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二
一
世
紀
が
始
ま
っ
た
今
日
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
中
世
史

研
究
は
歴
史
家
を
書
き
手
と
し
て
再
発
見
し
つ
つ
あ
り
ま
す
（
１
）
。

一
九
六
〇
・
七
〇
年
代
、
我
々
の
師
の
世
代
は
、
方
法
論
を
意
識
し

つ
つ
史
料
を
開
拓
す
る
こ
と
に
研
究
意
欲
を
集
中
さ
せ
て
い
ま
し

た
。
彼
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
の
認
識
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
い
つ

の
日
か
自
ず
と
ひ
と
つ
の
全
体
が
完
成
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
実
証
主

義
的
な
予
測
を
信
奉
し
て
い
た
の
で
す
（
２
）

。
そ
れ
と
は
反
対
に
我
々
の

弟
子
の
世
代
が
学
ん
で
い
る
の
は
、
歴
史
家
は
史
料
を
批
判
す
る
権

利
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
、
理
論
に
導
か
れ
て
過
去
を
再
構
成
す

る
設
計
者
で
あ
る
と
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
際
に
自
ら
の
時
代
を
論
じ
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
も

活
動
す
る
こ
と
が
、
歴
史
家
に
課
せ
ら
れ
た
不
幸
な
運
命
で
は
な

く
、
む
し
ろ
歴
史
家
に
と
っ
て
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
と
、
彼
ら
の
多

く
は
考
え
て
い
ま
す
（
３
）

。
こ
う
し
た
変
化
が
こ
の
間
ど
れ
ほ
ど
進
ん
だ

の
か
を
示
す
の
が
、
伝
記
で
あ
れ
、
特
定
の
王
朝
や
時
代
、
国
に
つ

い
て
の
全
体
的
記
述
で
あ
れ
、
お
び
た
だ
し
く
発
表
さ
れ
て
い
る

歴ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー

史
叙
述
（H

istoriographie

）
の
諸
作
品
で
す
（
４
）

。
歴
史
家
の

主
体
性
が
こ
の
よ
う
に
新
し
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
長
い
間

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
た
野
心
的
な
記
述
ス
タ
イ

ル
で
敢
え
て
歴
史
の
試
論
を
書
こ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
こ
と
か
ら

も
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
５
）
。
歴
史
的
な
文
脈
に
つ
い
て
の
私
の
解
釈
が
正

し
け
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
中
世
史
研
究
に
お
い
て
、
戦
後
の
時
代
が
今

よ
う
や
く
終
わ
り
を
告
げ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
政
治
や
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
よ
る
歴
史
の
恣
意
的
な
利
用
は
―
―
ナ
チ
時
代
の
暗
い
影
を

別
に
す
る
と
し
て
も
（
６
）
―
―
共
産
主
義
政
権
下
の
東
ド
イ
ツ
と
い
う
、

日
常
的
に
我
々
と
並
存
し
て
い
た
世
界
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
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た
（
７
）
。
し
か
し
、
政
治
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
歴
史
が
従
属
す
る
こ
と
に

対
す
る
こ
の
怯
え
は
、
今
や
歴
史
学
が
諸
々
の
学
問
の
中
で
か
け
が

え
の
な
い
独
自
性
と
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
道
を
譲
り

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
歴
史
学
は
現
在
を
理
解
し
、
未
来
に
役
立
て
る

た
め
に
、
過
去
を
解
釈
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認

識
に
、
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
叙
述
の
新
た
な
展
開
は
、
異
論
や
激
し
い
議

論
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
学
界
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
論
争
な
し
に
は
生
じ

ま
せ
ん
し
（
８
）

、
批
判
的
な
精
神
の
持
ち
主
な
ら
ば
、
新
し
い
モ
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー
の
多
く
に
「
古ガ
イ
ス
ト

い
酒
が
新
し
い
皮
袋
に
入
っ
た
だ
け
の
状

態
」
を
お
そ
ら
く
見
い
だ
す
で
し
ょ
う
（
９
）
。
ド
イ
ツ
の
中
世
史
研
究

で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
読
者
が
探
し
見
出
し
て
い
る
よ
う
な
傑
出
し

た
著
述
家
が
供
さ
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば）
（1
（

、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
が
ア

ベ
ラ
ー
ル
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
が
聖
王
ル
イ
に
つ
い

て
生
み
出
し
た
よ
う
な
革
新
的
な
伝
記
も
今
な
お
現
れ
て
い
ま
せ

ん）
（（
（

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
の
ド
イ
ツ
歴
史
学
は
、
自
ら
変

化
す
る
こ
と
で
欧
米
の
他
の
多
く
の
国
々
で
生
じ
て
い
る
発
展
に
加

わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
が
国
際
的
な

結
び
つ
き
を
持
ち）
（1
（

、
ま
た
歴
史
学
自
体
が
同
時
代
の
変
化
に
一
様

に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
事
実
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
第

二
次
世
界
大
戦
以
降
の
政
治
的
変
化
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
は
八
〇

年
代
末
に
お
け
る
東
欧
の
「
政ヴ

ェ

ン

デ

治
的
転
換
」
以
降
の
政
治
変
動
に

よ
っ
て
、
今
や
至
る
所
で
、
国

ヒ
ス
ト
リ
ー

ナ

ナ
シ
ョ
ナ
ル
民

史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
並
ん

で
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
問
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
題
が
関
心
の
的
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す）
（1
（

。
多
く
の
著
述
家
や
メ
デ
ィ
ア
の
経
営
者
た
ち
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
問
題
に
つ
い
て
大
衆
が
抱
い
て
い
る
強
い
政
治
的
・
歴
史

的
関
心
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ベ
ル
リ
ン
／

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ジ
ー
ド
ラ
ー
社
は
四
部
構
成
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴

史
や
、『
ド
イ
ツ
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
』
に
つ
い
て
の
数
巻
の
著

作
を
刊
行
し
て
い
ま
す）
（1
（

。
こ
れ
ら
の
シ
リ
ー
ズ
が
学
生
以
外
の
読

者
を
も
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ウ
ル
マ
ー
社
は
一
〇
巻

本
の
『
ヨ

オ
イ
ロ
ー
ー
ス

ナ

ハ
シ
ヒ
テ

ナ

デ
ン

ナ

ハ
ン
ト
ブ
ー
フ

ー
ロ
ッ
パ
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
に
よ
っ
て
大
学
で
の
歴

史
教
育
の
中
心
へ
と
進
出
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す）
（1
（

。
す
で
に
六
〇

年
代
に
構
想
さ
れ
た
旧
版
の
『
ヨ

ハ
シ
ヒ
テ

ナ

オ
イ
ロ
ブ
ー
イ
･
シ
ェ
ン

ナ

デ
ン

ナ

ハ
ン
ト
ブ
ー
フ

ー
ロ
ッ
パ
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

と
は
異
な
り）
（1
（

、
こ
の
新
し
い
企
画
の
重
要
な
特
徴
は
、
各
巻
に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
著
者
が
、
そ
の
巻
全
体
に
対
し
て
責
任

を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

「
よブ
ー
フ
ビ
ン
ダ
ー
ズ
ュ
ン
テ
ー
ゼ
ン

せ
あ
つ
め
の
合
本
的
綜
合
」
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん）
（1
（

。

と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
を
歴
史
的
に
ど
の
よ
う

な
も
の
と
理
解
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者

が
自
ら
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　
新
た
な
挑
戦
を
最
も
徹
底
的
な
か
た
ち
で
買
っ
て
で
た
の
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
、
社
会
、
宗
教
、
政
治
か
ら
選
び
だ
さ
れ
た
テ
ー

マ
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
母
国
語
で
出
版
し
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た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
五
ヶ
国
の
出
版
社
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん）
（1
（

。『
ヨオ

イ

ロ

ー

ー

･

バ

ウ

エ

ン

ー
ロ
ッ
パ
を
つ
く
る
』
と
い
う
そ
の
叢
書
の
タ
イ

ト
ル
は
、
歴
史
叙
述
が
こ
こ
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か

を
示
し
て
い
ま
す
。
一
九
九
四
年
に
は
す
で
に
基
本
方
針
が
次
の
よ

う
に
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
歴
史
的
一
体
性
を
、

領
域
ご
と
の
現
象
形
態
が
示
す
緊
張
に
富
ん
だ
多
様
性
の
な
か
で
描

き
出
す
こ
と
が
、
本
叢
書
全
巻
を
貫
く
共
通
の
願
い
で
あ
る
。
本
叢

書
は
こ
の
よ
う
に
し
て
自
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
構
築
に
貢
献
す
る
こ
と

を
欲
す
る）
（1
（

」
と
。

　
こ
の
言
葉
を
真
面
目
に
受
け
取
る
な
ら
ば
―
―
そ
し
て
私
は
ど

う
し
て
も
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
―
―
、

歴ハ
シ
ヒ
ツ
ヴ
ィ
･
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
ラ
ー

史

学

者
の
中
の
歴ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
ー
フ

史
叙
述
家
は
、
同
時
代
の
人
々
と
共
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
ま
っ
た
く
一
か
ら
生
み
出
す
と
い
う
使
命
を
持
つ
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
し）
11
（

、
そ
の
特
別
な
任
務
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一

体
性
と
歴
史
現
象
の
多
様
性
の
関
係
に
、
思
考
の
上
で
も
叙
述
の
上

で
も
う
ま
く
対
処
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う）
1（
（

。
実
際
、
こ
の
企
画
の
唱
ス
ピ
ー
リ
ト
ゥ
ー
ス
･
レ
ー
ク
ト
ル

導

者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス

の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ
フ
（Jacques Le G

off

）
は
自
ら
こ
の
要

求
に
向
き
合
い
、
叢
書
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
つ
く
る
』
に
稿
を
寄
せ
て

い
ま
す）
11
（

。
ル
・
ゴ
フ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
中
世
に
お
い
て
「
誕
生
し

た
」
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
ま
し
た
。「
今
日
の

そ
し
て
未
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
、
あ

ら
ゆ
る
過
去
の
遺
産
の
中
で
、
中
世
の
遺
産
は
最
も
重
要
で
あ
る）
11
（

」

と
い
う
彼
の
答
え
は
、
並
外
れ
て
大
胆
で
、
少
し
ば
か
り
大
げ
さ
過

ぎ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
、
我
々
に

と
っ
て
価
値
の
あ
る
民
主
主
義
の
モ
デ
ル
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
由
来

し
、
中
世
に
お
い
て
は
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら）
11
（

。
し
か
し

よ
り
厳
密
に
見
れ
ば
、
ル
・
ゴ
フ
も
ま
た
、
け
っ
し
て
単
一
の
誕
生

過
程
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
起
源
と

な
る
べ
き
複
数
の
歴
史
的
生
成
過
程
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
古
代
末
期
か
ら
地
理
上
の
発
見
の
時
代
に
至
る
ま
で
の
時
系

列
に
沿
っ
た
叙
述
に
お
い
て
、ル
・
ゴ
フ
は
、長
い
中
世
か
ら
現
代
の
、

そ
し
て
未
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
で
及
ん
で
い
る
も
の
は
何
か
と
い

う
こ
と
を
読
者
に
繰
り
返
し
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
感
動

的
な
も
の
や
誇
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
伝
統
ば
か
り
で
な
く
、
多
く

の
場
合
、
心
を
滅
入
ら
せ
る
負
の
遺
産
や
あ
ま
り
華
々
し
く
な
い
も

の
も
好
ん
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す）
11
（

。
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最

初
の
ス
リ
ラ
ー
は
、
七
八
〇
年
ご
ろ
に
ス
ペ
イ
ン
の
修
道
僧
リ
エ
バ

ナ
の
ベ
ア
ト
ゥ
ス
の
手
に
な
る
黙
示
録
註
解
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
、中
世
盛
期
の
恋
愛
物
語
と
と
も
に「
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
」
が
成
立
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
銀
行
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
る
も

の
の
誕
生
も
ま
た「
脱
税
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
」

も
の
で
、
大
学
の
発
明
は
、
教
授
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
高
級
官
吏
の

誕
生
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
―
―
講
義
の
な
い
時
間
が
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導
入
さ
れ
た
こ
と
で
―
―
休
暇
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
も
通
じ
て
い
た
と

い
い
ま
す
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
中
世
に
生
ま
れ
た
の

で
す
し
、魔
女
狩
り
や
魔
女
の
サ
バ
ト
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、売
春
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
強
要
さ
れ
た
自
白
と
検
閲
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ま
た
そ
う
な

の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
貴
族
の
世
界
は
、
騎
士
道
精
神
の
、
礼

儀
作
法
の
、
そ
し
て
美
食
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
生
み
出
し
た
と
い
い
ま

す
。
ル
・
ゴ
フ
は
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
一
体
性
と

多
様
性
の
問
題
を
弁
証
法
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
こ
の

こ
と
は
西
方
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
視
野
を
限
定
し
て

し
ま
う
と
い
う
代
償
を
伴
っ
て
い
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
内
部

に
お
け
る
相
異
と
い
う
本
来
難
し
い
問
題
、
つ
ま
り
統
合
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
他
者
や
抵
抗
勢
力
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か

と
い
う
問
題
を
、
こ
の
歴
史
の
大
家
は
最
初
か
ら
除
外
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
及
ぶ
射
程
の
限
界
を
特
徴
的
に
示

す
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
の
交
流
に
関
す

る
評
価
が
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
で
す
。ル
・
ゴ
フ
は
、一
方
で
、カ
ー

ル
大
帝
の
支
配
が
ス
ペ
イ
ン
の
イム

ス

リ

ム

ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
支
配
領
域
を
含

ま
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
理
由
か
ら
だ
け
で
も
カ
ー
ル
大
帝
は

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
父
」
と
は
見
な
せ
な
い
と
正
当
に
も
強
調
し
て
い

ま
す）
11
（

。
し
か
し
他
方
で
は
、
シ
チ
リ
ア
が
す
で
に
中
世
初
期
か
ら
預

言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
信
奉
者
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
た
ち
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
三
世
紀
に

イ
タ
リ
ア
南
部
が
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
や
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
吸
収
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
も
い
る
の
で
す）
11
（

。
そ
の

考
察
の
最
後
に
彼
が
確
認
し
て
い
る
の
は
、
一
四
九
二
年
の
カ
ス

テ
ィ
ー
リ
ャ
と
ア
ラ
ゴ
ン
の
両
カ
ト
リ
ッ
ク
王
に
よ
る
勝
利
に
よ
っ

て
、も
し
同
じ
時
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
南
部
に
お
い
て「
イ
ス
ラ
ー

ム
教
に
よ
る
も
う
一
つ
の
脅
威
」、
つ
ま
り
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
脅
威

が
浮
上
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、「
八
世
紀
以
来
続
い
た
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
根
付
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
支
配
」
は
終
わ
っ
て
い
た

は
ず
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す）
11
（

。
と
は
い
え
彼
は
、
一
四
五
三
年

の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
略
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
一
体
性
を
促
し
た
と
い
う
功
績
を
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
帰
し
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
自
体
は
、
一
体
性
を
持
っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
成
立
の
行
く
手
を
そ
の
後
も
阻
ん
だ
と
さ
れ
る
の
で
す

が）
11
（

。
ル
・
ゴ
フ
が
自
明
の
こ
と
な
が
ら
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
、
中

世
後
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
迫
害
と
追
放
も
ま
た
、
不
幸
な
こ

と
に
こ
の
歴
史
像
に
符
合
し
て
い
ま
す）
11
（

。
ル
・
ゴ
フ
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
中
世
末
期
に
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
ま
た
追
い
出
し

た）
1（
（

」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
過
度
の
単
純
化
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ル
・
ゴ
フ
は
自
ら
設
定
し
た
枠
組
み

の
内
部
で
も
矛
盾
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
彼
の
著
作
の
価
値
を
貶

め
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
遺
産
の
中
で
西
欧
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の
君
主
制
の
伝
統
を
強
調
す
る
こ
と
は
確
か
に
正
当
で
は
あ
り
ま
す

が
、
し
か
し
そ
こ
で
中
世
の
帝
国
が
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ル
・
ゴ
フ
は
、
カ
ー
ル
大
帝
の
帝
権

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
中
で
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
与
え
る
こ
と
を

完
全
に
拒
ん
で
さ
え
い
る
の
で
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
ー
ル
大
帝
の

企
て
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
作
り
損
な
っ
た
」
ば
か
り
か
、「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
行
為
」
で
さ
え
あ
り
、「
ひ
と
つ
の
民
族
な
い

し
ひ
と
つ
の
帝
国
の
支
配
下
に
ひ
と
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
樹
立
す

る
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
失
敗
し
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
試
み
の
最
初
の

も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
「
カ
ー
ル
五
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
事
実
上

0

0

0

、
反

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
で
あ
り
、
真
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
念
に
反
す
る
こ
れ
ら

の
計
画
の
な
に
が
し
か
は
、
す
で
に
カ
ー
ル
大
帝
の
企
て
に
お
い
て

構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と）
11
（

。
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
歴
史
家
は
歴
史
の
設
計
者
と
し
て
当
然
、
伝
承
さ
れ
て
き

た
事
柄
や
そ
れ
に
基
づ
い
て
歴
史
家
が
行
っ
て
き
た
事
実
判
定
と
対

立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
歴
史
家
も
、
自
分

の
気
に
入
ら
な
い
も
の
を
歴
史
か
ら
追
放
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ

ん
。
カ
ー
ル
大
帝
の
帝
国
の
―
―
確
か
に
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
―

―
遺
産
は
、
疑
い
も
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
源
泉
の
一
つ
な
の
で
す
。

た
と
え
そ
の
普
遍
主
義
の
理
念
が
、
古
典
古
代
や
オ
リ
エ
ン
ト
と
は

異
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
け
っ
し
て
実
際
に
は
達
成
さ
れ
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
ま
た
帝
国
と
い
う
も
の
が
今
日
、
大
抵
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
に
は
未
来
に
つ
い
て
の
魅
力
的
な
見
通
し
を
全
く
提
供
し
て
い

な
い
と
し
て
も
、
そ
の
事
実
は
変
わ
り
ま
せ
ん）
11
（

。

　
こ
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ
フ
の
近
著
は
、
宗
教
的
・
文
化
的
な
一

体
性
を
持
つ
ひ
と
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て

特
徴
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
根
源
を
中
世
と
い
う
過
去
の
中
に
見
出
だ
す
可
能
性
に
関
し
て

は
、
彼
は
判
断
を
誤
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
け

る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
役
割
は
同
じ
叢
書
の
別
の
著
作
が
扱
っ
て
い
る

と
述
べ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
ル
・
ゴ
フ
自
身
の
還
元
主
義
的
な

歴
史
叙
述
の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
の
著
作
を
も
の
し
た
フ
ラ
ン
コ
・
カ
ル
デ
ィ
ー
ニ
（France 

Cardini

）
は
、
西
洋
近
代
の
流
れ
と
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
世
俗

化
の
流
れ
か
ら
判
断
す
る
な
ら
、「
今
後
も
引
き
続
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
キ
リ
ス
ト
教
世
界
そ
の
も
の
と
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
の

宗
派
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と

見
事
に
論
じ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
多
く
の
側
面
を
持
つ
イ
ス
ラ
ー

ム
を
『
原
理
主
義
的
』
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、

西
洋
世
界
の
方
も
た
ん
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
義
語
で
は
な
い
」
と
も

述
べ
て
い
ま
す）
11
（

。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
解
釈
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う

な
文イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

化
相
関
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
今
な
お
稀
で
す
。
一
般
に
国
際
的
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
神
教
と
中
世
に
お
け
る
文
化
の
一
体
性
の
問
題
（
ボ
ル
ゴ
ル
テ
）

な
歴
史
学
に
お
い
て
支
配
的
な
の
は
、
西
洋
中
心
主
義
な
の
で
す
。

そ
の
こ
と
を
特
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
社
会

史
家
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
（M

ichael M
itterauer

）

の
著
作
が
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
広
範
な
賛
同
を
得
て
い
る
と
い
う
事
実

で
す）
11
（

。
こ
の
著
作
は
ル
・
ゴ
フ
の
本
と
同
様
二
〇
〇
三
年
に
出
版
さ

れ
て
い
ま
す
。
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
の
研
究
は
普
遍
史
的
な
構
想
を
持

ち
、
中
世
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
洋
が
固
有
の
道
を
歩
ん
だ
こ
と
を
証

明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
釣
り
合
い
の
取
れ
て
い
な
い
比
較

は
、
た
だ
西
洋
の
輪
郭
を
は
っ
き
り
描
き
出
す
の
に
役
立
つ
だ
け

で
、
世
界
の
諸
文
化
の
共
通
性
と
相
違
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
認
識
す
る

こ
と
に
は
役
立
ち
ま
せ
ん
。
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
は
、
見
通
し
が
き
か

な
い
ほ
ど
に
錯
綜
し
て
い
る
歴
史
を
動
か
す
諸
力
の
な
か
か
ら
、
彼

が
言
う
と
こ
ろ
の
中
世
の
諸
革
命
以
降
に
近
代
的
な
も
の
を
生
み
出

し
て
き
た
要
因
だ
け
を
抽
出
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
ミ
ッ

テ
ラ
ウ
ア
ー
の
目
的
論
的
な
歴
史
像
も
そ
の
方
法
論
も
新
し
い
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
歴
史
像
や
方
法
論
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
ヒ
ン

ツ
ェ
（O tto H

intze

）
や
と
り
わ
け
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax 
W

eber

）
の
伝
統
に
連
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
そ
の
関
心
も
、

古
い
テ
ー
ゼ
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
も
、
新
し
い
テ
ー
ゼ
を
作
り
出

す
こ
と
で
も
な
く
、
た
ん
に
、
す
で
に
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

定
式
化
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
問
い
に
対
す
る
具
体
的
な
答
え
を
見

つ
け
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
「
ど
の
よ
う
な
事
情
が
連

鎖
し
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
西
洋
と
い
う
地
に
、
そ
し
て
た
だ
西
洋
に

お
い
て
の
み
、
ま
っ
た
く
―
―
少
な
く
と
も
我
々
が
好
ん
で
考
え
る

よ
う
な
―
―
普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
を
有
す
る
発
展
の
方
向
に
あ

る
文
化
的
諸
現
象
が
生
じ
た
の
か）
11
（

」
と
い
う
問
い
で
す
。

　
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
の
作
業
の
成
果
と
限
界
は
、
七
つ
の
「
文
化
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
分
析
」
の
一
つ
め
に
お
い
て
す
で
に
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す）
11
（

。
こ
こ
で
の
彼
の
分
析
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
来
の

社
会
史
研
究
の
伝
統
の
う
ち
、
農
業
経
済
の
局
面
、
す
な
わ
ち
そ
の

物
質
文
化
の
局
面
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

世
初
期
の
「
農
業
革
命
」
を
、
同
時
代
の
「
ア
ラ
ブ
農
業
革
命
」
や

中
国
・
宋
代
（
九
六
〇
―
一
二
七
九
）
の
「
農

レ
ヴ
ー
ル
ー
シ
ョ
ン

ナ

グ
リ
ー
ン

業

革

命
」
と

対
比
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
従
来
の
研
究
と
は
異
な
り
、
農
業
技
術

や
耕
作
方
法
の
革
新
で
は
な
く
、
新
し
い
栽
培
植
物
に
焦
点
を
あ
て

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ラ
イ
麦
や
カ
ラ
ス
麦
、
イ
ス

ラ
ー
ム
圏
で
は
マ
カ
ロ
ニ
麦
や
綿
花
、
オ
レ
ン
ジ
、
西
瓜
な
ど
の
南

ア
ジ
ア
原
産
の
植
物
、
中
国
で
は
水
田
農
耕
に
よ
っ
て
穗
を
つ
け
る

チ
ャ
ン
パ
米
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、

西
洋
が
す
ぐ
に
最
も
強
力
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
の
で
は

決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
当
初
は
ア
ラ
ビ
ア
の
灌
漑
技
術
の
ゆ
え
に
、

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
農
業
経
済
の
生
産
性
の
方
が
よ
り
高
ま
っ
た
の
で

す
。
し
か
し
結
局
は
、
西
洋
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
広
範
な
影
響
を
及
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ぼ
し
た
職
業
の
細
分
化
と
技
術
革
新
と
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
す
。

一
二
世
紀
に
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
経
済
が
停
滞
し
始
め
た
こ
ろ
、
西

洋
で
は
農
業
革
命
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
部
の
入
植
地
に
首
尾
よ
く
広
ま

り
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
そ
れ
と
は
逆
に
中
国
で
は
、
水
田
農

耕
が
ま
さ
に
全
体
的
発
展
の
遅
れ
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
と
い
う
の

も
、水
田
農
耕
に
は
、水
車
の
技
術
も
牽
引
用
の
家
畜
―
―
北
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
と
り
わ
け
牡
牛
―
―
や
運
搬
用
の
家
畜
―
―
た
と
え
ば

ア
ラ
ビ
ア
の
駱
駝
―
―
に
よ
る
耕
作
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で

す
。

　
中
世
農
業
の
長
期
に
わ
た
る
成
果
を
き
わ
め
て
印
象
深
く
明
示
し

て
い
る
の
に
ひ
き
か
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
け
る
相あ
い
こ
と異
な
る
も
の

を
そ
の
歴
史
像
の
な
か
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー

も
ル
・
ゴ
フ
と
同
様
ほ
と
ん
ど
成
功
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
彼

は
、
ラ
イ
麦
や
カ
ラ
ス
麦
の
栽
培
が
あ
ら
ゆ
る
所
に
普
及
し
た
わ
け

で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
、
と
り
わ
け
ビ
ザ
ン
ツ
を
含
む
地
中
海
の
国
々
に
、
そ
し
て

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ロ
シ
ア
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
こ

と
を
述
べ
る
際
に
は
、
進
ん
だ
灌
漑
技
術
を
伴
う
イ
ス
ラ
ー
ム
の
植

物
栽
培
が
、
ス
ペ
イ
ン
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
分
を
も
巻
き

込
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
る
べ
き
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ

と
は
別
の
文
脈
で
す
が
、
同
書
で
は
、
革
新
を
好
む
「
中
核
的
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
」
と
抑
制
的
な
「
周
縁
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
対
比
に
繰

り
返
し
行
き
当
た
り
ま
す
。
後
者
に
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
な
ど
の
ケ
ル
ト
地
域
や
、
さ
ら
に
は
東
ス

ラ
ヴ
人
や
ビ
ザ
ン
ツ
人
、
ス
ペ
イ
ン
や
シ
チ
リ
ア
の
ム
ー
ア
人
、
場

合
に
よ
っ
て
は
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
半
島
の
住
民
の
居
住
圏
も
含

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
認
識
は
歴
史
の
他
の
多
く
の
領
域
で
も
証

明
し
得
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
認
識
を
ど
れ
程
敷
衍
で
き
る
か
に

つ
い
て
は
、
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
は
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
ゆ
え
に

取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す）
11
（

。

　
現
代
の
そ
の
他
の
著
者
は
、
文ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

化
横
断
的
な
比
較
研
究
で
成
果
を

挙
げ
て
い
ま
す）
11
（

。
一
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
マ
コ
ー

ミ
ッ
ク
（M

ichael M
cCorm

ick

）
の
記
念
碑
的
著
作 

『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
経
済
の
諸
起
源
』
が
あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
同

書
で
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
家
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
、
初
め
て
、

ピ
レ
ン
ヌ
・
テ
ー
ゼ
の
刺
激
的
な
再
定
式
化
を
根
拠
を
も
っ
て
行
い
、

ム
ハ
ン
マ
ド
な
し
に
は
、
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ー
ム
経
済
の
刺
激
な
し
に

は
、 

カ
ー
ル
大
帝
統
治
下
で
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
飛
躍
的
発
展
は
あ

り
得
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
そ
の
テ
ー
ゼ
を
納
得
の
い
く
よ
う
に
説

明
し
ま
し
た）
11
（

。こ
の
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
著
作
に
劣
ら
ず
重
要
な
の
は
、

ベ
ル
リ
ン
の
中
世
史
家
エ
ル
ン
ス
ト
・
ピ
ッ
ツ
（Ernst Pitz

）
に

よ
る
古
代
末
期
お
よ
び
中
世
初
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
で
す）
1（
（

。
ピ
ッ
ツ

は
そ
の
著
作
を「
大
西
洋
と
イ
ン
ド
洋
の
間
の
地
中
海
世
界
の
歴
史
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
名
前
を
使
う
こ
と
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
神
教
と
中
世
に
お
け
る
文
化
の
一
体
性
の
問
題
（
ボ
ル
ゴ
ル
テ
）

を
避
け
て
い
る
の
で
す
。
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
代
わ
り
に
、
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
人
の
居
住
地
と
し
て
古
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
、
地
中

海
を
ぐ
る
り
と
取
り
巻
く
世
界
を
研
究
対
象
と
し
て
定
め
ま
し
た
。

こ

テ
ラ
ー
ル
ム

ナ

オ
ル
ビ
スの

世
界
は
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
と
共
に
没
落
し
た
の
で
は
な
く
、

一
体
性
を
持
っ
た
ま
ま
存
立
し
続
け
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。
と
は
い

え
、
こ
の
環
地
中
海
世
界
は
、
古
典
古
代
お
よ
び
中
世
の
長
い
年
月

の
間
、変
わ
ら
ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

三
世
紀
後
半
か
ら
、
こ
の
地
域
の
周
縁
部
に
居
た
民
族
が
古
代
文
化

の
一
体
性
を
解
体
し
、
ま
ず
西
欧
と
ビ
ザ
ン
ツ
へ
の
二
分
割
を
、
そ

れ
か
ら
東
方
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
支
配
へ
の
分
裂
を

通
じ
て
、
三
分
割
さ
れ
た
地
中
海
世
界
を
生
み
出
し
た
と
い
う
の
で

す
。
そ
れ
ゆ
え
に
ピ
ッ
ツ
は
「
中
世
の
三
つ
の
文
化
」
と
い
う
表
現

を
用
い
て
い
ま
す
。
こ
の
中
世
の
三
つ
の
文
化
は
、
た
し
か
に
地
中

海
を
取
り
巻
い
て
お
互
い
に
競
合
し
て
い
ま
し
た
が
、
同
時
に
、
ギ

リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
に
共
通
の
出
自
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
古
代

の
一
体
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
中
世
に
だ
け

限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、さ
ら
に
現
代
に
至
る
ま
で
妥
当
す
る
と
、

ピ
ッ
ツ
は
述
べ
て
い
ま
す
。

　
現
代
の
著
者
で
あ
る
ピ
ッ
ツ
の
見
解
に
従
え
ば
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ

ン
主
義
の
詩
人
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
よ
う
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ひ
と

つ
の
キ
リ
ス
ト
教
国
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
こ
の

人
間
的
に
形
作
ら
れ
た
領
域
を
占
め
て
い
た
」「
美
し
く
輝
か
し
い

時
代
」
と
し
て
中
世
を
夢
想
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
で
き
ま
せ
ん）
11
（

。

そ
れ
は
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
神
教
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
双
方
の
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
―
―
私
が
付
け
加
え
た
い
―
―
ユ
ダ
ヤ
教
の

そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
た
複
数
の
文
化
が
並
存
す

る
時
代
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ピ
ッ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
中
海
空

間
を
空
間
的
・
歴
史
的
な
統
一
体
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と

で
、
こ
の
よ
う
に
過
去
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
全
体
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
も
そ
も

正
当
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
エ
ル
ン
ス
ト
・
ピ
ッ
ツ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
普
遍
史
と
し

て
研
究
し
ま
し
た
。
世
界
市
民
の
一
体
性
と
全
人
類
を
包
括
す
る
共

同
体
と
い
う
啓
蒙
主
義
の
夢
に
彼
が
と
り
つ
か
れ
て
い
る
こ
と
は
疑

い
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
居
住
す
る
世
界
全
体
を
平
定
す

る
大
帝
国
と
い
う
形
で
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
理
念
を
実
現
す
る
た
め

に
、
地
中
海
を
取
り
巻
く
地
域
以
上
に
恵
ま
れ
た
土
地
は
な
い
、
と

彼
は
書
い
て
い
ま
す）
11
（

。
こ
の
近
代
の
夜
明
け
の
思
想
を
引
き
合
い
に

出
し
て
い
る
こ
と
を
別
に
し
て
も
、
彼
は
自
分
の
普
遍
性
へ
の
志
向

が
経
験
的
基
盤
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。ピ
ッ
ツ
は
、カ
ー

ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
（K

arl Jaspers

）
同
様
、
紀
元
前
六
〇
〇
年
か

ら
前
四
八
〇
年
ご
ろ
に
か
け
て
世
界
の
全
く
異
な
っ
た
場
所
で
、
し

か
も
相
互
に
独
立
し
て
、人
類
の
可
能
性
と
限
界
へ
の
認
識
が
現
れ
、
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史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

そ
の
認
識
が
高
次
の
文
化
と
普
遍
宗
教
を
基
礎
づ
け
た
、
と
考
え
て

い
ま
す）
11
（

。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
並
行
し
て
起
こ
っ

た
現
象
、
す
な
わ
ち
ペ
ル
シ
ア
人
や
イ
ン
ド
人
や
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル

の
宗
教
、中
国
の
道
徳
論
、そ
し
て
ロ
ー
マ
の
賢
王
ヌ
マ
〔
訳
注
：
位
・

前
七
一
五
―
前
六
七
六
／
二
〕
の
活
動
な
ど
の
並
行
現
象
に
魅
了
さ

れ
て
、こ
の
時
期
を
世
界
史
の
基
軸
と
な
る
時
代
と
表
現
し
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、「
人
類
は
唯
一
の
起
源
と
ひ
と
つ
の

目
標
を
持
つ
」
と
い
う
「
信
仰
テ
ー
ゼ
」
を
打
ち
出
し
た
の
で
す）
11
（

。

ピ
ッ
ツ
は
こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら）
11
（

、
自
分
の
歴
史

像
の
核
心
部
分
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
思
考
を
深
め
よ
う
と
意
識
的

に
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
の
相
互
理
解
へ
の
道
も
開
か
れ
た

の
だ
、
と
彼
は
い
い
ま
す
。
ピ
ッ
ツ
は
世
界
史
の
過
程
を
、
高
次
の

諸
文
化
が
野
蛮
な
周
辺
民
族
を
次
々
と
自
ら
の
呪
縛
の
中
に
取
り
込

ん
で
い
く
こ
と
で
お
互
い
に
接
触
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
過
程
と

し
て
想
い
描
い
て
い
る
の
で
す）
11
（

。
彼
の
著
作
は
、
世
界
史
の
こ
の
時

期
の
始
ま
り
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
世
界
史
と
関
わ
る
限
り
に
お
い
て

扱
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
同
書
は
、
遊
牧
民
、
と
り
わ
け
中
央
ア

ジ
ア
の
サ
ル
マ
テ
ィ
ア
人
の
地
中
海
世
界
へ
の
進
出
と）
11
（

、
ロ
ー
マ
の

碑
文
が「
世

オ
ル
ビ
ス

ナ

レ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ト
ル

界
の
回
復
者
」と
称
え
た
皇
帝
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス〔
位

二
七
〇
―
二
七
五
〕
の
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の

で
す）
11
（

。

　
た
と
え
こ
の
よ
く
ま
と
ま
っ
た
歴
史
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
多
く
の
読

者
に
と
っ
て
魅
惑
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
た
異
論
を
も

掻
き
立
て
ま
す
。
批
判
は
こ
の
歴
史
叙
述
が
要
求
す
る
包
括
性
に
対

し
て
、
つ
ま
り
、
世
界
を
全
体
と
し
て
、
そ
し
て
一
体
的
な
も
の
と

し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
普
遍
史
の
全ホ
リ
ス
ム
ス

体
論
に
対
し
て
な
さ
れ
る
で

し
ょ
う）
11
（

。
こ
の
歴
史
思
想
は
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
史
の
伝
統
の
中
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
救
済
史
の
世
俗
化
し
た
変
種
と
さ

れ
ま
す
。
古
代
史
家
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
マ
イ
ア
ー
（Christian 

M
eier

）
は
、
す
で
に
一
九
八
八
年
に
、
諸
々
の
歴
史
や
、
個
々
の

世
界
文
化
の
偉
大
な
生
成
物
が
そ
の
内
部
で
止
揚
さ
れ
る
、
一
体

性
を
も
っ
た
全
体
と
し
て
の
普
遍
史
と
い
う
理
念
に
決
別
し
て
お

り
、
そ
の
代
わ
り
に
「
複
数
の
歴
史
、
複
数
の
過
去
か
ら
な
る
ひ

と
つ
の
世
界
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
ま
す）
1（
（

。
マ
イ
ア
ー
と
同

じ
意
味
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
（Reinhart 

K
oselleck

）
も
ま
た
、
新
し
い
歴
史
叙
述
が
、
一
八
世
紀
後
半
の

状
況
に
、
す
な
わ
ち
普

ウ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ウ
ー
リ
ス

ナ

ヒ
ス
ト
リ
ン

遍

史
が
い
ま
だ
無
数
の
叙
述

さ
れ
た
歴
史
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
時
代
に
立
ち
返
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す）
11
（

。
彼
に
よ
れ
ば
単
数
形
の
集
合
名
詞

で
あ
る
「
歴
史G

eschichte

」
は
、
一
七
六
〇
年
か
ら
八
〇
年
の

間
に
よ
う
や
く
普
及
し
ま
し
た
。
そ
し
て
近
代
と
い
う
時
代
は
、
多

く
の
歴
史
を
ひ
と
つ
の
歴
史
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、一
体
化
、

普
遍
化
、
全
体
化
を
促
す
容
赦
の
な
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ

ま
す
。
私
は
こ
う
し
た
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
理
解
を
疑
う
気
は
あ
り
ま
せ
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ヨ
ー
ロ
ッ
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神
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世
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け
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文
化
の
一
体
性
の
問
題
（
ボ
ル
ゴ
ル
テ
）

ん
し
、
ま
た
、
こ
う
し
た
理
解
を
真
面
目
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
中

世
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
総
じ
て
前
近
代
に
関
し
て
、
ひ
と
つ
の
完

結
し
た
、
一
体
性
を
も
っ
た
歴
史
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
は
相

応
し
く
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
単
一
の
中
世
文
化
で
は
な
く
、
三

つ
の
中
世
文
化
と
書
い
た
と
き
、
ピ
ッ
ツ
は
確
か
に
そ
の
こ
と
を
考

慮
し
て
い
た
の
で
す
が
、
も
と
も
と
普
遍
的
な
単
一
世
界
と
い
う
趣

を
も
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
中
海
世
界
に
、
そ
し
て
こ
の
世
界
の
目
的

志
向
的
な
歴
史
的
連
続
性
の
な
か
に
古
代
末
期
と
中
世
初
期
の
歴
史

を
嵌
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。

　
し
か
し
、
歴
史
の
完
結
性
や
全
体
性
と
共
に
、
歴
史
の
一
体
性
に

つ
い
て
語
る
こ
と
も
い
っ
さ
い
諦
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。
実
際
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
界
で
は
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な

要
求
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
は
間
違
っ
た
道
だ
と
思
い

ま
す）
11
（

。
学
問
の
使
命
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
多
種
多
様
な
現
象
を

整
理
し
、
一
体
性
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

歴
史
学
に
お
い
て
つ
ね
に
対
象
と
な
る
の
は
、
思
考
上
の
一
体
性
、

仮
説
的
な
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
て
、
客
観
的
で
「
存オ
ン
テ
ィ
･
シ
ュ

在
的
」
な
実
体

と
し
て
の
一
体
性
で
は
あ
り
ま
せ
ん）
11
（

。
こ
の
思
考
上
の
一
体
性
は
常

に
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
他
の
選
択
肢
を
持
た
な
い
ま

ま
存
在
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
ど
ん
な
一
体

性
の
ア
イ
デ
ア
に
も
矛
盾
が
内
在
し
て
い
る
点
を
別
に
す
る
と
し
て

も
、
一
体
性
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
複
数
併
存
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ

で
は
重
要
な
の
で
す
。お
よ
そ
見
通
せ
る
範
囲
に
限
定
し
て
い
え
ば
、

歴
史
学
が
さ
し
あ
た
り
追
い
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
単
数
形

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
で
は
な
く
、
複
数
形
で
表
さ
れ
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
諸
々
の
歴
史
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
歴
史
学

が
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
歴
史
像
と
は
、
そ
の
内
部
に
生
ず
る
避

け
が
た
い
歪
み
の
ゆ
え
に
、
対
立
す
る
ア
イ
デ
ア
を
自
ら
喚
起
し
て

し
ま
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
す）
11
（

。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
の
ど
の
よ
う
な
歴
史
解
釈
や
歴
史
叙
述

も
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
構
図
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
構

図
は
そ
の
諸
前
提
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
有
効
で
あ
る

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
構
図
を
発
案
す
る
自
由
は
制
限
さ
れ

て
お
り
、
発
案
の
恣
意
性
を
経
験
と
伝
統
が
防
い
で
く
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
境
界
と
い
う
重
要
な
問

題
に
つ
い
て
当
て
は
ま
り
ま
す）
11
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
西
側
で
は
海
岸
線

に
よ
っ
て
範
囲
を
規
定
さ
れ
ま
す
が
、
東
側
の
境
界
は
未
決
の
ま
ま

開
か
れ
て
い
る
と
い
う
合
コ
ン
セ
ン
ウ
ス意

が
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
古
代
の
地
理
学

者
た
ち
の
時
代
か
ら
今
日
ま
で
成
立
し
て
い
ま
す
。
一
九
世
紀
初
頭

以
降
、
ア
ジ
ア
は
ウ
ラ
ル
山
脈
の
向
こ
う
側
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ

と
で
た
し
か
に
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
し

か
し
ど
こ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
属
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
個
別
に
確

定
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
や
中
国
、
日
本
、
ま
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た
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
も
自
分
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
で
あ
る
と
は

主
張
で
き
な
い
し
、
ロ
シ
ア
や
ト
ル
コ
が
自
ら
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸

の
一
部
と
見
な
し
て
も
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
見
な
し
た
い
の
か
と

い
う
こ
と
も
、
き
わ
め
て
議
論
の
余
地
の
あ
る
問
題
で
す）
11
（

。

　
た
し
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
思
考
上
で
規
定
さ
れ
た
単
体
と
見
な
す

こ
と
は
可
能
で
す
が
、
そ
れ
は
恣
意
的
に
定
義
で
き
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
経
験
と
合
意
が
構
図
を
描
く
範
囲
を
制
限
し
て
い
る
の

で
す
。
と
は
い
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
を
地
理
的
・
歴
史
的
に
議
論

の
余
地
の
な
い
統
一
体
と
し
て
描
く
た
め
に
は
、
諸
々
の
伝
統
は
十

分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
国
民
の
歴
史
に
配
慮

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
東
側
の
境
界
が
曖
昧
と
な
る
こ
と
は
認
め
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的
な
観
点
に
立
て
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
た
し
か
に

思
考
上
の
一
体
性
を
も
つ
の
で
す
が
、
自
己
完
結
し
た
統
一
体
で
は

決
し
て
な
い
の
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
認
識
は
当
然
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
様
性
の
理
解
に
際
し

て
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
そ
の
都
度
固
有
な
か
た

ち
で
一
体
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
歴
史
学
の
側
か
ら
理
解
さ
れ
る
と

し
て
も
、
歴
史
家
は
こ
の
一
体
性
が
け
っ
し
て
完
全
な
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
歴
史
家
と

い
う
も
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
対
す
る
そ
の
人
独
自
の
見
方
と

矛
盾
す
る
特
色
に
も
同
時
に
注
意
を
促
す
場
合
に
の
み
、
信
頼
に
値

す
る
存
在
な
の
で
す
。し
か
し
全
体
性
が
要
求
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

自
己
完
結
し
た
体
系
の
基
礎
を
成
す
一
体
性
と
多
様
性
を
弁
証
法
的

に
論
じ
る
こ
と
も
ま
た
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
「
多
様
性
の
な
か
で
一
体
性
を
も
つ
存
在
」
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
思
考
上
の
全
体
性
の
中
に

解
消
す
る
こ
と
な
し
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
文
化
的
な
統
一
体
と
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
自
覚
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
歴
史
を
統
合
す
る
、
可
能
な
限
り
の
強

い
力
を
も
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
発
展
さ
せ
る
努
力
を
し
な
く
て
よ
い

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
問
題
の
解

決
に
最
も
成
果
が
上
が
る
見
込
み
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
宗
教
の
領

域
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
ま
す）
11
（

。
複
数
の
一
神
教
の
出
現
と
そ
の
際

の
キ
リ
ス
ト
教
の
主
導
的
な
役
割
ほ
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
歴
史

形
象
を
根
本
か
ら
特
徴
付
け
、
そ
の
先
史
時
代
や
同
時
代
の
世
界
の

別
の
地
域
か
ら
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
区
別
す
る
も
の
は
な
い
の
で

す）
11
（

。
逆
説
的
な
こ
と
に
、
ま
さ
に
ひ
と
り
の
造
物
主
へ
の
信
仰
こ
そ

が
、
つ
ま
り
絶
対
的
な
一
体
性
の
原
理
へ
の
信
仰
こ
そ
が
、
広
範
囲

に
及
ぶ
文
化
的
な
均
一
化
も
、
地
域
ご
と
の
独
自
性
や
差
異
も
生
み

出
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
中
世
の
宗
教

的
世
界
を
そ
れ
以
前
の
時
代
の
宗
教
的
世
界
か
ら
切
り
離
し
て
考
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
古
代
の
特
徴
は
複
数
の
神
々
へ
の
崇
拝
に
あ
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
神
教
と
中
世
に
お
け
る
文
化
の
一
体
性
の
問
題
（
ボ
ル
ゴ
ル
テ
）

り
ま
し
た）
11
（

。
こ
の
神
々
の
世
界
の
内
実
は
一
度
と
し
て
固
定
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
お
オ
ー
ブ
リ
ヒ
カ
イ
ト

上
が
市
民
に
要
求
し
た
の
は
、
た
だ
儀
式
を

忠
実
に
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
信
仰
を
公
に
表
明
す
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ロ
ー
マ
で
は
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
パ

ン
テ
オ
ン
が
新
し
い
神
々
を
受
容
す
る
能
力
を
示
し
て
お
り
、
そ
の

新
し
い
神
々
は
ユ
ピ
テ
ル
を
頂
点
と
す
る
カ
ピ
ト
ル
の
丘
の
三
神
の

周
り
に
疎
ら
に
群
が
っ
て
い
ま
し
た
。
戦
争
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
、
将
軍
は
敵
の
神
々
に
対
し
て
、
そ
の
庇
護
民
で
あ
る
敵
方

の
人
々
を
見
捨
て
て
自
分
に
引
き
渡
し
て
く
れ
る
な
ら
ロ
ー
マ
に
壮

麗
な
神
殿
を
建
て
る
と
約
束
し
て
、
味
方
に
な
る
よ
う
訴
え
か
け
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
カ
エ
サ
ル
や
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
以
降
は
皇
帝

自
身
が
神
格
化
さ
れ
ま
し
た）
1（
（

。
と
は
い
っ
て
も
、
古
代
の
異
教
が
際

限
な
く
寛
容
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん）
11
（

。
た
と
え
ば
、
ア
ウ

グ
ス
ト
ゥ
ス
の
時
代
の
著
作
で
は
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
に
対
す
る
オ
ク

タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
の
勝
利
は
、
ま
た
エ
ジ
プ
ト
の
神
々
に
対
す
る
ロ
ー

マ
の
神
々
の
勝
利
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
す）
11
（

。

　
国
家
の
安
泰
が
こ
の
神
々
へ
の
崇
拝
に
左
右
さ
れ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
人
は
そ
の
征
服
活
動
に
際
し
て
、
征
服
し
た
土

地
に
自
分
た
ち
の
神
と
慣
習
と
を
組
織
的
に
植
え
つ
け
よ
う
と
は
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
、
宗
教
は
兵
士
と
役
人
の
あ
と
を
追
う
形

で
、
ま
ず
イ
タ
リ
ア
に
、
そ
れ
か
ら
各
属
州
へ
と
広
ま
っ
た
の
で

す）
11
（

。外
部
か
ら
都
市
ロ
ー
マ
へ
と
流
入
し
た「
新
し
い
」祭
祀
も
ま
た
、

こ
の
ロ
ー
マ
か
ら
さ
ら
に
他
の
地
域
へ
と
広
め
ら
れ
ま
し
た
。
辺
境

で
ロ
ー
マ
の
軍
隊
は
「
蛮
族
」
に
遭
遇
し
ま
し
た
が
、
そ
の
蛮
族
も

ま
た
同
様
に
多
く
の
神
々
を
信
奉
し
て
い
ま
し
た
。
ア
ル
プ
ス
山
脈

の
北
側
で
は
こ
れ
は
「
ケ
ル
ト
人
」
や
「
ゲ
ル
マ
ン
人
」
の
こ
と
で

し
た）
11
（

。
こ
れ
ら
の
文
字
を
持
た
な
い
民
族
の
場
合
、
そ
の
宗
教
や
文

化
に
つ
い
て
の
ロ
ー
マ
人
の
評
価
は
、
基
本
的
に
は
彼
ら
が
認
識
し

得
た
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
ロ
ー
マ
人
は
蛮
族
の
世
界
を

自
ら
の
経
験
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
な
じ
み
の
な
い
神
々
に
自
分
た
ち

の
神
々
の
名
前
を
与
え
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
カ
エ
サ
ル
は
ガ
リ
ア

人
や
ゲ
ル
マ
ン
人
の
宗
教
を
、
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
や
ア
ポ
ロ
ン
、
マ
ル

ス
、
ユ
ピ
テ
ル
、
ミ
ネ
ル
ウ
ァ
、
ソ
ル
、
ウ
ル
カ
ヌ
ス
、
ル
ナ
と
い
っ

た
ロ
ー
マ
の
神
格
を
用
い
て
描
写
し
て
い
ま
す）
11
（

。
ロ
ー
マ
の
神
々
の

世
界
が
、
ロ

ロ
ー
マ
ー
ナ

ナ

イ
ン
テ
ル
プ
レ
タ
ー
テ
ィ
オ
ー

ー
マ
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
や
ケ
ル
ト

の
神
々
の
世
界
に
転
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
研
究
の
支
持
す
る

と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
崇
拝
の
多
様
性
が
あ
り
な
が
ら
も
き
ち
ん

と
完
結
し
組
織
立
て
ら
れ
た
神
々
の
世
界
が
、
ケ
ル
ト
人
や
ゲ
ル
マ

ン
人
の
も
と
で
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
は
、
今
日
で
は
疑
問
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
蛮
族
の
神
々
は
当
初
は
地
域
ご
と
に
崇

拝
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
ロ
ー
マ
人
と
の
接
触
に

よ
っ
て
初
め
て
、
地
域
を
越
え
た
い
く
つ
か
の
祭
祀
が
お
そ
ら
く
発

展
し
た
の
で
し
ょ
う）
11
（

。

　
最
近
の
研
究
は
、
ロ
ー
マ
人
や
ケ
ル
ト
人
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
宗
教
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性
の
特
徴
を
示
す
の
に
「
多
神
教
」
と
い
う
語
を
使
う
こ
と
を
避
け

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
護
教
論
者
に
よ
っ
て
初
め

て
造
り
出
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
時
代
の
概
念
で
、
異
教
と
戦
う
た

め
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す）
11
（

。
キ
リ
ス
ト
教
が
宗
教

性
の
よ
り
高
次
の
段
階
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
多
神
教
は
こ

れ
と
の
関
連
で
一
神
教
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
あ
る

い
は
ひ
と
つ
の
神
の
原
理
が
複
数
の
形
で
現
れ
た
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
日
の
宗
教
学
は
多
神
教
の
独

自
の
価
値
を
認
め
、
多
神
教
に
特
有
な
、
ひ
と
つ
の
文
化
へ
の
統
合

作
用
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
場
所

ご
と
の
神
が
地
域
的
あ
る
い
は
地
域
を
越
え
た
パ
ン
テ
オ
ン
に
吸
収

さ
れ
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
多
神
教
は
地
域
的
な
祭
祀
を
行
う
様
々

な
集
団
を
一
体
性
を
も
っ
た
よ
り
大
き
な
集
合
体
へ
と
結
集
さ
せ
る

の
に
寄
与
し
た
と
い
い
ま
す）
11
（

。
ケ
ル
ト
人
や
ゲ
ル
マ
ン
人
の
世
界
に

ロ
ー
マ
の
神
々
の
名
前
が
転
用
さ
れ
た
こ
と
も
、
宇
宙
が
自
立
し
た

多
く
の
神
々
の
諸
力
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
宗
教

が
ど
の
よ
う
な
統
合
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
暗
に
示
し

て
い
ま
す）
11
（

。
こ
れ
が
た
ん
に
学
問
上
の
空
論
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
、
中
世
の
聖
王
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
一
世
〔
キ
エ
フ
大
公
、
位
九
八
〇

―
一
〇
一
五
〕
の
物
語
が
さ
ら
に
示
し
て
い
ま
す）
1（
（

。
な
ぜ
な
ら
ウ
ラ

ジ
ー
ミ
ル
は
バ
ル
ト
海
と
黒
海
の
間
に
住
む
ル
ー
シ
の
総
支
配
者
と

し
て
、
九
八
八
年
に
臣
民
と
共
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
一
神
教
の
信

仰
を
受
け
入
れ
る
以
前
、
そ
の
多
民
族
か
ら
な
る
集
団
の
統
合
を
、

当
初
は
様
々
な
部
族
の
神
々
を
ひ
と
つ
の
異
教
的
な
パ
ン
テ
オ
ン
に

お
い
て
共
生
さ
せ
る
こ
と
で
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
す
。

　
多
数
の
神
々
へ
の
崇
拝
に
も
と
づ
い
て
多
様
性
を
認
め
る
と
い
う

現
象
は
、
ロ
ー
マ
あ
る
い
は
ゲ
ル
マ
ン
人
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
た
し
か
に
十
分
想
像
で
き
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
一
〇
世
紀
末

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
そ
う
し
た
多
様
性
の
承
認
は
も
は
や
明
ら
か

に
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
、
複
数
の
宗
教
が
平
等
に
併
存

す
る
宗
教
制
度
は
、
ヴ
ォ
ル
ガ
河
畔
の
ハ
ザ
ル
汗
国
で
最
後
に
み
ら

れ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
九
六
五
年
ま
で
ユ
ダ
ヤ
教
を
信
仰
す
る

可カ
ガ
ン汗
が
民
を
率
い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
民
自
身
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
や
キ
リ
ス
ト
教
、
あ
る
い
は
古
ト
ル
コ
の
テ
ン
グ
リ
へ
の
信
仰
を

表
明
し
て
い
ま
し
た）
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
間
、
一
神
教
的
な
啓
示

宗
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
非
常
に
強
力
に
な
り
、
い
つ
も
あ
ら

ゆ
る
民
族
に
自
ら
へ
の
帰
依
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
他
方
、
多
神
教
的
な
神
々
の
世
界
の
開
放
的
性
格
は
、
た
と
え
そ

れ
が
際
限
の
な
い
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
異
な
る
祭
祀
間
で
お

互
い
に
対
す
る
著
し
い
無
関
心
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
ニ
ー

チ
ェ
の
次
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。「
古
代

ギ
リ
シ
ア
人
は
規
範
的
な
神
学
を
も
た
な
か
っ
た
。
各
人
が
そ
れ
に

つ
い
て
詩
作
す
る
権
利
を
持
ち
、
自
ら
望
む
も
の
を
信
じ
る
こ
と
が

で
き
た）
11
（

」。
し
か
し
中
世
は
古
代
の
多
神
教
か
ら
顔
を
背
け
る
こ
と
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に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
多
神
教
の
代
わ
り
に
、
一
神
教
の
出
現
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
決
定
的
な
事
象
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ま

さ
し
く
中
世
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
誕
生
を
意
味
し
ま
し
た
。
ひ

と
つ
の
パ
ン
テ
オ
ン
に
座
す
る
多
く
の
神
々
に
対
し
て
、
あ
る
い
は

自
分
の
生
活
共
同
体
が
頂
く
あ
る
神
に
対
し
て
崇
拝
の
念
を
示
す
代

わ
り
に
、
天
地
を
創
造
し
た
唯
一
神
へ
の
信
仰
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

に
な
り
つ
つ
あ
る
人
々
に
要
求
さ
れ
た
の
で
す）
11
（

。
多
く
の
神
々
に
つ

い
て
語
る
神
話
や
多
く
の
神
々
の
併
存
を
無
関
心
に
許
容
す
る
神
話

と
は
異
な
り
、
一
神
教
の
造
物
主
が
有
す
る
普
遍
的
性
格
は
、
隣
人

が
神
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
に
誰
も
が
も
は
や
無
関
心
で
は
い

ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒

の
神
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
神
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
神
が
そ
れ
ぞ

れ
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
―
―
も
し
信
仰
に
お
い
て
一
貫

し
た
態
度
を
と
り
続
け
る
な
ら
ば
―
―
全
て
の
人
に
と
っ
て
ひ
と
り

の
、
そ
し
て
唯
一
の
神
の
み
が
存
在
し
た
の
で
す）
11
（

。
今
や
神
学
と
教

義
へ
の
取
り
組
み
も
避
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
聖

書
の
宗
教
的
伝
承
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
自
体
が
文
書
と
し
て
編
ま
れ

た
の
で
し
た
。

　
近
年
、
と
り
わ
け
エ
ジ
プ
ト
学
者
ヤ
ン
・
ア
ス
マ
ン
（Jan 

Assm
ann

）
が
一
神
教
へ
の
転
機
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
彼
は
そ
の
転
機
を
「
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
変
化

よ
り
も
決
定
的
な
」
転
換
点
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す）
11
（

。
ア
ス
マ

ン
に
よ
れ
ば
、そ
の
際
に
重
要
な
の
は
、ひ
と
り
の
神
と
多
く
の
神
々

の
間
の
区
別
で
は
な
く
、「
宗
教
に
お
け
る
真
実
と
偽
り
の
区
別
、

つ
ま
り
ひ
と
り
の
真
な
る
神
と
多
く
の
偽
り
の
神
々
、
真
実
の
教
え

と
誤
っ
た
教
え
、
知
と
無
知
、
信
心
と
不
信
心
の
区
別
」
で
し
た）
11
（

。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
一
神
教
へ
の
転
換
は
致
命
的
な
結
果
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
転
換
の
基
礎
に
あ
る
「
真
実
と
偽

り
」
に
つ
い
て
の
「
モ
ー
セ
の
区
別
」
は
、「
そ
れ
ら
が
受
容
さ
れ

る
後
代
の
歴
史
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
異
教
徒
の
区
別
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
異
教
徒
の
区
別
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
区

別
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
不
信
心
者
の
区
別
、
正
統
な
信
者
と
異
端

者
の
区
別
を
生
み
出
し
、
過
度
の
暴
力
と
流
血
と
い
う
形
態
を
と
っ

て
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
た
」
の
で
す）
11
（

。
一
神
教
は
、
不
寛
容
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
一
神
教
の
真
実

と
相
容
れ
な
い
と
感
得
さ
れ
る
も
の
は
何
か
、
そ
う
で
な
い
も
の
は

何
か
、
と
い
う
こ
と
を
一
神
教
は
明
確
に
把
握
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
と
ア
ス
マ
ン
は
い
う
の
で
す）
11
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
異
教
的
な
―
―

あ
る
い
は
多
神
教
的
な
―
―
宗
教
は
、
異
端
や
異
教
と
い
う
も
の
を

知
ら
な
か
っ
た
、
と
。

　
ア
ス
マ
ン
は
、
一
体
性
を
標
榜
す
る
一
神
教
は
、
そ
の
実
、
区
別

を
導
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
説
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
の
見
解

で
は
、
こ
の
こ
と
こ
そ
事
実
に
反
し
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
唯
一

神
信
仰
が
要
求
す
る
信
仰
告
白
や
、
そ
の
唯
一
神
信
仰
に
よ
っ
て
引
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史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

き
起
こ
さ
れ
た
宗
教
対
立
と
宗
教
摩
擦
は
、
ほ
と
ん
ど
尽
き
る
こ
と

の
な
い
争
い
の
源
で
し
た
。
し
か
し
、
一
神
教
は
妥
協
が
な
い
か
ら

こ
そ
他
者
認
識
の
た
め
の
貴
重
な
訓
練
の
場
と
も
な
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
こ
で
の
他
者
認
識
は
文
化
的
統
合
へ
と
十
分
通
じ
る
も
の
で

し
た
。
宗
教
が
ど
の
人
に
も
関
係
が
あ
り
、
一
神
教
が
ど
の
人
に
も

決
断
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
各
人
は
ま
た
宗
教
的
な

違
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ

教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
が
お
互
い
に
衝
突
し
た
り
争
っ
た
り
し
な
い
場

合
で
も
、
い
つ
も
そ
の
宗
教
の
内
部
で
何
が
正
し
い
信
仰
な
の
か
が

問
題
と
な
り
ま
し
た
。
シ
ス
マ
と
異
端
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ

ヤ
教
徒
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
共
通
に
有
す
る
正
統
信
仰
の
世
界
に

お
い
て
、
差
異
が
生
じ
る
潜
在
的
可
能
性
が
最
も
明
白
に
表
面
化
し

た
も
の
で
す）
11
（

。
他
方
、
こ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
過
小
評
価
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
宗
教
的
な
対
立
関
係
が
、
不
可
避
的
に
論
争
や
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
血
生
臭
い
殲
滅
戦
を
招
来
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
決
し

て
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
宗
教
と
の
相
違
を
容
認
す
る
こ
と
に
、
今
日

ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生
き
残
っ
て
き
た
こ
と
の
、
そ
し
て
と
り
わ
け

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
存
立
基
盤
が
あ
る
の
で
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
つ
の
一
神
教
の
な
か
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス

ト
教
は
ロ
ー
マ
期
に
帝
国
内
外
に
広
ま
り
ま
し
た
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
は
七
、八
世
紀
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
こ
に
加
わ
り
ま
し
た
。
こ

れ
ら
三
つ
の
宗
教
の
い
ず
れ
も
、
か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
完
全
に
支

配
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。キ
リ
ス
ト
教
も
ま
た
そ
う
な
の
で
す
。

ま
ず
モ
ー
セ
の
律
法
を
信
奉
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

い
て
居
場
所
を
求
め
ま
し
た）
1（
（

。
ロ
ー
マ
に
は
す
で
に
紀
元
前
に
は
ユ

ダ
ヤ
教
徒
の
集
落
が
あ
り
ま
し
た）
11
（

。
テ
ィ
ト
ゥ
ス
に
よ
る
イ
ェ
ル
サ

レ
ム
第
二
神
殿
の
破
壊
（
七
〇
年
）
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
先
祖
伝

来
の
居
住
地
域
か
ら
外
部
へ
と
移
住
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
動
き
が
そ

の
後
強
ま
り
、
彼
ら
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
小
ア
ジ
ア
や
ギ
リ
シ

ア
、
さ
ら
に
は
地
中
海
西
部
に
ま
で
達
し
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、「
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ム
」、
つ
ま
り
ス
ペ
イ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
教
が
そ
の

宗
教
と
文
化
の
最
初
の
中
心
地
を
形
成
し
ま
し
た
。
三
世
紀
に
は
南

フ
ラ
ン
ス
の
諸
都
市
に
も
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
定
住
が
証
明
さ
れ
て
い
ま

す）
11
（

。
中
世
初
期
を
通
じ
て
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
や
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
征
服
活
動
は
広
範
囲
に
わ
た
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の

集
落
の
移
動
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
移
動
は
そ
の
後
何
度
も
繰
り
返

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
で
見
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
彼
ら
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
到
達
し
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
〇
六
六
年
以
後
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
し）
11
（

、
一
方
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
い
な
い
も
同
然
で

し
た）
11
（

。
ド
ニ
エ
プ
ル
川
や
ド
ン
川
、
ヴ
ォ
ル
ガ
川
の
流
域
で
半
遊
牧

民
生
活
を
営
む
ト
ル
コ
系
民
族
ハ
ザ
ル
人
の
国
家
で
あ
る
ハ
ザ
ル
汗

国
を
除
け
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
け
っ
し
て
国
家
の
指
導
的
地
位
に
達
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す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ユ
ダ
ヤ

教
徒
が
共
同
で
生
活
し
、
共
同
体
を
形
成
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
彼
ら

は
微
々
た
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム

教
の
君
主
や
、
そ
の
他
の
信
仰
を
持
つ
宗
教
的
指
導
者
の
好
意
に
依

存
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
決
定
的
な
役
割
を

演
じ
た
と
い
う
事
実
は
中
世
に
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
す）
11
（

。
彼
ら
は

自
分
た
ち
が
流
刑
の
境
遇
に
あ
る
と
感
じ
て
お
り）
11
（

、
実
際
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
常
に
他
の
人
々
の
取
引
の
対
象
で
し
た
。
他
の
ふ
た
つ
の
宗

教
と
は
異
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
共
同
体
の
増
大
は
、
改
宗
や
ま
し

て
や
征
服
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
せ
い
ぜ
い

外
部
か
ら
の
移
住
や
自
ら
産
み
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も

の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た）
11
（

。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
と
り
わ
け
同
じ
土

地
に
住
む
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
隔
て
た
も
の
は
、

彼
ら
の
儀
礼
的
慣
行
や
独
自
の
祝
祭
、
厳
格
な
戒
律
な
ど
で
し
た

が）
11
（

、
し
か
し
彼
ら
は
お
互
い
の
間
で
も
緩
や
か
な
共
同
体
を
形
成
し

て
い
る
だ
け
で
し
た
。
時
折
、権
力
が
集
中
す
る
兆
し
が
現
れ
た
り
、

特
定
の
学
イ
ェ
シ
ー
バ
ー院

が
一
時
的
に
支
配
的
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た

が
、
共
同
体
の
権
威
主
義
的
秩
序
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た

の
で
す）
11
（

。

　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
つ
ね
に
社
会
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
す
ぎ
な
か
っ
た

の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
社
会
の
多
数

派
と
な
る
こ
と
も
少
数
派
と
な
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
し
た）
1（
（

。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
化
は
、
使
徒
パ
ウ
ロ
が
マ
ケ
ド
ニ
ア
や
ギ
リ

シ
ア
に
お
い
て
ピ
リ
ピ
や
テ
サ
ロ
ニ
ケ
、
コ
リ
ン
ト
へ
伝
道
の
旅
を

し
た
こ
と
（
四
九
／
五
一
年
）
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
南
と
西
か
ら
漸

進
し
ま
し
た
が
、
そ
の
教
化
の
努
力
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
と
り

わ
け
多
神
教
信
者
の
改
宗
に
集
中
し
て
い
ま
し
た）
11
（

。
中
世
に
お
け
る

こ
の
活
動
の
終
着
点
と
な
っ
た
の
が
、
一
三
八
六
年
の
リ
ト
ア
ニ
ア

の
改
宗
で
す）
11
（

。
他
方
で
、
す
で
に
そ
の
前
の
一
三
世
紀
に
多
宗
教
で

宗
教
に
無
頓
着
な
モ
ン
ゴ
ル
人
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド

や
ク
マ
ニ
ア
、
そ
し
て
ヴ
ォ
ル
ガ
川
中
流
域
の
い
く
つ
か
の
民
族
の

キ
リ
ス
ト
教
化
が
阻
ま
れ
て
い
ま
し
た）
11
（

。

　
キ
リ
ス
ト
教
化
を
完
遂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
教
会
の
歴
史
に
は
常

に
一
体
性
が
欠
け
て
い
ま
し
た
。
す
で
に
使
徒
に
続
く
時
代
の
キ
リ

ス
ト
教
共
同
体
は
シ
ス
マ
と
異
端
を
最
も
危
惧
し
ま
し
た
が
、
階
層

構
造
や
組
織
に
お
け
る
分
裂
が
問
題
と
な
る
シ
ス
マ
と
信
仰
問
題
に

お
け
る
別
見
解
が
問
題
と
な
る
異
端
は
最
初
か
ら
は
っ
き
り
と
は
区

別
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た）
11
（

。
正
統
教
義
を
巡
る
激
し
い
争
い
の
中
で
、

二
世
紀
に
異
端
者
を
論
難
す
る
最
初
の
論
文
が
書
か
れ
ま
し
た）
11
（

。
最

も
重
大
で
あ
っ
た
シ
ス
マ
は
、
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
す
る

限
り
で
は
、
ラ
テ
ン
＝
ロ
ー
マ
教
会
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
分
裂
で

し
た
。
こ
の
シ
ス
マ
は
二
つ
の
皇
帝
陣
営
間
の
対
立
関
係
と
、
初
期

キ
リ
ス
ト
教
の
総
大
司
教
座
間
の
対
立
に
根
ざ
し
て
い
ま
し
た
が
、

一
〇
五
四
年
に
は
決
定
的
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た）
11
（

。



－  64  －－  65  －

史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

　
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
進
出
し
た
時
、
彼
ら
は
も
は

や
多
神
教
の
信
者
と
は
ほ
と
ん
ど
争
う
必
要
が
な
く
、
た
だ
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
の
み
争
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
信
仰
の
戦
士
た
ち
は
、
七
一
一
年
に
北
ア
フ
リ
カ
か
ら
ジ

ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
を
渡
る
前
に
、
す
で
に
ア
ラ
ビ
ア
か
ら
ダ
マ
ス
カ

ス
、
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
を
征
服
し
て

い
ま
し
た
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
占
領
に
は
何
度
も
失

敗
し
て
い
ま
し
た）
11
（

。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ア
ラ
ブ
人
と
ベ
ル
ベ
ル

人
が
同
じ
く
短
期
間
で
西
ゴ
ー
ト
人
の
キ
リ
ス
ト
教
王
国
を
滅
ぼ

し
、
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
に
至
る
ま
で
の
ほ
ぼ
全
ス
ペ
イ
ン
を
占
領
す
る

こ
と
に
成
功
し）
11
（

、
そ
の
後
ま
も
な
く
シ
チ
リ
ア
を
も
征
服
し
ま
し

た）
（11
（

。
他
方
で
、
ス
ペ
イ
ン
の
ア
ス
ト
ゥ
リ
ア
ス
地
方
に
外
来
の
支
配

者
た
ち
に
抵
抗
す
る
小
さ
な
拠
点
が
成
立
し
、
そ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト

教
徒
は
自
ら
の
故
地
の
再
征
服
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

レ
コ
ン
キ
ス
タ
は
そ
の
後
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
続
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
が
、
一
二
一
二
年
の
軍
事
的
勝
利
〔
ラ
ス
・
ナ
バ
ス
・
デ
・
ト

ロ
サ
の
戦
い
〕
が
一
つ
の
突
破
口
で
し
た
。
そ
の
勝
利
に
よ
っ
て
、

ス
ペ
イ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
グ
ラ
ナ
ダ
へ
と
後
退
さ
せ
ら
れ
た

の
で
す）
（1（
（

。
ほ
ぼ
同
時
期
に
ノ
ル
マ
ン
人
が
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
が
「
サ
ラ
セ
ン
人
」
を
シ
チ
リ
ア
か
ら
排
除
し
ま

し
た）
（10
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
、
中
世
後
期
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
東
南
部
の
重
要
な
民
族
と
国
々
を
獲
得
し
ま
し
た
。
す
で
に

一
〇
世
紀
初
頭
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
受
け
入
れ
、
王
国
を
建
て
て
い

た
ヴ
ォ
ル
ガ
・
ブ
ル
ガ
ー
ル
人
は
、
確
か
に
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
っ

て
征
服
さ
れ
は
し
ま
し
た
。
し
か
し
今
や
キ
リ
ス
ト
教
ル
ー
シ
の

大
部
分
を
も
服
属
さ
せ
た
「
黄
金
の
オ
ル
ド
（
金

ハ
ン

ナ

キ
プ
チ
ャ
ク帳
汗
国
）」
で

は
、
支
配
者
の
ハ
ン
自
身
〔
ジ
ョ
チ
・
ウ
ル
ス
第
五
代
ベ
ル
ケ
（
位

一
二
五
七
―
六
六
）〕
が
ま
も
な
く
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
改
宗
し
た
の

で
す
（
一
二
五
七
／
六
六
年）
（10
（

）。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
勢
力
圏
は
ド

ニ
エ
プ
ル
川
の
向
こ
う
側
に
ま
で
押
し
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に

決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
な
っ
た
ト
ル
コ
人
に
よ

る
一
三
五
四
年
以
降
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
お
よ
び
バ
ル
カ
ン
半
島
へ
の

進
出
と
占
領
で
す
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、
一
四
五
三
年
に
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
陥
落
さ
せ
、
最
終
的
に
ビ
ザ
ン
ツ
と
い
う
キ
リ

ス
ト
教
帝
国
に
取
っ
て
代
わ
り
ま
し
た）
（10
（

。
つ
ま
り
中
世
末
期
に
は
キ

リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
居
住
境
界
線
は
、
以
前
と
は
違
う
地

点
を
通
る
と
は
い
え
、
相
変
わ
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
貫
い
て
走
っ
て

い
た
の
で
す
。

　
三
つ
の
一
神
教
は
原
則
的
に
は
お
互
い
を
容
認
し
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
信
者
た
ち
は
他
の
一
神
教
の
信
者
に
様
々
な
方
法
で
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
ま
し
た
。最
も
守
勢
に
あ
っ
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
し
た
。

こ
れ
は
、た
ん
に
彼
ら
が
自
ら
を
選
ば
れ
た
民
と
見
な
し
、ヤ
ハ
ウ
ェ

と
契
約
を
結
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
と
い
う
の
も
、古
代
ロ
ー
マ
時
代
ま
で
彼
ら
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
、
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
神
教
と
中
世
に
お
け
る
文
化
の
一
体
性
の
問
題
（
ボ
ル
ゴ
ル
テ
）

世
界
を
創
造
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
へ
の
信
仰
告
白
に
他
の
民
族
も

加
わ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
余
裕
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
す）
（10
（

。
も
っ
と

も
、
紀
元
七
〇
年
の
蜂
起
が
失
敗
に
終
わ
り
、
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
か
ら

追
放
さ
れ
る
と
〔
前
述
の
テ
ィ
ト
ゥ
ス
に
よ
る
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
第
二

神
殿
の
破
壊
〕、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
流
浪
の
時
代
が
つ
い
に
始

ま
り
ま
す
。
こ
の
時
代
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
各
方
面
へ
の
拡
散
に

対
応
す
る
た
め
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
へ
の
改
宗
者
を
増
や
す
運
動
に
よ
っ

て
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
す
る
こ
と
が
重
要
な
関
心
事

と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
中
世
に
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー

ム
教
か
ら
改
宗
し
た
者
の
数
は
、
ほ
と
ん
ど
と
る
に
足
り
な
い
も
の

だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
た
い
て
い
は
何
人
か
の
名
前
が
知
ら
れ
て
い
る

だ
け
で
す）
（10
（

。
自
ら
の
国
家
を
後
ろ
盾
に
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
微
々

た
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
状
態
に
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
共
同
体
は
、

他
の
信
仰
を
も
つ
多
数
派
の
も
と
で
布
教
の
攻
勢
に
打
っ
て
出
る
こ

と
な
ど
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
イ

ス
ラ
ー
ム
教
が
背
教
に
対
し
て
死
刑
を
も
っ
て
脅
し
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
で
さ
え
も
同
様
の
死
と
い
う
運
命
を
改
宗
に
よ
っ
て
被
る
可
能
性

が
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
活
動
を
制
限
し
ま
し

た）
（10
（

。
　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
も
異
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

に
は
諸
民
族
を
改
宗
さ
せ
て
そ
の
宗
教
を
拡
大
す
る
使
命
が
課
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
福
音
史
家
マ
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
復

活
し
た
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
包
括
的
な
布
教
の
任
務
を
与
え
、
そ

の
た
め
に
彼
ら
に
助
力
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
ま
し
た
。「
私
に

は
天
上
と
地
上
と
の
、す
べ
て
の
権
能
が
与
え
ら
れ
た
。そ
こ
で
行
っ

て
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
を
弟
子
と
せ
よ
。
彼
ら
に
父
と
子
と
聖
霊
の
名

に
お
い
て
洗
礼
を
授
け
、
私
が
あ
な
た
た
ち
に
指
示
し
た
す
べ
て
の

こ
と
を
守
る
よ
う
に
、
彼
ら
に
教
え
よ
。
そ
し
て
見
よ
、
こ
の
私
が
、

世
の
終
わ
り
ま
で
、
す
べ
て
の
日
々
に
わ
た
り
、
あ
な
た
た
ち
と
共

に
い
る
の
で
あ
る
」（
マ
タ
イ
伝
二
八
章
一
八
―
二
〇
節
）
と
。
研

究
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
種
の
包
括
的
な
布
教
命
令

は
高
等
宗
教
の
な
か
で
は
特
異
な
も
の
で
し
た）
（10
（

。
と
は
い
え
、
そ
の

布
教
命
令
は
た
め
ら
い
が
ち
に
実
行
に
移
さ
れ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

福
音
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
異
教
徒
の
ロ
ー
マ
人

に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
は
、
最
初
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
間
に
葛
藤
な
し
に
広
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

し
て
同
様
の
こ
と
は
、
で
き
た
ば
か
り
の
教
会
が
ロ
ー
マ
帝
国
外
の

蛮
族
へ
の
布
教
に
向
か
う
場
合
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
し
か
し
ま

た
、
こ
れ
ら
の
民
族
の
改
宗
に
は
古
代
と
は
異
な
る
布
教
の
方
法
も

必
要
と
さ
れ
ま
し
た）
（10
（

。
古
代
の
世
界
で
は
、
改
宗
は
一
般
に
個
人
に

よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
え
に
従
え

ば
、
改
宗
は
自
発
的
に
行
わ
れ
、
洗
礼
の
前
に
は
す
で
に
心
の
内
で

改
宗
が
完
遂
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
説
教

に
よ
っ
て
改
宗
候
補
者
が
得
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
者
は
洗
礼
を
受
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け
る
前
に
、
さ
ら
に
受
洗
準
備
教
育
も
一
通
り
終
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
今
や
、
ゲ
ル
マ
ン
人
や
そ
の
他
の
帝
国

周
縁
部
の
諸
民
族
の
も
と
で
は
、
組
織
的
な
布
教
が
個
人
の
改
宗
に

取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、
集
団
全
体
に
目

標
が
定
め
ら
れ
、
王
や
貴
族
な
ど
、
つ
ま
り
民
族
や
部
族
、
ジ
ッ
ペ

の
ト
ッ
プ
か
ら
布
教
が
開
始
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
下
に
向
か
っ
て
」

布
教
が
及
ぼ
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
布
教
は
、
個
々
人
に
改
宗

す
る
か
ど
う
か
を
自
分
自
身
で
決
め
る
余
地
を
ほ
と
ん
ど
残
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
布
教
活
動
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
と

さ
れ
た
の
は
洗
礼
で
す
が
、
洗
礼
を
準
備
す
る
宗
教
教
育
は
省
略
さ

れ
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
拡
散
す
る
際
、

す
で
に
頻
繁
に
彼
ら
と
遭
遇
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
異
教
徒

に
対
す
る
の
と
は
異
な
っ
た
態
度
で
対
処
し
ま
し
た
。
そ
の
振
る
舞

い
を
基
礎
づ
け
た
の
は
、
こ
こ
で
も
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
学

理
論
で
し
た）
（（1
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
教
会
に
と
っ
て
保

護
す
る
価
値
が
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
ユ

ダ
ヤ
教
徒
は
キ
リ
ス
ト
の
受
難
が
彼
ら
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
、
つ
ま
り
彼

ら
の
先
祖
の
所
為
で
あ
る
こ
と
を
離
散
生
活
と
い
う
か
た
ち
で
証
明

し
て
い
た
か
ら
で
す
。
他
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
こ
の
モ
ー
セ
の

宗
教
の
信
奉
者
た
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
旧
約
の
律
法
の
守
り
手
と
し
て

尊
重
し
て
い
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
、
ま
さ
に
律
法
の
守
り
手
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
が
可
能
に
し
た
神
と
人
間

と
の
新
た
な
契
約
を
指
し
示
し
て
い
た
の
で
す
。
最
終
的
に
、
使
徒

パ
ウ
ロ
の
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
世
の
終
わ
り
に

は
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
だ
ろ
う
と
予
言
し
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
関
係
は
、
つ
ね
に
ア
ン
ビ

ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
一
方
で
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
救

済
史
の
協
力
者
で
あ
り
証
人
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
他
方
で
は

神
を
殺
し
た
者
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。
中
世
で
は
強
制
洗
礼
は
教
会

法
で
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
殺
す
こ
と
も
き
っ
ぱ

り
と
否
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
追
放
に
関
し
て
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た）
（（（
（

。
そ
れ
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ユ
ダ
ヤ

教
徒
が
恒
常
的
な
定
住
を
望
ん
だ
ど
の
場
所
に
お
い
て
も
、
彼
ら
に

対
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
暴
力
行
為
が
起
こ
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト

教
君
主
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
保
護
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
世
俗
権
力
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
保
護
が
彼
ら
へ
の
暴
力
を
い
つ

も
予
防
し
た
り
阻
止
し
た
り
で
き
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
す）
（（0
（

。

　
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
は

こ
れ
ま
た
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
や
り
方
で
、
そ
の
普
遍
的
な
布

教
の
使
命
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
世
界
を

「
イ

ン
ル
＝
イ
ス
ラ
ー
ム

ナ

ダ
ー
ルス

ラ
ー
ム
の
家
」
と
「
戦
ン
ル
＝
ハ
ル
ブ

ナ

ダ
ー
ル

争
の
家
」
と
い
う
二
つ
の
部
分
に

分
割
し
て
い
ま
し
た
し
、
今
も
分
割
し
て
い
ま
す）

（（0
（

。
理
論
的
に
は
、

前
者
の
、
す
で
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
支
配
下
に
あ
る
部
分
は
、
い
ま
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だ
に
改
宗
し
て
い
な
い
後
者
の
部
分
と
恒
常
的
な
交
戦
状
態
に
あ
り

ま
す
。
ム
ハ
ン
マ
ド
を
模
範
と
す
れ
ば
、
敵
が
強
す
ぎ
て
自
軍
の
力

が
十
分
で
は
な
い
場
合
、こ
の
戦
争
は
一
時
的
に
中
断
さ
れ
得
ま
す
。

ク
ル
ア
ー
ン
の
教
え
に
従
え
ば
、
異
教
徒
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
受
け

入
れ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
死
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
こ
の
こ
と
は
「
啓
典
の
民
」、
な
か
ん
ず
く
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
征
服
さ
れ
た

キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
自
身
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
な
ら
な

く
て
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
支
配
が
押
し
広
げ
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
事
足

り
た
の
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
啓
典
の
民
と
の
間
の
契
約
は
、

後
者
に
宗
教
施
設
と
世
俗
の
財
産
の
完
全
所
有
を
保
証
し
ま
し
た
。

彼
ら
は
国
の
「
庇ズ
ィ
ン
ミ
ー

護
民
」
と
な
り
、
そ
の
代
償
と
し
て
人ジ

ズ

ヤ

頭
税
と

地ハ
ラ
ー
ジ
ュ
租
を
国
に
支
払
い
ま
し
た
。
こ
の
関
係
に
と
っ
て
重
要
な
法
的
基

礎
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
第
九
章
ス
ー
ラ

二
九
節
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、啓
典
を
保
持
し
て
き
た
人
々
に
対
し
て
は
、

「
彼
ら
が
手
ず
か
ら
お
ず
お
ず
と
貢
ぎ
物
を
納
め
る
ま
で
は）
（（0
（

」、
戦
争

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ル
ア
ー
ン
は
決
し
て
変
更
し
得

な
い
神
の
啓
示
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ

ヤ
教
徒
あ
る
い
は
そ
の
他
の
啓
典
の
民
に
関
す
る
限
り
、
宗
教
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
は
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
他
に
例
を
見
な
い
や
り
方

で
法
的
に
保
護
さ
れ
て
い
た
の
で
す）
（（0
（

。
と
は
い
え
、
征
服
さ
れ
た
啓

典
の
民
は
、
い
わ
ば
「
二
等
市
民
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
実
際
、
彼
ら
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
法
的
に
同
等
の
地

位
を
獲
得
で
き
た
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
す
る
場
合
に
限
ら
れ

て
い
た
の
で
す）
（（0
（

。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
領
主
は
、
そ
れ
が
中
世
初
期
の

ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
で
あ
れ
、
一
四
、一
五
世
紀
以
降
の
オ
ス
マ
ン

帝
国
に
お
い
て
で
あ
れ
、
先
住
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
大
量
に
改
宗
さ

せ
る
こ
と
に
大
抵
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
し
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
そ
の

改
宗
も
け
っ
し
て
強
制
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た）
（（0
（

。
多
く
の
場
合
、
租
税
収
入
や
貢
ぎ
物
の
ほ
う
が
彼
ら
に
と
っ
て

は
よ
ほ
ど
魅
力
的
に
映
っ
た
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
イ
ベ
リ
ア
半

島
や
バ
ル
カ
ン
半
島
も
数
世
紀
か
け
て
徐
々
に
イ
ス
ラ
ー
ム
化
さ
れ

た
の
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
犠
牲
を
強
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
プ

ロ
セ
ス
は
い
つ
に
な
っ
て
も
完
了
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
神
教
が
、
こ
の
三
つ
の
宗
教
の
信
者

を
お
互
い
に
対
す
る
絶
え
間
な
い
暴
力
行
為
に
駆
り
立
て
た
の
で
は

決
し
て
な
い
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
支
配
下
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と

い
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
教
会
の
諸
原
則
と
世
俗
法
に
よ
っ
て
護
ら
れ

て
い
ま
し
た
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
支
配
下
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
宗
教
的
な
啓
示
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た

優
先
的
な
地
位
を
享
受
し
て
い
ま
し
た
。
近
年
の
研
究
は
、
支
配
さ

れ
て
い
る
宗
教
集
団
が
被
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
社
会
的
・
政
治
的

な
不
利
益
を
無
視
は
し
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
歴
史
家
の
認
識
に
お
い

て
、
抑
圧
や
迫
害
、
追
放
、
殺
害
と
い
っ
た
事
象
の
背
後
に
あ
ま
り
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史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

に
も
長
く
退
い
て
い
た
あ
る
長
期
的
局
面
を
指
摘
し
て
い
ま
す）

（（0
（

。
す

な
わ
ち
そ
れ
は
異
な
る
信
者
の
共
生
と
い
う
長
期
的
局
面
で
す
。
た

と
え
ば
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
た
し

か
に
「
対
立
す
る
文
化
」
や
「
お
互
い
に
対
す
る
排
他
性
」
と
い
う

言
い
方
が
さ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
ま
た
双
方
の
宗
教
共
同
体
の
あ
い

だ
で
「
文
化
が
借
用
さ
れ
る
日
常
」
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す）
（（0
（

。
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
現
代
の
あ
る
歴
史
家
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
通
常
の
隣
人
関
係
は
史
料
か
ら
様
々
な
か

た
ち
で
推
定
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
ひ
と
つ
の
家
に
共
同
で
暮

ら
す
こ
と
に
始
ま
り
、
他
人
の
家
に
泊
ま
っ
て
、
家
族
の
慶
事
に
参

加
し
、
時
に
は
お
互
い
に
贈
物
を
し
た
り
、
一
緒
に
賭
け
や
カ
ー
ド

遊
び
を
し
た
り
す
る
こ
と
を
経
て
、
普
段
の
神
聖
な
安
息
日
の
静
け

さ
を
破
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
、
火
災
や
強
盗
、
攻
撃
な
ど
の
緊
急

事
態
に
お
い
て
自
明
の
援
助
を
行
う
こ
と
に
至
る
ま
で）
（01
（

」
と
。
そ
し

て
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
南
東
部
の
史
料
か
ら
証
拠
を
引
い
て
く
る
と
す

れ
ば
―
―
一
一
世
紀
初
頭
の
ビ
ザ
ン
ツ
で
は
、
ペ
ル
シ
ア
出
身
の
あ

る
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ま
さ
し
く
破
廉
恥
だ
と
感

じ
た
よ
う
な
自
由
さ
え
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
享
受
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。「
ロロ
マ
イ
オ
イ

ー
マ
人
は
自
分
た
ち
の
国
に
膨
大
な
数
の
ユ
ダ
ヤ
教

徒
が
住
む
こ
と
を
許
容
し
た
。
ロ
ー
マ
人
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
保
護
を

与
え
、
彼
ら
が
お
お
っ
ぴ
ら
に
そ
の
宗
教
に
専
心
し
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ

を
建
て
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
ロ
ー
マ
人
の
都
市

で
『
私
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
だ
』
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ

教
徒
は
自
分
の
宗
教
を
実
践
し
、
祈
り
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

誰
も
そ
の
こ
と
で
彼
を
非
難
し
た
り
、
そ
の
行
為
を
妨
げ
た
り
、
邪

魔
を
し
た
り
は
し
な
い
。
ち
ょ
う
ど
エ
ジ
プ
ト
で
、
女
性
や
子
供
、

そ
の
他
の
相
応
し
か
ら
ざ
る
人
々
が
祭
司
の
聖
所
に
立
ち
入
る
こ
と

を
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
自
身
も
ロ
ー
マ
人
の
教
会

に
入
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る）
（0（
（

」
と
。
他
方
で
、
日
常

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
ユ
ダ
ヤ
教
徒
か
ら

隔
て
て
い
た
の
が
、
ま
さ
に
異
な
る
宗
教
的
慣
例
や
規
則
で
し
た
。

た
と
え
ば
食
事
に
関
す
る
き
ま
り
は
、
他
の
宗
教
の
信
者
と
食
卓
を

共
に
す
る
こ
と
を
制
限
し
た
り
、
彼
ら
を
閉
め
出
し
た
り
し
ま
し
た

し
、
異
教
徒
と
の
結
婚
や
た
ん
な
る
性
的
関
係
で
さ
え
、
ユ
ダ
ヤ
教

の
側
か
ら
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
異
教
徒
と
の
距
離

の
変
化
を
日
常
的
に
経
験
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
意
見
の
違
い
を
認
識

し
、
多
種
多
様
な
生
活
形
態
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
も
あ
っ
た

の
で
す
。

　
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
関

係
に
つ
い
て
の
評
価
も
、
以
上
と
異
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
ス

ペ
イ
ン
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
ど
ち
ら
の

集
団
が
政
治
的
支
配
権
を
握
っ
て
い
た
の
か
と
は
無
関
係
に
、
両
者

が
お
互
い
、
い
か
に
頼
り
あ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
つ
い
最

近
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
サ
ラ
セ
ン
人
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
征
服
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に
際
し
て
、自
分
た
ち
の
人
数
が
著
し
く
少
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、

ち
ょ
う
ど
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
レ
コ
ン
キ
ス
タ
の
途
上
で
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
に
対
し
て
行
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
征
服
し
た
民
を
許
容
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た）
（00
（

。
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
支
配
下
で
、

ム
デ
ハ
ル
と
呼
ば
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
法
文
書
を
ア
ラ
ビ
ア

語
で
作
成
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
信
仰
に
し
た
が
っ
て
誓
い
を
立
て

ま
し
た
。「
彼
ら
は
自
分
た
ち
自
身
の
建
物
を
建
て
、
自
分
ら
の
手

仕
事
に
従
事
し
た
〈
…
〉。
た
と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
建
築

親
方
の
も
と
で
数
多
く
の
教
会
が
建
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
部
は
ユ

ダ
ヤ
教
徒
共
同
体
か
ら
の
無
利
子
の
融
資
に
よ
っ
て
資
金
が
調
達
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
文
書
が
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
五

世
紀
の
終
わ
り
頃
に
は
ま
だ
、
ム
デ
ハ
ル
の
音
楽
家
が
カ
ト
リ
ッ
ク

の
聖
体
行
列
に
随
行
し
な
が
ら
演
奏
し
、
そ
の
後
祝
宴
に
も
参
加
し

て
い
た）
（00
（

」
の
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
熟
知
し
た
研
究
者
は
、
中
世

に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
要

約
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
絶
え
間
な
く
続
く
血
み
ど
ろ
の
抗
争
や
互

い
に
対
す
る
軽
蔑
、
侮
辱
と
い
う
形
で
は
要
約
で
き
な
い
。
歴
史
を

何
世
紀
に
も
お
よ
ぶ
長
期
的
ス
パ
ン
で
考
え
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
対
立
は
、
他
の
種
類
の
敵
対
者
同
士
が

行
う
非
宗
教
的
な
争
い
や
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う

二
つ
の
信
仰
共
同
体
が
行
っ
た
本
来
の
宗
教
戦
争
よ
り
も
、
頻
繁
で

も
な
け
れ
ば
暴
力
的
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と

キ
リ
ス
ト
教
の
い
わ
ゆ
る
直
接
対
決
の
場
合
で
さ
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
幾
度
と
な
く
軍
事
的
同
盟
を
結
ん
だ
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
戦
闘
が
実
際
に
は
宗
教
的
信
念
か
ら
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
別
の
動
機
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。〈
…
〉

危
機
の
時
代
以
外
に
穏
や
か
で
平
和
的
な
共
存
の
時
代
も
あ
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
け
っ
し
て
誰
も
語
ら
な
い
が
、
共
存
の
時
代
は
長
く

続
き
、
多
く
の
実
り
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る）
（00
（

」。

　
そ
う
は
言
っ
て
も
、
政
治
的
に
劣
勢
に
あ
る
宗
教
集
団
の
ス
テ
ー

タ
ス
は
、
た
と
え
そ
の
集
団
が
人
口
の
過
半
数
を
占
め
て
い
た
と
し

て
も
、
法
的
に
も
劣
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
解
消
し
が
た
い
宗

教
的
な
対
立
は
、
し
ば
し
ば
民
族
的
あ
る
い
は
生
物
学
的
な
線
引
き

に
よ
っ
て
先
鋭
化
し
、
暴
力
的
な
抗
争
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
つ

で
も
顕
在
化
す
る
も
の
で
し
た
。
一
二
、一
三
世
紀
に
、
と
り
わ
け

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
部
の
ロ
ー
マ
教
会
の
領
域
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
、
さ
ら
に
は
異
端
者
に
対
す
る
、
以
前
に
は
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
敵
意
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
に
広
ま
っ
た
こ
と
に
、
近

年
、
歴
史
家
た
ち
は
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た）
（00
（

。
ま
さ
に
「
迫

害
者
の
社
会
」の
成
立
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、

た
だ
第
一
次
十
字
軍
の
過
程
で
起
こ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
に
対
す
る
ポ
グ
ロ
ム
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
ま
し
ょ
う）
（00
（

。
た

と
え
ば
、
同
時
代
に
ア

ン

ン

ダ

ル

ス

ナ

ン

ルン
ダ
ル
シ
ア
地
方
に
住
む
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

の
領
主
た
ち
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
対
し
て
残
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忍
な
抑
圧
と
追
放
を
始
め
た
の
で
す
が
、
そ
の
範
囲
や
組
織
性
、
徹

底
の
度
合
い
か
ら
測
る
な
ら
ば
、
他
の
宗
教
を
信
仰
す
る
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
か
け
て
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
明
ら

か
に
こ
れ
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
上
回
っ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え

ば
同
性
愛
者
な
ど
の
、
そ
の
他
の
社
会
的
逸
脱
者
も
ま
た
同
じ
よ
う

な
目
に
遭
い
ま
し
た）
（00
（

。
こ
の
行
為
を
説
明
す
る
た
め
に
、
同
時
代
の

君
主
制
や
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
教
会
自
体
に
み
ら
れ
る
中
央
集
権
化
の

傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
、
教
皇
権
に
と
っ
て
は
、
ロ
ー

マ
を
拠
点
に
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
全
体
を
救
済
に
導
き
、
あ

ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
同
じ
原
理
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で

す）
（00
（

。
あ
る
研
究
者
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も

一
三
世
紀
以
降
、「
す
べ
て
の
領
域
と
す
べ
て
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て

単

ウ

ー

ゥ

ム

ナ

ン

ド

ナ

レ

ド

ゥ

ク

テ

ィ

オ

ー

一
の
も
の
へ
と
還
元
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
観
念
に
、

西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
は
す
っ
か
り
取
り
憑
か
れ
て
い
た
。
神
学

に
も
こ
の
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
。
な
に
し
ろ
た
い
て
い
の
聖
職
者

に
と
っ
て
は
、
多
様
性
を
悪
魔
や
異
端
の
領
域
に
近
い
も
の
と
み
な

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
単
一
の
も
の
に
還
元
す
る
こ

と
が
主
な
関
心
事
だ
っ
た
の
だ
か
ら）
（00
（

」
と
。
王
の
指
揮
と
合
理
的
な

行
政
の
も
と
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
を
強
大
に
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
宗
教
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
社
会
を
画
一
化
す
る
こ
と
は
、
成

功
を
約
束
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
あ
ら
ゆ
る
圧
迫
や
迫
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
神

教
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
は
、保
た
れ
続
け
ま
し
た
。
中
世
盛
期
以
降
、

何
度
も
繰
り
返
し
差
別
さ
れ
、
搾
取
さ
れ
、
打
ち
の
め
さ
れ
、
追
放

さ
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
、
最
終
的
に
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
部
や

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
新
た
な
亡
命
地
を
見
つ
け
ま
し
た）
（01
（

。
反
対
に
、
オ

ス
マ
ン
帝
国
は
征
服
し
た
バ
ル
カ
ン
諸
国
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
寛
大

に
扱
い
、
た
と
え
ば
少デ

ヴ

シ

ル

メ

年
強
制
徴
用
に
よ
っ
て
、
た
だ
限
ら
れ
た
範

囲
で
改
宗
を
強
い
た
だ
け
で
し
た）

（0（
（

。
こ
の
三
つ
の
宗
教
の
思
想
家
た

ち
は
、
当
時
す
で
に
早
く
か
ら
、
他
の
宗
教
に
つ
い
て
分
析
を
加
え

始
め
て
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
一
一
世
紀
に
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
地
方
で

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
が
は
じ
め
て
宗
教
の
比
較
研
究

〔『
宗
教
お
よ
び
哲
学
の
諸
派
の
書
』（K

itāb al-Fisal fil-m
ilal 

w
al-ahw

ā

）〕
を
著
し
た
の
を
皮
切
り
に）

（00
（

、
著
述
家
た
ち
は
詳
細

な
研
究
を
行
い
、し
ば
し
ば
注
目
す
べ
き
知
見
を
示
し
た
の
で
す
が
、

彼
ら
が
到
達
し
た
結
論
は
や
は
り
つ
ね
に
、
自
分
た
ち
の
宗
教
が
他

の
宗
教
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
し
た）
（00
（

。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
彼
ら
は
多
様
性
が
問
題
で
あ
る
と
気
付
い
て
は
い
ま
し
た
。
特

徴
的
な
こ
と
に
、
中
世
盛
期
の
神
学
者
た
ち
は
宗
教
的
な
相
違
や
多

様
性
を
、「
相
異
」（diversitas

）、「
多
様
」（varietas

）、「
複
数

性
」（pluralitas

）
と
い
っ
た
ラ
テ
ン
語
に
よ
っ
て
概
念
化
す
る

こ
と
も
で
き
ま
し
た）
（00
（

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
に
関
し
て
、
近
代
的
な
意

味
で
の
寛
容
を
話
題
に
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
ま
せ
ん
。
中
世
に
お

い
て
は
、
た
し
か
に
多
様
性
を
実
際
上
容
認
す
る
こ
と
が
あ
り
え
た
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と
し
て
も
、
他
の
宗
教
を
理
論
的
に
「
是
認
」
し
、「
承
認
」
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す）
（00
（

。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
一
三
世

紀
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
や
一
五
世
紀
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー

ヌ
ス
に
至
る
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
は
異
教
徒
を
ど
の
程
度

ま
で
許
容
す
べ
き
か
を
決
定
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
彼
ら

は
し
ば
し
ば
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
異
教
徒
―
―
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

―
―
、
異
端
者
な
ら
び
に
背
教
者
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
ま
し
た）
（00
（

。

西
洋
に
お
い
て
宗
教
改
革
期
以
降
に
発
展
し
た
よ
う
な
寛
容
の
歴
史

は
、
疑
い
も
な
く
、
中
世
に
お
け
る
数
世
紀
に
も
わ
た
る
キ
リ
ス
ト

教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
共
生
に
―
―
そ
し
て
キ

リ
ス
ト
教
の
異
端
者
に
対
す
る
扱
い
の
差
異
化
に
も
―
―
連
な
る
も

の
だ
っ
た
の
で
す
。

　
最
後
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
す
な

わ
ち
中
世
は
、
一
神
教
の
影
響
を
強
く
受
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史

の
最
初
の
時
代
と
理
解
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
ひ
と
り
の
造
物
主
へ

の
崇
拝
は
、
三
つ
の
異
な
る
宗
教
に
お
い
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
信
仰

は
教
義
の
形
成
と
共
に
さ
ら
な
る
差
異
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。
中

世
に
と
っ
て
宗
教
の
意
義
は
ど
れ
ほ
ど
高
く
評
価
し
て
も
し
す
ぎ
る

こ
と
は
な
い
も
の
な
の
で
、
こ
の
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
形

態
に
と
っ
て
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
一
方
で
は
唯
一
神

信
仰
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
体
性
が
促
進
さ
れ
、
他
方
で
は
宗

教
対
立
に
よ
っ
て
こ
の
一
体
性
は
脅
か
さ
れ
ま
し
た
。
一
体
性
へ
の

希
求
と
け
っ
し
て
完
全
に
は
統
合
さ
れ
得
な
い
偏
差
と
の
解
消
さ
れ

な
い
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
中
世
に
お
い
て
、
世
界

史
の
枠
内
に
お
け
る
自
ら
の
か
け
が
え
の
な
い
歴
史
的
質
量
を
手
に

入
れ
た
の
で
す
。
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註（1
）
ド
イ
ツ（
と
国
際
的
な
）
中
世
史
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
さ

し
あ
た
り
、
論
集  H

ans-W
erner G

oetz und Jörg Jarnut 
(H

rsg.), M
ediävistik im

 21. Jahrhundert. Stand und 
Perspektiven der internationalen und interdisziplinären 
M

ittelalterforschung , Paderborn, 2003 

を
参
照
。
こ
れ

に
関
し
て
は Juliane Schiel

に
よ
る
書
評 http://hsozkult.

geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2004-3-032. 

更
に

H
ans-W

erner G
oetz, M

oderne M
ediävistik. Stand und 

Perspektiven der M
ittelalterforschung,  D

arm
stadt, 1999.

（
2
）M

ichael B
orgolte, Sozialgeschichte des M

ittelalters. 
E

ine F
orschungsbilanz nach der deutschen E

inheit , 
M

ünchen, 1996

を
参
照
。
そ
の
師
で
あ
る
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ー

ト
の
仕
事
に
つ
い
て
はK

arl Schm
id, G

ebetsgedenken und 
adliges Selbstverständnis im

 M
ittelalter. A

usgew
ählte 

B
eiträge , Sigm

aringen, 1983 

を
参
照
。
こ
れ
に
関
し
て
は 

G
erd A

lthoff, D
ieter G

euenich, O
tto G

erhard O
exle und 

Joachim
 W

ollasch (H
rsg.), Person und G

em
einschaft 

im
 M

ittelalter , Sigm
aringen, 1988; M

ichael B
orgolte, 

“M
em

oria. Zw
ischenbilanz eines M

ittelalterprojekts,” 
Zeitschrift für G

eschichtsw
issenschaft ,46 (1998), S. 197-

210 (

仏
訳Les tendances actuelles de l’histoire du m

oyen 
âge en France et Allem

agne. Actes du colloque de Sèvres, 
1997, et G

öttingen, 1998 , sous la direction de Jean-
C

laude Schm
itt et O

tto G
erhard O

exle, Paris, 2002, S. 
53-69).

（
3
）
以
下
を
参
照
。M

ichael B
orgolte, “D

as soziale G
anze als 

Them
a deutscher M

ittelalterforschung vor und nach der 
W

ende,” Francia , 22/1 (1995), S. 155-171; D
ers., “Anfänge 

deutscher G
eschichte? D

ie M
ittelalterforschung der 

zw
eiten N

achkriegszeit,” T
el A

viver Jahrbuch für 
deutsche G

eschichte ,25 (1996), S. 35-53; D
ers., “Faction. 

E
ine E

rzählung vom
 salischen K

önigtum
 und das 

Problem
 von Fakten und Fiktionen,” in Von Sacerdotium

 
und R

egnum
. G

eistliche und w
eltliche G

ew
alt im

 frühen 
und hohen M

ittelalter. Festschrift E
gon B

oshof, h rsg. 
v. F

ranz-R
einer E

rkens und H
artm

ut W
olff, K

öln, 
W

eim
ar und W

ien, 2002, S. 381-404; D
ers., “M

ediävistik 
als vergleichende G

eschichte E
uropas,” in M

ediävistik 
im

 21. Jahrhundert  (w
ie A

nm
. 1), S. 313-323; D

ers., 
“E

uropäische G
eschichten. M

odelle und A
ufgaben 

vergleichender H
istoriographie,” in D

ie “B
lüte” der 

Staaten des östlichen E
uropa im

 14. Jahrhundert , hrsg. 
v. M

arc Löw
ener, W

iesbaden, 2004, S. 303-328; D
ers., 

“Zw
ischen E

rfindung und K
anon. Zur K

onstruktion der 
Fakten im

 europäischen H
ochm

ittelalter,” in N
ova de 

veteribus. M
ittel- und neulateinische Studien für Paul 

G
erhard Schm

idt, hrsg. v. A
ndreas Bihrer und Elisabeth 

Stein, Leipzig, 2004, S. 292-325. 

ま
たJohannes Laudage 

(H
rsg.), V

on F
akten und F

iktionen. M
ittelalterliche 

G
eschichtsdarstellungen und ihre kritische Aufarbeitung,  

K
öln, W

eim
ar und W

ien, 2003

を
も
参
照
の
こ
と
。

（
4
）
以
下
の
タ
イ
ト
ル
を
選
抜
し
て
お
く
。A

lfred H
averkam

p, 
Zw

ölftes Jahrhundert, 1125-1198 , Stuttgart, 2003; K
arl-
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Friedrich K
rieger, R

udolf von H
absburg , D

arm
stadt, 

2003; V
olker Leppin, W

ilhelm
 von O

ckham
. G

elehrter, 
S

treiter, B
ettelm

önch , D
arm

stadt, 2003; S
tefan 

W
einfurter, H

einrich II. (1002-1024). H
errscher am

 
E

nde der Zeiten , Regensburg, ³2002; Johannes Laudage, 
O

tto der G
roße. E

ine B
iographie , R

egensburg, 2001; 
W

erner G
oez, K

irchenreform
 und Investiturstreit, 910-

1122 , Stuttgart-B
erlin-K

öln, 2000; Joachim
 E

hlers, D
ie 

K
apetinger , Stuttgart- B

erlin-K
öln, 2000; G

erd A
lthoff, 

D
ie O

ttonen. K
önigsherrschaft ohne Staat , Stuttgart, 

B
erlin-K

öln, 2000; D
ieter H

ägerm
ann, K

arl der G
roße. 

H
errscher des A

bendlandes. B
iographie , B

erlin u. a., 
2000; Ferdinand Seibt, K

arl IV
. E

in K
aiser in E

uropa 
1346 bis 1378 , N

eudruck M
ünchen, 2000; H

erw
ig 

W
olfram

, K
onrad II. 990-1039. K

aiser dreier R
eiche , 

M
ünchen, 2000; W

olfgang Stürner, Friedrich II .,2 Teile, 
D

arm
stadt, 1992/2000; R

udolf Schieffer, D
ie K

arolinger , 
Stuttgart-B

erlin-K
öln, ³2000; P

eter D
inzelbacher, 

B
ernhard von C

lairvaux. Leben und W
erk des berühm

ten 
Z

isterziensers , D
arm

stadt, 1998; F
erdinand O

pll, 
F

riedrich B
arbarossa , D

arm
stadt, ³1998; Joachim

 
E

hlers, H
einrich der Löw

e. E
uropäisches Fürstentum

 im
 

H
ochm

ittelalter , G
öttingen-Zürich, 1997; G

erd A
lthoff, 

O
tto III ., D

arm
stadt, 1996; Johannes Fried, D

er W
eg in 

die G
eschichte. D

ie U
rsprünge D

eutschlands bis 1024 , 
B

erlin, 1994; D
ers., D

ie Form
ierung E

uropas 840-1046 , 
M

ünchen, ²1993; Stefan W
einfurter, H

errschaft und 

R
eich der Salier , Sigm

aringen, ²1992; Joachim
 E

hlers, 
G

eschichte Frankreichs im
 M

ittelalter , Stuttgar-B
erlin-

K
öln-M

ainz, 1987; H
agen K

eller, Zw
ischen regionaler 

B
egrenzung und universalem

 H
orizont. D

eutschland im
 

Im
perium

 der Salier und Staufer 1024 bis 1250 , B
erlin, 

1986; Peter M
oraw

, Von offener Verfassung zu gestalteter 
Verdichtung. D

as R
eich im

 späten M
ittelalter 1250-1490 , 

Berlin, 1985.

（
5
）
以
下
を
参
照
。Valentin G

roebner, D
er Schein der Person. 

S
teckbrief, A

usw
eis und K

ontrolle im
 M

ittelalter , 
M

ünchen, 2004; H
orst F

uhrm
ann, C

icero und das 
Seelenheil oder W

ie kam
 die heidnische A

ntike durch 
das christliche M

ittelalter? , L
eipzig, 2003; A

rnold 
E

sch, W
ege n

ach
 R

om
. A

n
n

äh
eru

n
gen

 au
s zeh

n 
Jahrhunderten , M

ünchen, 2003; Johannes Fried, D
ie 

A
ktualität des M

ittelalters. G
egen die Ü

berheblichkeit 
unserer W

issensgesellschaft , Stuttgart, 2002; D
ers., 

A
ufstieg aus dem

 U
ntergang. A

pokalyptisches D
enken 

und die E
ntstehung der m

odernen N
aturw

issenschaft im
 

M
ittelalter, M

ünchen, 2001; H
orst Fuhrm

ann, Ü
berall ist 

M
ittelalter. V

on der G
egenw

art einer vergangenen Zeit , 
M

ünchen, 1996; Arno B
orst, C

om
putus. Zeit und Zahl in 

der G
eschichte E

uropas , B
erlin, 1990. 

ド
イ
ツ
の
中
世
史
研

究
に
お
け
る「
試
論
」（E

ssay

）
と
い
う
文
章
類
型
の
歴
史
に
つ
い

て
は
、M

ichael B
orgolte, “Zw

ischen “englischem
 E

ssay” 
und “historischer Studie”. G

regorovius’ “G
rabm

äler der 
Päpste” von 1854/81”, in Ferdinand G

regorovius und 
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Italien. E
ine kritische W

ürdigung , hrsg. v. A
rnold E

sch 
und Jens Petersen, Tübingen, 1993, S. 97-116

を
見
よ
。

（
6
）
以
下
を
参
照
。  Ingo H

aar, H
istoriker im

 N
ationalsozialism

us. 
D

eu
tsch

e G
esch

ich
tsw

issen
sch

a
ft u

n
d

 d
er 

“V
olkstum

skam
pf” im

 O
sten , G

öttingen, 2000; W
infried 

Schulze und O
tto G

erhard O
exle (H

rsg.), D
eutsche 

H
istoriker im

 N
ationalsozialism

us , Frankfurt am
 M

ain, 
1999; Johannes Fried, “K

onstanz und der K
onstanzer 

A
rbeitskreis für m

ittelalterliche G
eschichte (1951-

1991),” in V
ierzig Jahre K

onstanzer A
rbeitskreis für 

m
ittelalterliche G

eschichte , hrsg. v. D
em

s., Sigm
aringen, 

1991, S
. 12-28, m

it B
eilagen

 S
. 29-37; K

lau
s 

Schreiner, “Führertum
, R

asse, R
eich. W

issenschaft 
von der G

eschichte nach der nationalsozialistischen 
M

achtergreifung,” in W
issenschaft im

 D
ritten R

eich , 
hrsg. v. Peter Lundgreen, Frankfurt am

 M
ain, 1985, S. 

163-252; K
arl Ferdinand W

erner, D
as N

S-G
eschichtsbild 

und die deutsche G
eschichtsw

issenschaft , Stuttgart, 
1967; 

ま
た G

erd A
lthoff (H

rsg.), D
ie D

eutschen und 
ihr M

ittelalter. T
hem

en und F
unktionen m

oderner 
G

eschichtsbilder vom
 M

ittelalter , D
arm

stadt, 1992.

（
7
）
以
下
を
参
照
。Borgolte, Sozialgeschichte des M

ittelalters  
(w

ie A
nm

. 2); D
ers. (H

rsg.), M
ittelalterforschung nach 

der W
ende 1989 , M

ünchen, 1995.

（
8
）Gerd A

lthoff, “Von Fakten zu M
otiven. Johannes Frieds 

B
eschreibung der U

rsprünge D
eutschlands,” H

istorische 
Zeitschrift,  260

(1995), S. 107-117; Johannes Fried, “Ü
ber 

das Schreiben von G
eschichtsw

erken und R
ezensionen. 

E
ine E

rw
iderung,” ebd ., S. 119-130; M

ichael B
orgolte, 

“E
ine A

nthropologie der A
nfänge D

eutschlands,” 
G

öttingische G
elehrte A

nzeigen,  247
(1995), S. 88-

102; H
anna V

ollrath, “G
eschichtsw

issenschaft und 
G

eschichtsschreibung. Zur D
iskussion um

 das B
uch “D

er 
W

eg in die G
eschichte” von Johannes Fried,” Zeitschrift 

für G
eschichtsw

isenschaft, 43 (1995), S. 451-459.

（
9
）
以
下
を
参
照
。M

ichael B
orgolte, “B

iographie ohne 
Subjekt, oder w

ie m
an durch quellenfixierte Arbeit O

pfer 
des Zeitgeistes w

erden kann,” G
öttingische G

elehrte 
Anzeigen , 249 (1997), S. 128-141; D

ers., “R
ezension von: 

Peter D
inzelbacher, B

ernhard von C
lairvaux (w

ie A
nm

. 
4),” Frankfurter Allgem

eine , vom
 23.6.1998, S. 12; D

ers., 
“R

ezension von: W
olfgang Stürner, Friedrich II., Teil 2” 

(w
ie Anm

. 4), Frankfurter Allgem
eine , vom

 17.10.2000, S. 
L 47, N

achdruck in E
in B

üchertagebuch , 2001, Frankfurt 
am

 M
ain, 2001, S. 745-747.

（
10
）
こ
こ
で
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ビ
ィ
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ
フ
の

名
の
み
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
11
）M

ichael T. C
lanchy, Abelard. A M

edieval Life , O
xford, 

1997, 

独
訳D

arm
stadt, 2000; Jacques Le G

off, Saint 
Louis , Paris, 1996, 

独
訳Stuttgart, 2000

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ

フ〔
岡
崎
敦
ほ
か
訳
〕『
聖
王
ル
イ
』
新
評
論
、
二
〇
〇
一
年
）; 

こ

れ
に
関
し
て
は  M

ichael B
orgolte, D

er Tagesspiegel , vom
 

18.10.2000, S. B 8.

（
12
）
こ
れ
に
つ
い
て
の
一
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
中
世
史
研
究
の
領
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域
に
お
け
る
最
近
の
大
き
な
共
同
作
業
で
あ
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
叢

書『
新
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
版
中
世
史
』
で
、
二
二
の
国
々
の
著
者
に
混

じ
り
、
幾
人
も
の
著
名
な
ド
イ
ツ
人
研
究
者
も
協
働
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。T

he N
ew

 C
am

bridge M
edieval H

istory , 
V

ol. I: c.500-c.700 , ed. by Paul Fouracre, C
am

bridge, 
2005; V

ol. II: c. 700-c. 900 , ed. by Rosam
ond M

cK
itterick, 

C
am

bridge, 1995, 

中
で
も
と
り
わ
け
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
リ
ー
ト

（Johannes Fried
）
と
ハ
ン
ス
＝
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ゲ
ッ
ツ（H

ans-
W

erner G
oetz

）
に
よ
る
寄
稿;  Vol. III: c.900-c.1024 , ed. by 

Tim
othy R

euter, C
am

bridge, 1999, 

中
で
も
と
り
わ
け
ペ
ー

タ
ー
・
ヨ
ハ
ネ
ク（Peter Johanek

）、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヴ
ォ
ラ
シ
ュ

（Joachim
 W

ollasch

）、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
・
ミ
ュ
ラ
ー
＝
メ
ル
テ
ン

ス（E
ckhard M

üller-M
ertens

）、
ゲ
ル
ト
・
ア
ル
ト
ホ
フ（G

erd 
A

lthoff

）
に
よ
る
寄
稿;  V

ol. IV
. 1/2: c.1024-c.1198 , ed. by 

D
avid Luscom

be and Jonathan Riley-Sm
ith, Cam

bridge, 
2004, 

中
で
も
と
り
わ
けPart1

で
は
エ
ル
ン
ス
ト
＝
デ
ィ
ー
タ
ー
・

ヘ
ー
ル（E

rnst-D
ieter H

ehl

）
と
ペ
ー
タ
ー
・
ラ
ン
ダ
ウ（Peter 

Landau

）
の
寄
稿
、Part2

で
は
ハ
ン
ス
・
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
マ

イ
ア
ー（H

ans E
berhard M

ayer

）
と
ハ
ン
ナ
・
フ
ォ
ル
ラ
ー
ト

（H
anna V

ollrath

）
の
寄
稿;  V

ol. V
: c.1198-c.1300 , ed. by 

D
avid A

bulafia, Cam
bridge, 1999; Vol. VI: c.1300-c.1415 , 

ed. by M
ichael Jones, C

am
bridge, 2000, 

中
で
も
と
り
わ

け
ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ル
デ（Peter H

erde

）
に
よ
る
寄
稿;  V

ol. V
II: 

c.1415-c.1500 , ed. by C
hristopher A

llm
and, C

am
bridge, 

1998.

（
13
）
以
下
を
参
照
。M

ichael B
orgolte, “V

or dem
 E

nde der 
N

ationalgeschichten? C
hancen und H

indernisse für 

eine G
eschichte E

uropas im
 M

ittelalter,” H
istorische 

Z
eitschrift , 272 (2001), S. 561-596; 

文
献
部
分
を
拡
充
し

て
再
録
さ
れ
た
も
の
はin G

eschichte  des M
ittelalters für 

unsere Zeit , hrsg. v. R
olf B

allof, Stuttgart, 2003, S. 29-
62; D

ers., “E
uropas G

eschichten und Troia. D
er M

ythos 
im

 M
ittelalter. Ü

ber die Zeit, als die Türken Verw
andte 

der Lateiner und G
riechen w

aren,” in Troia. Traum
 und 

W
irklichkeit , hrsg. v. A

rchäologischen Landesm
useum

 
B

aden-W
ürttem

berg u. a., Stuttgart, 2001, S. 190-
203; D

ers., M
ediävistik als vergleichende G

eschichte 
E

uropas  (w
ie A

nm
. 3); D

ers., “T
ürkei ante portas. 

O
sm

an, O
sm

an, gib uns deine Legionen zurück: M
it dem

 
B

eitritt zur E
uropäischen U

nion w
äre die im

 frühen 
M

ittelalter begonnene W
estw

anderung abgeschlossen,” 
Frankfurter A

llgem
eine , vom

 21.2.2004, S. 39; D
ers., 

“E
uropa im

 B
ann des M

ittelalters. W
ie G

eschichte und 
G

egenw
art unserer Lebensw

elt die Perspektiven der 
M

ediävistik verändern,” Jahrbuch für E
uropäische 

G
eschichte ,6 (2005), S. 117-135; D

ers., “D
ie A

nfänge 
des m

ittelalterlichen E
uropa oder E

uropas A
nfänge im

 
M

ittelalter?,” Zeitschrift für G
eschichtsw

issenschaft ,55 
(2007), S. 205-219; D

ers., “D
ie K

om
position Europas,” in 

E
nzyklopädie des M

ittelalters , hrsg. v. G
ert M

elville und 
M

artial Staub, 2008.
（
14
）『
ズ
ィ
ー
ド
ラ
ー
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
』（S

iedler G
eschichte 

E
uropas

）: H
agen Schulze, P

hoenix E
uropa. D

ie 
M

oderne. V
on 1740 bis heute , B

erlin, 1998; H
einz 
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Schilling, D
ie neue Z

eit. V
om

 C
hristenheitseuropa 

zum
 E

uropa der Staaten. 1250 bis 1750 , B
erlin, 1999; 

M
ichael B

orgolte, C
hristen, Juden, M

uselm
anen. D

ie 
E

rben der Antike und der Aufstieg des Abendlandes, 300 
bis 1400 n. C

hr ., 2006; C
hristian M

eier, D
ie A

lte W
elt. 

G
riechische Polis, R

öm
isches Im

perium
, E

ntstehung des 
C

hristentum
s ,

（
未
刊
）。『
ド
イ
ツ
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
』（D

ie 
D

eutschen und das europäische M
ittelalter

）: B
irgit 

und Peter Saw
yer, D

ie W
elt der W

ikinger , B
erlin, 2002; 

C
hristian Lübke, D

as östliche E
uropa , M

ünchen, 2004; 
Joachim

 E
hlers, D

as w
estliche E

uropa , 2004; M
arie-

Luise Favreau-Lilie, Italien

（
未
刊
）。

（
15
）
中
世
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
巻
は  M

ichael 
B

orgolte, E
uropa entdeckt seine V

ielfalt, 1050-1250 , 
Stuttgart, 2002; H

ans-W
erner G

oetz, E
uropa im

 frühen 
M

ittelalter, 500-1050 , Stuttgart, 2003; M
ichael N

orth, 
E

uropa expandiert, 1250-1500 , Stuttgart, 2007.

（
16
）H

andbuch der europäischen G
eschichte , hrsg. v. 

Theodor Schieder,7 B
ände, Stuttgart, 1968-1987; 
こ

の
企
画
の
成
立
に
関
し
て
はB

orgolte, Sozialgeschichte des 
M

ittelalters  (w
ie Anm

. 2), S. 133

を
参
照
。

（
17
）
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
中
世
史
研
究
会（K

onstanzer Arbeitskreis

）
に

よ
る
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
つ
い
て
の
二
冊
の
新
し
い
論
集
は
こ
こ

で
も
言
及
に
値
す
る
。Joachim

 E
hlers (H

rsg.), D
eutschland 

und der W
esten E

uropas im
 M

ittelalter , Stuttgart, 2002; 
Thom

as W
ünsch und A

lexander Patschovsky (H
rsg.), 

D
as R

eich und Polen , O
stfildern, 2003.

（
18
）
そ
れ
も
フ
ラ
ン
ス〔Seuil

〕、
ド
イ
ツ〔C

. H
. B

eck

〕、
イ
ギ
リ

ス〔B
lackw

ell

〕、
イ
タ
リ
ア〔Laterza

〕、
ス
ペ
イ
ン〔C

rítica

〕

に
お
い
て
で
あ
る
。（
現
在
ま
で
の
二
〇
巻
の
内
）
最
初
の
配
本
は

一
九
九
三
年
に
な
さ
れ
た
が
、
テ
ー
マ
は
中
世
に
限
定
さ
れ
て
は
い

な
い
。
と
り
わ
け
以
下
を
参
照
。M

ichel M
ollat du Jourdin, 

E
uropa und das M

eer , M
ünchen, 1993

（
ミ
シ
ェ
ル
・
モ
ラ
・

デ
ュ
・
ジ
ュ
ル
ダ
ン〔
深
沢
克
己
訳
〕『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
海
』
平
凡
社
、

一
九
九
六
年
）;  A

aron J. G
urjew

itsch, D
as Individuum

 
im

 europäischen M
ittelalter , M

ünchen, 1994; Josep 
Fontana, E

uropa im
 Spiegel. E

ine kritische R
evision 

der europäischen G
eschichte , M

ünchen, 1995

（
ジ
ョ
ゼ
ッ

プ
・
フ
ォ
ン
タ
ー
ナ〔
立
石
博
高
・
花
方
寿
行
訳
〕『
鏡
の
な
か
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
歪
め
ら
れ
た
過
去
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）; 

Peter B
row

n , D
ie E

ntstehung des christlichen E
uropa , 

M
ünchen, 1996; R

obert I. M
oore, D

ie erste europäische 
R

evolution. G
esellschaft und K

ultur im
 H

ochm
ittelalter , 

M
ünchen, 2001. 

更
に
下
記
注
一
九
、二
二
、三
四
を
も
参
照
。
同

様
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
持
っ
た
シ
リ
ー
ズ
を
、
ド
イ
ツ
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

出
版（Fischer Taschenbuch V

erlag

）
が「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
」

（E
uropäische G

eschichte

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
し
て
い

る
。
と
り
わ
け
以
下
を
見
よ
。Patrick J. G

eary, E
uropäische 

V
ölker im

 frühen M
ittelalter. Zur Legende vom

 W
erden 

der N
ationen , Frankfurt am

 M
ain, 2002; Leah O

tis-Cour, 
Lust und Liebe. G

eschichte der Paarbeziehungen im
 

M
ittelalter , Frankfurt am

 M
ain, 2000; C

laude C
arozzi, 

W
eltuntergang und Seelenheil. A

pokalyptische V
isionen 

im
 M

ittelalter , Frankfurt am
 M

ain, 1996.
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（
19
）
出
版
社
自
身
の
広
告
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
。Jacques Le G

off, 
D

as alte E
uropa und die W

elt der M
oderne , M

ünchen, 
1994, S. [66].

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ
フ〔
酒
井
昌
美
訳
〕『「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
中
世
・
近
代
世
界
」
の
歴
史
―
―
そ
の
誕
生
と
老
齢
化
』
多
賀
出

版
、
一
九
九
七
年
）〔
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
原
著
巻
末
の
広

告
の
こ
と
で
、
邦
訳
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
〕。

（
20
）
こ
の
意
味
で
は
ま
た  N

orm
an D

avies, E
urope. A

 H
istory , 

O
xford-N

ew
 Y

ork, 1996, S.36

を
も
参
照（
ノ
ー
マ
ン
・
デ

イ
ヴ
ィ
ス〔
別
宮
貞
徳
訳
〕『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
Ⅰ
古
代
』
共
同
通
信

社
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
八
頁
以
下
）。
こ
れ
に
関
し
て
は  M

ichael 
B

orgolte, “Perspektiven europäischer M
ittelalterhistorie 

an der S
chw

elle zum
 21. Jahrhundert,” in

 D
as 

europäische M
ittelalter im

 S
pannungsbogen des 

V
ergleich

s. Z
w

an
zig in

tern
ation

ale B
eiträge zu 

Praxis, Problem
en und Perspektiven der historischen 

K
om

paratistik , hrsg. v. D
em

s., Berlin, 2001, S. 13-27, 

こ

こ
で
は S. 25f.

（
21
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は  M
ichael B

orgolte, “W
ie E

uropa 
seine V

ielfalt fand. Ü
ber die m

ittelalterlichen W
urzeln 

für die Pluralität der W
erte,” in D

ie kulturellen W
erte 

E
uropas , hrsg. v. H

ans Joas und K
laus W

iegandt, 
Frankfurt am

 M
ain, 2005, S. 117-163.

（
22
）Jacques Le G

off, L’E
urope est-elle née au M

oyen A
ge , 

Paris, 2003

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ
フ〔
菅
沼
潤
訳
〕『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は

中
世
に
誕
生
し
た
の
か
？
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
四
年
）; 

独
訳D

ie 
G

eburt E
uropas im

 M
ittelalter , M

ünchen, 2004. 

以
下
の
引

用
は
独
訳
版
に
よ
る
。

（
23
）
同
書  S.15

（
邦
訳
、
一
九
頁
）。 

同
書
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
よ
り
詳
細
に
、M

ichael B
orgolte, “K

ein Platz für K
arl. 

Jacques Le G
off beschreibt die G

eburt Europas aus dem
 

M
ittelalter,” in Frankfurter Allgem

eine , vom
 24.3.2004, S. 

L 17.

（
24
）Le G

off (w
ie A

nm
. 22), S.22

（
邦
訳
、
三
〇
頁
）
を
参
照
。

（
25
）
以
下
に
つ
い
て
は
同
書  S. 59, 187, 158f., 166, 172, 170, 

125, 224f., 149, 120f., 195, 81, 199f., 208

（
邦
訳
、
一
〇
〇
頁

（
ベ
ア
ト
ゥ
ス
写
本
）、
三
〇
〇
頁（
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
）、
二
五
七

頁
以
下（
銀
行
・
脱
税
）、
二
七
〇
頁（
教
育
と
大
学
）、
二
七
九
頁

（
高
級
官
僚
・
特
権
的
キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
）、
二
七
七
頁（
休
暇
）、

二
〇
三
頁（
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
）、三
五
六
頁
以
下（
魔
女
狩
り
、サ
バ
ト
）、

二
四
三
頁（
売
春
）、
一
九
六
頁（
自
白
・
告
白
）、
三
一
一
頁（
検
閲
）、

一
三
四
頁
以
下（
騎
士
道
）、
三
一
七
頁（
礼
儀
作
法
）、
三
三
〇
頁（
美

食
））。

（
26
）
同
書  S. 51f.

（
邦
訳
、
八
八
頁
以
下
）。

（
27
）
同
書  S. 107.

（
邦
訳
、
一
七
七
頁
）。

（
28
）
同
書  S. 251f.

（
邦
訳
、
三
九
八
頁
）。

（
29
）
同
書  S. 265f.

（
邦
訳
、
四
二
二
頁
以
下
）。

（
30
）
同
書  S. 221ff.

（
邦
訳
、
三
五
二
頁
以
下
）、
ま
た S. 120ff.

（
邦
訳
、

一
九
七
頁
以
下
）
も
参
照
。
ま
た  Le G

off, Ludw
ig der H

eilige  
(w

ie A
nm

. 11), S. 699-717

を
も
参
照（『
聖
王
ル
イ
』
一
〇
〇
五

―
一
〇
二
九
頁
）。

（
31
）Le G

off (w
ie A

nm
. 22), S. 224

（
邦
訳
、
三
五
五
頁
）。

（
32
）
同
書  S. 48.

（
邦
訳
、
八
二
頁
）。

（
33
）M

ichael B
orgolte, “D

ie vielen K
ulturen in den 

m
ittelalterlichen K

aiserreichen,” in H
eilig – R

öm
isch 



－  78  －－  79  －

史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

– D
eutsch , hrsg. v. B

ernd Schneidm
üller und Stefan 

W
einfurter, D

resden, 2006, S. 84-100

を
参
照
。

（
34
）Franco C

ardini, E
uropa und der Islam

. G
eschichte 

eines M
ißverständnisses , M

ünchen, 2000, S. 11. 

ま
た

Jack G
oody, Islam

 in E
urope , Cam

bridge, 2004; Brissaud 
(

下
記
注
七
五)
を
も
参
照
の
こ
と
。

（
35
）M

ichael M
itterauer, W

arum
 E

uropa? M
ittelalterliche 

G
rundlagen eines Sonderw

egs , M
ünchen, 2003. 

肯
定
的
反

応
と
し
て
は  Johannes Fried, in Frankfurter A

llgem
eine , 

vom
 30.6.2003, 

ま
たPeter B

lickle, in N
eue Z

ürcher 
Zeitung , vom

 3.9.2003. 
批
判
的
な
も
の
と
し
て
はM

ichael 
B

orgolte, in Süddeutsche Zeitung , vom
 27.10.2003, S. 16. 

こ
う
し
た
中
で
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
歴
史
コ
レ
ー
ク（H

istorische 
K

olleg

）
は
同
書
に
つ
い
て
ミ
ッ
テ
ラ
ウ
ア
ー
に
賞
を
授
与
し
た
。

（
36
）M

a
x

 W
eb

er, G
esa

m
m

elte A
u

fsä
tze zu

r 
R

eligionssoziologie , B
d. I, Tübingen, 1920, 91988, S. 

1.

（「
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
諸
事
情
の
連
鎖
が
存
在
し
た
た
め
に
、

他
な
ら
ぬ
西
洋
と
い
う
地
盤
に
お
い
て
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
の
み
、

普
遍
的
な
意
義
と
妥
当
性
を
も
つ
よ
う
な
発
展
傾
向
を
と
る
―
―
と

少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
考
え
た
い
―
―
文
化
的
諸
現
象
が
姿
を
現

す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」
大
塚
・
生
松
訳『
宗
教
社
会
学
論
選
』
み
す

ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
五
頁
）。

（
37
）M

itterauer (w
ie A

nm
. 35), S. 17-41. 

上
述
の
ミ
ッ
テ
ラ
ウ

ア
ー
の
研
究
の
特
徴
描
写
は
、Fried (w

ie A
nm

. 35)

に
よ
る
。
以

下
はB

orgolte (w
ie Anm

. 35)

に
よ
る
。

（
38
）
ま
た
、M

ichael B
orgolte, “K

ulturelle E
inheit und 

religiöse D
ifferenz. Zur V

erbreitung der Polygynie im
 

m
ittelalterlichen E

uropa,” Zeitschrift für H
istorische 

Forschung ,31 (2004), S. 1-36

を
参
照
。

（
39
）
文
献
解
題
を
伴
っ
たBorgolte (w

ie Anm
. 15), S. 357ff. 

を
参

照
。

（
40
）M

ichael M
cC

orm
ick, O

rigins of the E
uropean 

E
conom

y. C
om

m
unications and C

om
m

erce, A.D
. 300-900 , 

Cam
bridge, 2001. 

こ
こ
で
は  S. 798. 

こ
こ
で
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・

リ
ュ
プ
ケ（C

hristian Lübke, w
ie A

nm
.14

）
に
よ
る
東
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
同
書
は
初
め
て
バ
ル
ト

人
や
東
ス
ラ
ヴ
人
と
並
ん
で
ル
ー
シ
を
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ

に
関
し
て
はM

ichael B
orgolte, in Süddeutsche Zeitung , 

vom
 29.6.2004, Literaturbeilage, S. 19.

（
41
）E

rnst Pitz, D
ie griechisch-röm

ische Ö
kum

ene und 
die drei K

ulturen des M
ittelalters. G

eschichte des 
m

editerranen W
eltteils zw

ischen Atlantik und Indischem
 

O
zean 270-812 , B

erlin, 2001. 

以
下
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

あ
る  B

orgolte, M
ediävistik als vergleichende G

eschichte 
E

uropas  (w
ie A

nm
. 3), S. 316ff. 

を
参
照
。

（
42
）N

ovalis, W
erke und B

riefe , hrsg. v. A
lfred K

elletat, 
M

ünchen, 1968, S. 389. 

（「
嘗
て
は
欧
羅
巴
が
一
個
の
基
督
教

的
な
国
土
と
し
て
、
こ
の
人
間
的
に
形
造
ら
れ
た
世
界
部
分
を
、
ひ

と
つ
の
基
督
教
世
界
が
占
め
て
い
た
、
美
し
く
輝
か
し
い
時
代
が

あ
っ
た
」。
山
室
静
訳「
基
督
教
世
界
或
は
欧
羅
巴
」
由
良
君
美
編『
ノ

ヴ
ァ
ー
リ
ス
全
集
二
』
所
収
、
牧
神
社
、
一
九
七
七
年
、
三
七
五

頁
）。M

ichael B
orgolte, ““E

uropa ein christliches Land”. 
Religion als W

eltstifterin im
 M

ittelalter?,”Zeitschrift für 
G

eschichtsw
issenschaft ,48 (2000), S. 1061-1077.
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（
43
）Pitz (w

ie A
nm

. 41), S. 25.
（
44
）
こ
の
世
界
史
の
並
行
現
象
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
一
九
世
紀
半

ば
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ゾ（E

rnst von Lasaulx

）
に
遡

る
。Pitz (w

ie A
nm

. 41), S. 524, 540

に
加
え
て
、Saeculum

 
W

eltgeschichte , B
d. 2, Freiburg-B

asel-W
ien, 1966, S. 9, 

151ff., 253ff., 286ff., 317ff., 382

を
も
参
照
の
こ
と
。

（
45
）K

arl Jaspers, Vom
 U

rsprung und Ziel der G
eschichte , 

M
ünchen, 1963 (

初
出1949), S. 17, 

ま
た
、
同
書 S. 19ff 

を

も
参
照
。（「
私
の
歴
史
観
の
構
想
か
ら
わ
か
る
通
り
、
私
は
、
人
類

と
は
唯
一
の
起
源
と
ひ
と
つ
の
目
標
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
の

根
本
的
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」。
重
田
英
世
訳『
歴
史

の
起
源
と
目
標（
ヤ
ス
パ
ー
ス
選
集
九
）』
理
想
社
、
一
九
六
四
年
、

一
九
頁
）。

（
46
）Pitz (w

ie A
nm

. 41), S. 540.

（
47
）
同
書  S. 26.

（
48
）
同
書 S. 39f.

（
49
）D

er K
leine Pauly. Lexikon der Antike , Bd. 1, M

ünchen, 
1979, Sp. 763.

（
50
）W

olfga
n

g J
. M

om
m

sen
, “G

esch
ich

te u
n

d 
G

eschichten. Ü
ber die M

öglichkeiten und G
renzen der 

U
niversalgeschichtsschreibung,” Saeculum

,43 (1992), 
S. 124-135, 

こ
こ
で
は
と
り
わ
けS. 126f. 

カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
や

テ
ー
オ
ド
ー
ア
・
シ
ー
ダ
ー
な
ど
に
関
す
る
部
分
を
参
照
。
以
下
は 

B
orgolte (w

ie Anm
. 21) 

に
よ
る
。

（
51
）C

hristian M
eier, D

ie W
elt der G

eschichte und die 
Provinz des H

istorikers. D
rei Ü

berlegungen , Berlin, 1989 
(V

ortrag von 1988), S. 12; M
om

m
sen, “G

eschichte und 

G
eschichten” (w

ie A
nm

. 50), S. 124.

（
52
）R

einhart K
oselleck, V

ergangene Z
ukunft. Z

ur 
Sem

antik geschichtlicher Zeiten , Frankfurt am
 M

ain, 
1979, 

こ
こ
で
はFrankfurt am

 M
ain, 1989, S. 130ff. 

に
よ

る
。M

om
m

sen, “G
eschichte und G

eschichten” (w
ie Anm

. 
50), S. 131

を
参
照
。

（
53
）K

arin H
ausen, “D

ie N
icht-E

inheit der G
eschichte als 

historiographische H
erausforderung. Zur historischen 

R
elevanz und A

nstößigkeit der G
eschlechtergeschichte,” 

in G
eschlechtergeschichte und A

llgem
eine G

eschichte. 
H

erausforderungen und P
erspektiven , hrsg. v. H

ans 
M

edick und A
nne-C

harlott Trepp, G
öttingen, 1998, 

と

り
わ
けS. 34-38

に
つ
い
て
の
批
判
は
、
す
で
にB

orgolte, “V
or 

dem
 E

nde der N
ationalgeschichten?” (w

ie A
nm

. 13, H
Z-

Version), S. 584ff.

（
54
）O

tto G
erhard O

exle, ““D
er Teil und das G

anze” als 
Problem

 geschichtsw
issenschaftlicher E

rkenntnis. E
in 

historisch-typologischer V
ersuch,” in Teil und G

anzes. 
Z

um
 V

erhältnis von E
inzel- und G

esam
tanalyse in 

G
eschichts- und S

ozialw
issenschaften , hrsg. v. K

arl 
A

cham
 und W

infried Schulze, M
ünchen, 1990, S. 348-

384

を
参
照
。

（
55
）B

orgolte, “E
uropäische G

eschichten. M
odelle und 

A
ufgaben vergleichender H

istoriographie” 

（w
ie A

nm
.3

）

を
参
照
。

（
56
）Borgolte, “Türkei ante portas” (w

ie A
nm

. 13)

を
参
照
。

（
57
）Borgolte (w

ie Anm
. 21)

の
注29ff. 

を
参
照
。
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（
58
）
以
下
は
、
同
書
の
注77ff.

（
59
）
す
で
に
あ
る  B

orgolte, D
ie K

om
position E

uropas

（w
ie 

A
nm

.13
）
を
参
照
。

（
60
）
以
下
を
参
照
。Louis Bruit Zaidm

an und Pauline Schm
itt 

Pantel, D
ie R

eligion der G
riechen. K

ult und M
ythos , 

M
ünchen, 1994; Y

ves L
ehm

ann (ed.), R
eligions de 

l’Antiquité , Paris, 1999; M
ary Beard, John N

orth, Sim
on 

Price, R
eligions of R

om
e ,2 vols., Cam

bridge, 1998.

（
61
）
た
と
え
ば
、
三
世
紀
に
お
い
て
も
、
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
、
プ
ロ

ブ
ス
、
カ
ル
ス
が
な
お
そ
う
で
あ
っ
た
。
以
下
を
参
照
。B

eard, 
N

orth, Price, R
eligions of R

om
e ,1 (w

ie A
nm

. 60), S. 
140ff., 166ff.; Y

ves Lehm
ann, “Le religion rom

aine 
traditionelle,” in Lehm

ann (ed.), R
eligions de l’Antiquité  

(w
ie A

nm
. 60), S. 179-246, 

こ
こ
で
は S. 223f., 233ff.

（
62
）B

eard, N
orth, Price, R

eligions of R
om

e ,1 (w
ie A

nm
. 

60), S. 212.

（
63
）
同
書  S. 222.

（
64
）
同
書  S. 313ff.

（
65
）
以
下
を
参
照
。W

alter Pohl, D
ie G

erm
anen , M

ünchen, 
2000; M

alcolm
 Todd, D

ie G
erm

anen. V
on den frühen 

Stam
m

esverbänden zu den E
rben des W

eström
ischen 

R
eiches , Stuttgart, 2000; G

eary (w
ie Anm

. 18); Bernhard 
M

aier, D
ie K

elten. Ihre G
eschichte von den A

nfängen 
bis zur G

egenw
art , M

ünchen, ²2003; Janine F
ries-

K
noblach, D

ie K
elten. 3000 Jahre europäischer K

ultur 
und G

eschichte , Stuttgart, 2002.

（
66
）C

aesar, D
e B

ello G
allico , 6.17; 6.21.1f.

（
国
原
吉
之
助
訳『
ガ

リ
ア
戦
記
』
講
談
社
学
術
文
庫
、一
九
九
四
年
、二
一
八
―
二
二
〇
頁
）。

（
67
）B

ernhard M
aier, D

ie R
eligion der K

elten. G
ötter, 

M
ythen, W

eltbild , M
ünchen, 2001, S.87

を
参
照
。

（
68
）Jan A

ssm
ann, D

ie M
osaische U

nterscheidung 
oder der P

reis des M
onotheism

us , M
ünchen-W

ien, 
2003, 

こ
こ
で
は
と
り
わ
け S. 49; B

urkhard G
ladigow

, 
“Polytheism

us. A
kzente, Perspektiven und O

ptionen 
der Forschung,”Zeitschrift für R

eligionsw
issenschaft, 5 

(1997), S. 59-77; Fritz Stolz, “W
esen und Funktion 

von M
onotheism

us,” E
vangelische T

heologie ,61 
(2001), S. 172-189; Jürgen W

erbick, “A
bsolutistischer 

E
ingottglaube? B

efreiende V
ielfalt des Polytheism

us?,” 
in Ist der G

laube Feind der Freiheit? D
ie neue D

ebatte um
 

den M
onotheism

us , hrsg. v. Thom
as Söding, Freiburg, i. 

Br. 2003, S. 142-175.

（
69
）G

ladigow
, “Polytheism

us” (w
ie Anm

. 68), S. 61ff.

（
70
）A

ssm
ann, D

ie M
osaisch

e U
n

tersch
eid

u
n

g  (w
ie 

A
nm

. 68), 

と
り
わ
け  S. 61,64

は「
多
神
教
」（Polytheism

us

）

と
い
う
概
念
を「
宇
宙
神
教
」（K

osm
otheism

us

）
に
置
き
換
え
て

捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
71
）Jan

et M
artin

, M
ed

ieva
l R

u
ssia

, 980-1584 , 
C

am
bridge, 1995, S. 1ff. 

ま
た D

ie N
estorchronik. D

ie 
altrussische C

hronik, zugeschrieben dem
 M

önch des 
K

iever H
öhlenklosters N

estor, in der R
edaktion des Abtes 

Sil’vestr aus dem
 Jahr 1116 , ins D

eutsche übersetzt v. 
Ludolf M

üller, M
ünchen, 2001, S. 97, 

〔
創
世
歴
〕
六
四
八
八

年（
西
暦
九
八
〇
年
）
に
つ
い
て
は
八
八
節
を
参
照（
國
本
哲
男
ほ
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か
訳『
ロ
シ
ア
原
初
年
代
記
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、

八
八
―
九
五
頁
）。

（
72
）Sw

etlana A
lexandrow

na Pletnjow
a, D

ie C
hasaren. 

M
ittelalterliches R

eich an D
on und W

olga , Leipzig, 1978.

（
73
）
引
用
はH

ans B
lum

enberg, “W
irklichkeitsbegriff 

und W
irkungspotential des M

ythos,” in T
error und 

Spiel. Problem
e der M

ythenrezeption , hrsg. v. M
anfred 

Fuhrm
ann, M

ünchen, 1971, S. 11-66, 

こ
こ
で
は S.17

に
よ

る（「
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
に
は
、
規
範
的
な
神
学
が
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
各
人
が
勝
手
に
そ
れ
を
構
想
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
て
、

自
分
の
欲
す
る
も
の
を
信
仰
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」。
渡
辺

二
郎
訳「
哲
学
者
に
関
す
る
著
作
の
た
め
の
準
備
草
案
」、『
哲
学
者
の

書（
ニ
ー
チ
ェ
全
集
三
）』
所
収
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
、

二
七
四
頁
）。

（
74
）
以
下
を
参
照
。Söding (H

rsg.), Ist der G
laube Feind der 

Freiheit? (w
ie A

nm
. 68); Jürgen M

anem
ann (H

rsg.), 
M

onotheism
us  (= Jahrbuch Politische Theologie, B

d. 
4), M

ünster, 2002; Stolz, “W
esen und Funktion von 

M
onotheism

us” (w
ie A

nm
. 68); Fritz Stolz, E

inführung 
in den biblischen M

onotheism
us , D

arm
stadt, 1996; Peter 

H
aym

an, “M
onotheism

 – A
 M

isused W
ord in Jew

ish 
Studies?,” Journal of Jew

ish Studies ,42 (1991), S. 1-15.

（
75
） 

二
九
章
四
六
節（「
啓
典
の
民
」
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
関
す
る
コ
ー
ラ
ン
の
通
告
）「
わ
し
ら
は
、
わ
し
ら
に
下

さ
れ
た
も
の
も
、
お
前
が
た
に
下
れ
た
も
の
も
信
仰
す
る
。
わ
し
ら

の
神
も
お
前
が
た
の
神
も
た
だ
一
つ
。
わ
し
ら
は
あ
の
お
方
に
す

べ
て
を
捧
げ
ま
つ
る（
井
筒
俊
彦
訳『
コ
ー
ラ
ン（
中
）』
岩
波
文
庫
、

一
九
五
八
年
、
二
六
二
頁
）」
を
参
照
。
ま
た
、
以
下
を
参
照
。Rudi 

Paret, “Toleranz und Intoleranz im
 Islam

,” Saeculum
, 

21
(1970), S. 344-365, 

こ
こ
で
はS. 349; A

lbrecht N
oth, 

“M
öglichkeiten und G

renzen islam
ischer Toleranz,” 

Saeculum
,29 (1978), S. 190-204, 

こ
こ
で
は  S. 191

（
二
章

六
二
節
の
引
用
を
含
む
）〔「
ま
こ
と
に
、
信
仰
あ
る
人
、
ユ
ダ
ヤ
教

を
奉
ず
る
人
々
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
そ
れ
に
サ
バ
人
な
ど
、
誰
で
あ

れ
ア
ッ
ラ
ー
を
信
仰
し
、
最
後
の（
審
判
の
）
日
を
信
じ
、
正
し
い

こ
と
を
行
う
者
、
そ
の
よ
う
な
者
は
や
が
て
主
か
ら
御
褒
美
を
頂
戴

す
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
に
は
何
も
恐
ろ
し
い
こ
と
は
起
り
は
せ
ぬ
。

け
っ
し
て
悲
し
い
目
に
も
逢
う
こ
と
は
な
い
」。
井
筒
俊
彦
訳『
コ
ー

ラ
ン（
上
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
、
二
一
頁
〕。
も
っ
と
も
、
実

際
は
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
四
九
二
年
の
カ
ト
リ
ッ

ク
両
王
に
よ
る
グ
ラ
ナ
ダ
の
征
服
の
後
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
の
官
吏
を
募
っ
た
。「
し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は

全
く
成
功
し
な
か
っ
た
。
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
高
官
は
、『
協

力
者
』
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
王
の
使
節
の
前
で
、
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
述
べ
た
。
唯
一
の
神
に
対
し
て
全

て
の
義
務
を
相
応
に
果
た
す
こ
と
で
、
す
で
に
手
一
杯
だ
と
い
う
の

に
、
三
位
一
体
の
神
の
も
と
で
は
尚
更
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
成
し
遂

げ
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
」。A

lain B
rissaud, Islam

 und 
C

hristentum
. G

em
einsam

keit und K
onfrontation gestern 

und heute , B
erlin, 1993, S. 238. 

上
記
の
発
言
は
宗
教
史
の
見

地
か
ら
、
よ
り
細
か
く
定
式
化
さ
れ
得
た
と
思
う
。Stolz, “W

esen 
und Funktion von M

onotheism
us” (w

ie Anm
. 68), S. 174

を
参
照
。「
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
同

一
の
神
を
戴
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
全
く
単
純
な『
誰
が
』
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と
い
う
問
題
で
あ
る
。
誰
が
、
た
と
え
ば
祈
祷
に
際
し
て
、
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
相
対
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
同
一
の

神
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
神
な
の
か
。
た
と
え
ば
共

同
で
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
歴
史
的

に
は
容
易
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
か

ら
成
立
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
神
の
観
念
は
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト

教
か
ら
派
生
し
た
。
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
歴
史
的
な
答
え
は
十
分

で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
―
―
後

代
に
否
認
さ
れ
た
と
は
い
え
―
―
バ
ア
ル
と
エ
ル
の
連
続
線
の
上
に

存
立
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
ウ
ガ
リ
ト

の
エ
ル
と
同
一
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
う
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神

が
ウ
ガ
リ
ト
の
エ
ル
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
旧
約
聖
書
の
ヤ

ハ
ウ
ェ
や
ム
ハ
ン
マ
ド
の
ア
ッ
ラ
ー
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
と
同

じ
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
が
歴
史
的
に
は
解
明
さ
れ
得
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
体
系

的
＝
神
学
的
問
題
と
し
て
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
宗
教
神
学
的
問

題
と
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」。

（
76
）A

ssm
ann, D

ie M
osaische U

nterscheidung  (w
ie A

nm
. 

68), S
. 11. 

こ
の
試
論
は
、
ア
ス
マ
ン
の
著
作

M
oses d

er 
Ä

gypter. E
ntzifferung einer G

edächtnisspur , M
ünchen-

W
ien, 1998

（
ヤ
ン
・
ア
ス
マ
ン〔
安
川
晴
基
訳
〕『
エ
ジ
プ
ト
人
モ
ー

セ
―
―
あ
る
記
憶
痕
跡
の
解
析
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
へ
の
批

判
に
応
え
る
も
の
で
、
自
身
の
以
前
の
叙
述
を
詳
細
に
用
い
て
い
る
。

（
77
）A

ssm
ann, D

ie M
osaische U

nterscheidung  (w
ie A

nm
. 

68), S. 12f.

（
78
）
同
書  S. 22.

（
79
）
同
書 S. 26. 

一
神
教
に
つ
い
て
の
ア
ス
マ
ン
の
批
判
は
、
彼
の
エ

ジ
プ
ト
学
研
究
の
文
脈
と
彼
の
発
言
の
強
調
の
仕
方
に
お
い
て
は
新

し
い
が
、
思
潮
の
な
か
で
は
ほ
と
ん
ど
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

す
で
に
四
半
世
紀
前
に
、
哲
学
者
オ
ー
ド
・
マ
ル
ク
ヴ
ァ
ー
ト
は「
多

神
教
の
賛
歌
」
を
謳
い
上
げ
て
お
り
、
一
方
、
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン

ベ
ル
ク
は
多
神
教
に
と
っ
て
基
盤
と
な
る
神
話
の
魅
力
に
没
頭
し
た
。

O
do M

arquard, “Lob des Polytheism
us.Ü

ber M
onom

ythie 
und P

olym
ythie,” in P

hilosophie und M
ythos. E

in 
K

olloquium
, hrsg. v. H

ans Poser, B
erlin-N

ew
 Y

ork, 
1979, S. 40-58; N

achdruck in D
ers., A

bschied vom
 

Prinzipiellen. Philosophische Studien , Stuttgart, 1995, S. 
91-116; H

ans B
lum

enberg, Arbeit am
 M

ythos , Frankfurt 
am

 M
ain, 1979, 51990, Sonderausgabe, ebd. 1996

（
ハ
ン

ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク〔
青
木
隆
嘉
訳
〕『
神
話
の
変
奏
』
法
政
大

学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
）. 

以
下
を
参
照
。M

ichael B
orgolte, 

“H
istorie und M

ythos,” in K
rönungen. K

önige in Aachen 
– G

eschichte und M
ythos. K

atalog der Ausstellung , hrsg. 
v. M

ario K
ram

p, B
d. 2, M

ainz, 2000, S. 839-846; D
ers., 

E
uropas G

eschichten und Troia  (w
ie Anm

. 13).

（
80
）
さ
し
あ
た
りIrene Pieper, M

ichael Schim
m

elpfennig 
u

n
d Joach

im
 von

 S
oosten

 (H
rsg.), H

ä
resien

. 
R

eligionsherm
eneutische Studien zur K

onstruktion von 
N

orm
 und Abw

eichung , M
ünchen, 2003

を
参
照
。

（
81
）
こ
の
点
お
よ
び
以
下
に
つ
い
て
は
、H

aim
 H

illel B
en-

Sasson (H
rsg.), G

eschichte des jüdischen Volkes. Von den 
Anfängen bis zur G

egenw
art , M

ünchen, ³1995; K
enneth 

R. Stow
, Alienated M

inority. The Jew
s of M

edieval Latin 
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E
urope , C

am
bridge, M

ass-London, 1992.
（
82
）B

eard, N
orth, Price, R

eligions of R
om

e ,1 (w
ie A

nm
. 

60), S. 266f.

（
83
）M

ichael Toch, “D
unkle Jahrhunderte”. G

ab es ein 
jüdisches Frühm

ittelalter? , Trier, 2001.

（
84
）R

obert B
artlett, E

ngland under the N
orm

an and 
Angevin K

ings, 1075-1225 , O
xford, 2000, S. 346ff.; Paul 

R
. H

yam
s, “The Jew

s in M
edieval E

ngland, 1066-1290,” 
in E

ngland and G
erm

any in the H
igh M

iddle A
ges , ed. 

by. A
lfred H

averkam
p and H

anna V
ollrath, O

xford, 
1996, S. 173-192.

（
85
）Ben-Sasson (H

rsg.), G
eschichte des jüdischen Volkes  (w

ie 
Anm

. 81), S. 569

の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
地
図
を
参
照
。

（
86
）R

obert R
aphael G

eis, “D
as G

eschichtsbild des 
Talm

ud,” Saeculum
,6 (1955), S. 119-124, 

こ
こ
で
は S. 

123

を
参
照（「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
も
は
や
歴
史
を
生
み
だ
す
の
で
は
な

く
、
歴
史
に
苦
し
む
の
で
あ
る
」）。
同
じ
意
味
で
は
、B

orgolte, 
Zw

ischen E
rfindung und K

anon  (w
ie Anm

. 3), S. 305.

（
87
）F

riedrich B
attenberg, D

as europäische Z
eitalter 

der Juden. Z
ur E

ntw
icklung einer M

inderheit in 
der nichtjüdischen U

m
w

elt E
uropas , B

d. 1: V
on den 

Anfängen bis 1650 , D
arm

stadt, 1990, S. 15f.; H
aim

 H
illel 

B
en-Sasson, “V

om
 7. bis zum

 17. Jahrhundert. D
as 

M
ittelalter,” in D

ers. (H
rsg.), G

eschichte des jüdischen 
V

olkes  (w
ie A

nm
. 81), S. 473-883, 

こ
こ
で
は
と
り
わ
け

483ff.; B
orgolte (w

ie Anm
. 15), S. 246ff.

（
88
）M

ichael Toch, D
ie Juden im

 m
ittelalterlichen R

eich , 

M
ünchen, 1998, ²2003, S. 10f. 

を
参
照
。
ド
イ
ツ（
お
よ
び
隣
接

領
域
）
に
お
け
る
入
植
と
追
放
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
りA

lfred 
H

averkam
p (H

rsg.), G
eschichte der Juden im

 M
ittelalter 

von der N
ordsee bis zu den Südalpen. K

om
m

entiertes 
K

artenw
erk ,3 Bde., H

annover, 2002

を
参
照
。

（
89
）
以
下
を
参
照
。T

och (w
ie A

nm
. 88), S. 34ff., 96ff.; 

D
avid Jacoby, “Les juifs de B

yzance. U
ne com

m
unauté 

m
arginalisée,” in Ό

ι ρεριδωριακοι στο Β
υζαντιο , hrsg. v. 

Χ
ρυςα Λ

. Μ
αλτεζου, A

then, 1993, S. 103-154; A
ndrew

 
Sharf, B

yzantine Jew
ry from

 Justinian to the Fourth 
C

rusade , London, 1971; Steven B
. B

ow
m

an, The Jew
s 

of B
yzantium

, 1204-1453 , A
labam

a, 1985; N
orm

an 
R

oth, Jew
s, V

isigoths and M
uslim

s in M
edieval Spain. 

C
ooperation and C

onflict , Leiden-N
ew

 York-K
öln 1994; 

E
liyahu A

shtor, T
he Jew

s of M
uslim

 S
pain ,2 B

de., 
Philadelphia, ²1993; Yitzhak Baer, H

istoria de los judios 
en la E

spaña cristiana , M
adrid, 1981; M

arie de M
enaca, 

H
istoire politique des Juifs d’E

spagne au M
oyen Â

ge , 
Tom

e 1-3, N
antes, 1993-1996; N

ora B
erend, At the G

ate 
of C

hristendom
. Jew

s, M
uslim

s and ‘Pagans’ in M
edieval 

H
ungary, c. 1000 – c. 1300 , C

am
bridge, 2001.

（
90
）B

en-Sasson, “V
om

 7. bis zum
 17. Jahrhundert” (w

ie 
Anm

. 87), S. 518ff. 

を
参
照
。

（
91
）
以
下
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
あ
るBorgolte (w

ie Anm
. 15), S. 

261ff. 
を
参
照
。

（
92
）
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
と
普
及
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参

照
。A. D

. Lee, Pagans and C
hristians in Late Antiquity. 
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A
 S

ourcebook , L
ondon-N

ew
 Y

ork, 2000; R
am

say 
M

acM
ullen, C

hristianizing the R
om

an E
m

pire (A
.D

. 
100-400) , N

ew
 H

aven-London, 1984; B
row

n (w
ie A

nm
. 

18); R
ichard Fletcher, The C

onversion of E
urope. From

 
Paganism

 to C
hristianity 371-1386 A

D
, London, 1997; 

F. D
onald Logan, A H

istory of the C
hurch in the M

iddle 
Ages , London-N

ew
 York, 2002.

（
93
）Jūratė K

iaupienė, “The G
rand D

uchy of Lithuania in 
the tim

es of V
ytautas and Jogila,” in Zugm

antas K
iaupa, 

Jūratė K
iaupienė and A

lbinas K
uncevičius, The H

istory 
of Lithania before 1795 , V

ilnius, 2000, S. 127-160; La 
C

ristianizzazione della Lituania , Rom
a, 1986.

（
94
）Peter Jackson, “The M

ongols and Europe,” in The N
ew

 
C

am
bridge M

edieval H
istory, V  (w

ie A
nm

. 12), S. 703-
719; Felicitas Schm

ieder, E
uropa und die Frem

den. D
ie 

M
ongolen im

 U
rteil des Abendlandes vom

 13. bis in das 
15. Jahrhundert , Sigm

aringen, 1994; U
lrich Schm

ilew
ski 

(H
rsg.), W

ahlstatt 1241. B
eiträge zur M

ongolenschlacht 
bei Liegnitz und zu ihren N

achw
irkungen , W

ürzburg, 
1991; N

. Pfeiffer, D
ie ungarische D

om
inikanerprovinz 

von ihrer G
ründung 1221 bis zur T

atarenverw
üstung 

1241-1242 , Zürich, 1913; H
einrich D

örrie, “D
rei 

T
exte zur G

eschichte der U
ngarn und M

ongolen,” 
in N

achrichten der A
kadem

ie der W
issenschaften in 

G
öttingen aus dem

 Jahre 1956, Philologisch-H
istorische 

K
lasse , G

öttingen, 1956; Fred Singleton, A Short H
istory 

of Finland , C
am

bridge, ²1998; Torsten Edgren und Lena 

Törnblom
, Finlands H

istoria , B
d. 1, E

sbo, ²1993; John 
H

. Lind, “Consequences of the Baltic C
rusades in Target 

Areas: The Case of K
arelia,” in C

rusade and C
onversion 

on the B
altic Frontier, 1150-1350 , ed. by Alan V

. M
urray, 

Aldershot et. ali., 2001, S. 133-150.

（
95
）K

a
rl B

a
u

s, V
o

n
 d

er U
rg

em
ein

d
e z

u
r 

frü
h

ch
ristlich

en
 G

roßkirch
e , (= H

an
dbu

ch
 der 

K
irchengeschichte, B

d. 1), Freiburg-B
asel-W

ien, 1962, S. 
164, 174

を
参
照
。

（
96
）Franz D

ünzl, “A
rt. Irenaeus v. Lyon,” in Lexikon für 

Theologie und K
irche , Bd. 5, Freiburg, Basel-R

om
-W

ien, 
³1996, Sp. 583-585

を
参
照
。

（
97
）
現
時
点
で
最
新
の
も
の
と
し
てA

xel B
ayer, Spaltung der 

C
hristenheit. D

as sogenannte M
orgenländische Schism

a 
von 1054 , K

öln-W
eim

ar-W
ien, 2002.

（
98
）
以
下
を
参
照
。G

ünter K
etterm

ann, Atlas zur G
eschichte 

des Islam
, D

arm
stadt, 2001, S. 19ff.; R

alph-Johannes 
Lilie, B

yzanz. D
as zw

eite R
om

, B
erlin, 2003, S. 75ff.; 

W
alter E

. K
aegi, B

yzantium
 and the E

arly Islam
ic 

C
onquests , Cam

bridge, 1992.

（
99
）R

oger C
ollins, T

he A
rab C

onquest of S
pain, 710-

797 , O
xford, 1989; ‘A

bdulw
āhid D

hanūn Tāha, T
he 

M
uslim

 C
onquest and Settlem

ent of N
orth A

frica and 
Spain , London-N

ew
 Y

ork, 1989; R
achel A

rié, E
spaña 

m
usulm

ana (siglos V
III-X

V
) , B

arcelona, 1993; M
arie-

C
laude G

erbet, L’E
spagne au M

oyen Â
ge, V

IIIe-X
V

e 
siècle , Paris, 1992; B

ernard F. R
eilly, T

he M
edieval 
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Spains , C
am

bridge, 1993.
（
100
）F

erdinando M
aurici, B

reve S
toria degli A

rabi in 
S

icilia , P
alerm

o, 1995; A
ziz A

hm
ad, A

 H
istory of 

Islam
ic Sicily , E

dinburgh, 1975; B
ernd R

ill, Sizilien im
 

M
ittelalter , Stuttgart-Zürich, 1995.

（
101
）D

avid A
bulafia, “The N

asrid kingdom
 of G

ranada,” in 
The N

ew
 C

am
bridge M

edieval H
istory , V (w

ie Anm
. 12), 

S. 636-643. 

以
下
を
も
参
照
。Bernard F. Reilly, The C

ontest 
of C

hristian and M
uslim

 Spain, 1031-1157 , O
xford-

C
am

bridge, M
ass., 1992; Ludw

ig V
ones, G

eschichte 
der Iberischen H

albinsel im
 M

ittelalter, 711-1480 , 
Sigm

aringen, 1993. 

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
支

配
下
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。L. P. H

arvey, Islam
ic 

Spain 1250 to 1500 , Chicago-London, 1990.

（
102
）M

aurici, B
reve Storia degli Arabi in Sicilia  (w

ie Anm
. 

100), 

と
り
わ
けS. 146-153; A
hm

ad, A
 H

istory of Islam
ic 

Sicily  (w
ie A

nm
. 100), 

と
り
わ
けS. 82-87; Stürner,2 (w

ie 
A

nm
. 4), S. 66-74; D

avid A
bulafia, “The end of M

uslim
 

Sicily,” in M
uslim

s under Latin R
ule, 1100-1300 , ed. by 

Jam
es M

. Pow
ell, Princeton, 1990, S. 105-133; D

ers., 
“The K

ingdom
 of Sicily under the H

ohenstaufen and 
A

ngevins,” in The N
ew

 C
am

bridge M
edieval H

istory , V 
(w

ie A
nm

. 12), S. 497-521; Pierre G
uichard, E

spagne et 
la Sicile m

usulm
anes aux XIe et XIIe siècles , Lyon, ²1991; 

H
ubert H

ouben, “N
eue Q

uellen zur G
eschichte der Juden 

und Sarazenen im
 K

önigreich Sizilien (1275-1280),” 

Q
uellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 

B
ibliotheken , 74

(1994), S. 335-359, 

こ
こ
で
は
と
り
わ
けS. 

340ff.

（
103
）R

udolf K
aschew

sky, “D
ie R

eligion der M
ongolen,” in 

D
ie M

ongolen. B
eiträge zu ihrer G

eschichte und K
ultur , 

hrsg. v. M
ichael W

eiers, D
arm

stadt, 1986, S. 87-123, 

こ

こ
で
は S. 120f.; Jean R

ichard, “La conversion de Berke et 
les débuts de l’islam

isation de la H
orde d’O

r,” in D
ers., 

O
rient et O

ccident au M
oyen A

ge: contacts et relations 
(X

II
e-X

V
e s.) , L

ondon, 1976, N
r. X

X
IX

 (

初
出1967); 

Schm
ieder, E

uropa und die Frem
den  (w

ie A
nm

. 94), S. 
35, 39.

（
104
）Suraiya Faroqhi, G

eschichte des osm
anischen R

eiches , 
M

ünchen, 2000; Josef M
atuz, D

as O
sm

anische R
eich. 

G
rundlinien seiner G

eschichte , D
arm

stadt, ²1990; 
G

eorges C
astellan, H

istory of the B
alkans. F

rom
 

M
oham

m
ed the C

onqueror to Stalin , Boulder-N
ew

 York, 
1992, S. 33ff.; Edgar H

ösch, G
eschichte der B

alkanländer. 
Von der Frühzeit bis zur G

egenw
art , M

ünchen, 42002, S. 
78ff.

（
105
）M

enahem
 Stern, “D

ie Zeit des Zw
eiten Tem

pels,” in 
Ben-Sasson (H

rsg.), G
eschichte des jüdischen Volkes  (w

ie 
Anm

. 81), S. 231-373, 

こ
こ
で
は
と
り
わ
けS. 353ff.; Beard, 

N
orth, Price, R

eligions of R
om

e ,1 (w
ie A

nm
. 60), S. 275f.

（
106
）Toch, D

ie Juden im
 m

ittelalterlichen R
eich  (w

ie A
nm

. 
88), S. 125f. 

を
参
照
。

（
107
）
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
背
教
者
に
対
す
る
死
刑
に
つ
い
て
は
、H

einz 
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史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

H
alm

, D
er Islam

. G
eschichte und G

egenw
art , M

ünchen, 
42002, S.61

を
参
照
。
キ
リ
ス
ト
教
の
背
教
者
に
対
す
る
死
刑
の
一

例
と
し
て
は
、
一
二
二
二
年
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
公
会
議
が
、
ユ
ダ
ヤ

教
へ
の
転
向
者
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
女
性
と
結
婚
し
た
助
祭
に
火

刑
の
判
決
を
下
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。W

olfgang G
iese, “In 

Iudaism
um

 lapsus est. Jüdische Proselytenm
acherei im

 
frühen und hohen M

ittelalter (600-1300),” H
istorisches 

Jahrbuch ,88 (1968), S. 407-418, 

こ
こ
で
は  S.411f. 

を
見
よ
。

（
108
）H

orst B
ürkle, “Art. M

ission, I. Religionsgeschichtlich,” 
in Lexikon für Theologie und K

irche , B
d. 7, Freiburg-

B
asel-R

om
-W

ien, ³1998, Sp. 288f.

（
109
）
以
下
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

M
ich

ael B
orgolte, D

ie 
m

ittelalterliche K
irche , M

ünchen, 1992, ²2004, S. 4ff.; 

最
近
の
も
の
と
し
て
、Jam

es M
uldoon (ed.), V

arieties of 
R

eligious C
onversion in the M

iddle A
ges , G

ainesville 
u. a., 1997; G

uyda A
rm

strong and Ian N
. W

ood (eds.), 
C

hristianizing P
eoples and C

onverting Individuals , 
Turnhout, 2000; A

rnold A
ngenendt, G

rundform
en der 

Fröm
m

igkeit im
 M

ittelalter , M
ünchen, 2003, S. 3.

（
110
）
以
下
に
つ
い
て
は
、B

orgolte (w
ie A

nm
. 15), S. 247f.; 

B
attenberg, D

as E
uropäische Zeitalter der Juden ,1

 (w
ie 

A
nm

. 87), S. 15f. 

に
よ
る
。

（
111
）Friedrich Lotter, ““Tod oder Taufe”. D

as Problem
 

der Zw
angstaufen w

ährend des E
rsten K

reuzzugs,” 
in Juden und C

hristen zur Zeit der K
reuzzüge , hrsg. 

v. A
lfred H

averkam
p, Sigm

aringen, 1999, S. 107-
152; R

udolf H
iestand, “Juden und C

hristen in der 

K
reuzzugspropaganda und bei den K

reuzzugspredigern,” 
in ebd ., S. 153-208.

（
112
）
以
下
を
参
照
。B

attenberg, D
as E

uropäische Zeitalter 
d

er J
u

d
en ,1 (w

ie A
nm

. 87), S
. 17f.; A

lexander 
Patschovsky, “D

as R
echtsverhältnis der Juden zum

 
deutschen K

önig (9.-14. Jahrhundert). E
in europäischer 

V
ergleich,”Z

eitsch
rift d

er S
avign

y-S
tiftu

n
g fü

r 
R

echtsgeschichte , G
erm

anistische A
bteilung, 110 (1993), 

S. 331-371.

（
113
）
こ
の
点
お
よ
び
以
下
に
つ
い
て
は
、H

eribert B
usse, D

ie 
theologische B

eziehungen des Islam
s zu Judentum

 und 
C

hristentum
. G

rundfragen des D
ialogs im

 K
oran und die 

gegenw
ärtige Situation , D

arm
stadt, 1988, S. 142ff.

（
114
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、T

ilm
an N

agel, D
er K

oran. 
E

inführung, Texte, E
rläuterungen , M

ünchen, 42002, S. 
148.

（「
先
方
が
進
ん
で
貢
税
を
差
出
し
、
平
身
低
頭
し
て
来
る
ま

で
」（
井
筒
俊
彦
訳『
コ
ー
ラ
ン（
上
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
、

二
五
五
頁
）。

（
115
）B

usse (w
ie A

nm
. 113), S. 145; N

orm
an D

aniel, T
he 

Arabs and M
edieval E

urope , London, 1975, S. 261.

（
116
）N

oth (w
ie Anm

. 75), S.197 

お
よ
び
注
四
二
。

（
117
）B

usse (w
ie A

nm
. 113), S. 148ff.; B

rissaud, Islam
 

und C
hristentum

 (w
ie A

nm
. 75), S. 160f., 211f., 

228, 247ff.; H
ans G

eorg M
ajer, “A

ufstieg, E
nde und 

H
interlassenschaft einer G

roßm
acht. E

ine einleitende 
Skizze,” in D

ie Staaten Südosteuropas und die O
sm

anen , 
hrsg. v. H

ans G
eorg M

ajer, M
ünchen, 1989, S. 13-22; 
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
神
教
と
中
世
に
お
け
る
文
化
の
一
体
性
の
問
題
（
ボ
ル
ゴ
ル
テ
）

C
astellan (w

ie A
nm

. 104), S. 109ff.; R
ichard W

. B
ulliet, 

C
onversion to Islam

 in the M
edieval Period. An E

ssay in 
Q

uantitative H
istory , Cam

bridge, M
ass-London, 1979.

（
118
）
た
と
え
ば
、B

rissaud (w
ie Anm

. 75), S. 161, 345; Cardini 
(w

ie A
nm

. 34).

（
119
）Toch (w

ie A
nm

. 88), S. 120 (

ヤ
ー
コ
プ
・
カ
ッ
ツ（Jakob 

K
atz

）
に
よ
る「
お
互
い
に
対
す
る
排
他
性
」) , 126f. (

ア
モ
ス
・

フ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン（A

m
os Funkenstein

）
に
よ
る「
対
立

す
る
文
化
」), 138f. (
「
文
化
が
借
用
さ
れ
る
日
常
」)

。 

ま
た
、

H
averkam

p (w
ie Anm

. 111) 
を
も
参
照
。

（
120
）Toch (w

ie A
nm

. 88), S. 40.

（
121
）
エ
リ
ー
シ
ャ
・
バ
ル
・
シ
ン
ハ
ー
ヤ（E

līsha bar Sinhāya

）
の

証
言
。B

orgolte (w
ie A

nm
. 15), S. 251 

に
お
け
るA

ndrew
 

Sharf, B
yzantine Jew

ry from
 Justinian to the Fourth 

C
rusade , London, 1971, S. 109

か
ら
の
引
用
。

（
122
）B

rissaud (w
ie A

nm
. 75), S. 211f. 

ま
た R

obert I. B
urns 

and Paul E
. C

hevedden, N
egotiating C

ultures. B
ilingual 

Surrender T
reaties in M

uslim
 C

rusader Spain under 
Jam

es the C
onqueror , Leiden-Boston-K

öln, 1999
を
参
照
。

（
123
）B

rissaud (w
ie Anm

. 75), S. 234f.

（
124
）
同
書  S. 345.

（
125
）
以
下
を
参
照
。B

orgolte (w
ie A

nm
. 15), S. 261ff., 246ff.; 

R
obert Ian M

oore, T
he F

orm
ation of a P

ersecuting 
Society. Pow

er and D
eviance in W

estern E
urope, 950-

1270 , 1987, reprint O
xford-M

alden M
ass., 1998.

（
126
）
前
掲
注
一
二
五
で
挙
げ
た
文
献
に
加
え
て
、H

averkam
p 

(w
ie A

nm
. 111)

を
参
照
。
ま
た
、
た
と
え
ば
以
下
を
も
参
照
。

Jonathan R
iley Sm

ith (H
rsg.), Illustrierte G

eschichte 
der K

reuzzüge , F
rankfurt-N

ew
 Y

ork, 1999; Steven 
R

uncim
an, G

eschichte der K
reuzzüge , M

ünchen, ²1997, 
S. 273f.; H

ans-Jürgen K
otzur (H

rsg.), K
ein K

rieg ist 
heilig. D

ie K
reuzzüge , M

ainz, 2004; B
attenberg, D

as 
E

uropäische Zeitalter der Juden ,1 (w
ie A

nm
. 87), S. 

61ff.; Cardini (w
ie A

nm
. 34), S. 81ff.

（
127
）B

ernd-U
lrich H

ergem
öller, K

rötenkuß und schw
arzer 

K
ater. K

etzerei, G
ötzendienst und U

nzucht in der 
inquisitorischen P

hantasie des 13. Jahrhunderts , 
W

arendorf, 1996

を
参
照
。 

（
128
）B

orgolte (w
ie A

nm
. 15), S. 75ff.; C

olin M
orris, T

he 
Papal M

onarchy. The W
estern C

hurch from
 1050 to 1250 , 

O
xford, 1989.

（
129
）A

ndré V
auchez, “D

er K
am

pf gegen H
äresie und 

A
bw

eichungen von der N
orm

 im
 W

esten,” in M
achtfülle 

des P
apsttum

s (1054-1274) , hrsg. v. D
em

s. (= D
ie 

G
eschichte des C

hristentum
s, B

d. 5), Freiburg-B
asel-

W
ien, 1994, S. 886-911, 

こ
こ
で
は  S. 889.

（
130
）B

orgolte (w
ie A

nm
. 15), S. 246ff.; C

hristian Lübke, 
““…

 und es kom
m

en zu ihnen M
oham

m
edaner, Juden 

und T
ürken …

”. D
ie m

ittelalterlichen G
rundlagen 

des Judentum
s im

 östlichen E
uropa,” in Juden und 

A
ntisem

itism
us im

 östlichen E
uropa , hrsg. v. M

ariana 
H

ausleitner und M
onika K

atz, B
erlin, 1995, S. 39-

57; Shm
uel E

ttinger, “V
om

 17. Jahrhundert bis zur 
G

egenw
art. D

ie N
euzeit,” in Ben-Sasson (w

ie Anm
. 81), S. 



－  88  －－  89  －

史
苑
（
第
八
〇
巻
第
二
号
）

885-1348, 

こ
こ
で
はS. 895ff.

（
131
）M

ajer (w
ie A

nm
. 117); C

astellan (w
ie A

nm
. 104), S. 

109ff.; O
ttom

an R
ule in M

iddle E
urope and B

alkan in 
the 16th and 17th C

enturies. Papers presented at the 9th 
Joint C

onference of the C
zechoslovak-Yugoslav H

istorical 
C

om
m

itee , Prague, 1978, passim
; B

asilike D
. Papoulia, 

U
rsprung und W

esen der “K
nabenlese” im

 O
sm

anischen 
R

eich , M
ünchen, 1963.

（
132
）B

orgolte (w
ie Anm

. 15), S. 265f. 

を
参
照
。

（
133
）
ト
レ
ド
の
イ
ェ
フ
ダ
・
ハ
＝
レ
ヴ
ィ（Jeh

u
da h

a-L
evi

、

一
一
五
〇
年
没
）
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
同
書  S. 183

を
見
よ
。
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
哲
学
者
、
神
学
者
、
詩
人
マ
ジ
ョ
ル
カ
の
ラ
イ
ム
ン

ド
ゥ
ス
・
ル
ル
ス（R

am
on Llull

、
一
三
一
六
年
頃
没
。
著
作
例 

R
am

on Lull, D
as B

uch vom
 H

eiden und den drei W
eisen , 

übers. und hrsg. v. Theodor Pindl, Stuttgart, 1998

）
の

著
作
に
つ
い
て
は
、R

obert Pring-M
ill, D

er M
ikrokosm

os 
R

am
on Llulls. E

ine E
inführung in das m

ittelalterliche 
W

eltbild , Stuttgart, 2000

を
参
照
。O

ra Lim
or (H

rsg.), 
D

ie D
isputationen zu C

euta (1179) und M
allorca (1286). 

Zw
ei antijüdische Schriften aus dem

 m
ittelalterlichen 

G
enua , M

ünchen, 1994; Thom
as E

. B
urm

an, R
eligious 

Polem
ic and the Intellectual H

istory of the M
ozarabs, c. 

1050-1200 , Leiden, 1994. 

ま
た
、B

ettina M
ünzel, Feinde, 

N
achbarn, B

ündnispartner. “T
hem

en und F
orm

en” 
der D

arstellung christlich-m
uslim

ischer B
egegnungen 

in ausgew
ählten historiographischen Q

uellen des 
islam

ischen Spanien , M
ünster, 1994

を
も
参
照
。

（
134
）K

laus Schreiner und G
erhard B

esier, “A
rt. Toleranz,” 

in G
eschichtliche G

rundbegriffe. H
istorisches Lexikon 

zur politisch-sozialen S
prache in D

eutschland , B
d. 

6, Stuttgart, 1990, S. 445-605, 

こ
こ
で
は  S. 455 (K

. 
Schreiner).

（
135
）
同
書  S. 446f., 449 (K

. Schreiner); 

ま
た
、S. 505 

(G
. B

esier) 

で
は
、
ゲ
ー
テ『
箴
言
と
省
察（M

axim
en und 

Reflexionen

）』（N
rn. 151, 146, 152, v. 1809/29

）
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「『
寛
容
は
本
来
一
時
的
な
思
い
で

あ
っ
て
も
ら
い
た
い
。
寛
容
は
他
の
価
値
の
承
認
へ
と
通
じ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
慢
と
は
侮
辱
に
他
な
ら
な
い
。
…
理
念
は
リ

ベ
ラ
ル
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
理
念
は
、
生
産
的
で
あ
る
と

い
う
神
的
な
使
命
を
果
た
す
た
め
に
、
力
強
い
、
す
ぐ
れ
た
、
そ
れ

自
体
完
成
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
概
念
も
な
お
そ
れ
以

上
に
、
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
別
の

使
命
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
…
真
に
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
他
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る（
小
岸
昭
ほ
か
訳『
ゲ
ー

テ
全
集
　
第
一
三
巻
』、
潮
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
二
二
三
頁
）』。
形

式
的
な
寛
容
と
内
実
の
あ
る
寛
容
を
区
別
す
る
意
識
が
こ
こ
で
生
ま

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
前
者
が
異
な
る
信
仰
信
念
を
た
ん
に
侵
害
し

な
い
だ
け
に
と
ど
ま
る
一
方
で
、
後
者
は
異
な
る
宗
教
を
、
聖
な
る

も
の
と
邂
逅
す
る
真
の
正
当
な
る
可
能
性
と
し
て
、
肯
定
的
に
承
認

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」。

（
136
）
同
書S. 452-461 (K

. Schreiner). 

ま
た
、A

lexander 
Patschovsky und H

arald Zim
m

erm
ann (H

r sg.), Toleranz 
im

 M
ittelalter , Sigm

aringen, 1998

を
も
参
照
。

（
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
名
誉
教
授
）
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