑
（
第
七
九
巻
第
二
号
）

日
本
酒
な
ど
も
経
験
し
た
。
一
一
月
二
一
日
に
は
、
彼
と
同
じ
国
際

会
議
へ
の
出
席
を
目
的
と
し
来
日
し
た
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
ビ
ュ
ッ
ク
教
授
の
立
教
大
学
で
の
講
演
会
に
も
参
加
し
、
知
的

に
大
変
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
経

験
は
い
ず
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
そ
し
て
世
界
規
模
の
何
ら
か
の
研
究

交
流
と
し
て
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
今
回
の

共
同
研
究
の
継
続
と
し
て
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
に
は
、
小
澤
が
ゴ

ー
テ
ィ
エ
教
授
の
勤
務
す
る
カ
ン
大
学
に
お
い
て
、「
戦
後
日
本
文

化
に
お
け
る
エ
ッ
ダ
、
サ
ガ
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
」（Eddas, Sagas 

and Vikings in Postw
ar Japanese Culture, 

一
一
月
八
日
）

並
び
に
「
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
ル
ー
ン
石
碑

の
社
会
的
機
能
」（The Social Function of Rune Stones in 

Viking Age D
enm

ark, 

一
一
月
九
日
）
と
い
う
テ
ー
マ
で
報
告

す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。

　
な
お
、
本
稿
の
翻
訳
は
、
料
理
の
歴
史
的
研
究
者
で
あ
る
井
上
み

ど
り
氏
に
お
引
き
受
け
い
た
だ
い
た
。
複
数
の
外
国
語
に
堪
能
な
井

上
氏
は
、
す
で
に
評
価
の
高
い
翻
訳
書
な
ど
（
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ベ

ル
ナ
ル
ト
（
井
上
周
平
・
井
上
み
ど
り
訳
）『
金
持
ち
は
、
な
ぜ
高

い
と
こ
ろ
に
住
む
の
か
　
近
代
都
市
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
作
っ
た
』

柏
書
房
、
二
〇
一
六
）
も
刊
行
し
て
い
る
。
こ
こ
で
感
謝
申
し
上
げ

た
い
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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