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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な 

犯
罪
者
に
対
す
る
手
ぬ
る
い
裁
き 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

苦
し
み
の
実
感
を 

文
明
の
各
段
階
に
適
し
た
道
徳
的
熱
意 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
た
ち
は
こ
の
考
え
方 
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真
実
性
の
成
長―

産
業
的
、
政
治
的
、
哲
学
的
に 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

文
明
と
と
も
に
高
ま
る 

神
学
の
影
響
が
真
実
性
の
成
長
を
遅
ら
せ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
つ
の
真
実
の
精
神 

倹
約
家
と
投
機
家
の
性
格 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

産
業
的
生
活
の
道
徳
的 

先
見
力 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
二
に
産
業
的
な
習
慣
は 

敬
虔
さ
の
減
退 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
変
化
は
文
明
が 

女
性
の
徳 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

男
女
の
関
係
に
お
け
る 

気
候
の
影
響 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

気
候
が
公
衆
道
徳
に 

大
き
な
街
の
影
響 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
徳
の
形
は 

晩
婚
の
影
響 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
農
民
の
間
で 

文
明
の
各
段
階
は
、
い
く
つ
か
の
徳
に
特
別
に
適
し
て
い
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

先
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に 

知
的
進
歩
と
道
徳
的
進
歩
の
関
係 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

い
ま
述
べ
た
こ
と
が 

ほ
と
ん
ど
の
人
の
道
徳
的
水
準
は
、
私
的
判
断
よ
り
も
政
治
的
判
断
に
お
い
て
低
い 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
的
判
断
に
お
い
て 

国
民
の
悪
徳 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
奇
妙
な
道
徳
的
逆
説 

団
体
の
資
質 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
徳
と
悪
徳
の
両
方 

フ
ラ
ン
ス
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
タ
イ
プ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
国
に
よ
っ
て 

徳
の
グ
ル
ー
プ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

な
ん
ら
か
の
徳
が 

基
本
的
な
徳 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
最
も
重
要
な
真
理 



14 

 

す
べ
て
の
性
格
を
一
つ
の
タ
イ
プ
に
押
し
込
め
る
こ
と
は
で
き
な
い 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
こ
ま
で
私
が
述
べ
て 

道
徳
の
タ
イ
プ
に
関
す
る
結
論 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

各
個
人
の
性
格 
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第
二
章 

 

異
教
徒
の
帝
国 

  

異
教
は
道
徳
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
て
い
な
か
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

古
代
文
明
の
倫
理
的 

ギ
リ
シ
ャ
の
懐
疑
論 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ギ
リ
シ
ャ
で
は
最
も
古
い 

ロ
ー
マ
へ
の
展
開―

哲
学
者
た
ち
の
意
見 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ロ
ー
マ
共
和
国
と
帝
国 

ロ
ー
マ
の
宗
教
は
決
し
て
道
徳
的
な
熱
狂
の
源
で
は
な
か
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
ロ
ー
マ
の
宗
教
は 

贅
沢
の
流
入 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
こ
う
し
た
習
慣 

占
星
術
的
運
命
論
の
普
及 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
指
摘 

真
の
道
徳
教
師
た
る
哲
学
者 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ゼ
ノ
ン
（
＊
Ｂ
Ｃ
３
３
５ 

エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
と
ス
ト
イ
シ
ズ
ム 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

異
な
る
タ
イ
プ
の
性
格
の
表
現 

軍
事
的
、
愛
国
的
な
熱
狂
が
ロ
ー
マ
に
ス
ト
イ
ッ
ク
な
タ
イ
プ
の
性
格
を
生
み
出
し
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
こ
の
よ
う
な
問
題 

道
徳
教
育
に
お
い
て
伝
記
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
る
素
質
の
強
化 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
う
し
た
考
察
か
ら
、
ロ
ー
マ
人 

エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
は
決
し
て
ロ
ー
マ
の
徳
の
学
派
に
は
な
ら
な
か
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
う
し
た
文
言
は
古
代 

そ
の
破
壊
的
な
機
能 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
安
楽
と 

  

ス
ト
イ
シ
ズ
ム 
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そ
の
二
つ
の
本
質
的
要
素―

無
私
の
理
想
と
、
情
緒
を
理
性
に
服
従
さ
せ
る
こ
と 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
作
用 

第
一
は
最
も
無
欲
な
熱
狂
、
愛
国
心
に
よ
る
も
の 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
一
に
、
愛
国
的
な 

徳
の
四
つ
の
動
機 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

読
者
は
お
そ
ら
く
前
章 

ス
ト
イ
シ
ズ
ム
、
徳
と
利
益
の
完
全
な
分
離
の
最
た
る
例 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

前
章
で
よ
り
詳
細
に
論
じ
た 

ス
ト
ア
派
は
来
世
を
軽
視
し
、
信
じ
な
か
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
こ
れ
ら
の
人
々
は 

評
判
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
教
え
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
ロ
ー
マ
の
モ
ラ
リ
ス
ト 

義
務
と
徳
の
魅
力
を
区
別
し
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
ス
ト
ア
派
の
人
々
は
徳
の 

第
二
の
特
徴
、
欲
望
の
抑
圧 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
が
注
目
し
た
ス
ト
ア
派 

意
図
さ
れ
た
徳
は
最
も
評
価
さ
れ
、
自
然
な
感
情
の
満
足
で
あ
る
徳
は
最
も
魅
力
的
で
あ
る 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
が
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た 

憐
憫
の
情
に
関
す
る
セ
ネ
カ
の
理
論 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

例
え
ば
セ
ネ
カ
は 

感
情
の
抑
圧
が
も
た
ら
す
悪
し
き
結
果 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
ケ
ロ
は
、
ス
ト
ア
派 

性
格
の
硬
さ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

実
際
、
異
教
徒
と 

愛
の
矛
盾 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
理
論
的
に
は 

多
く
の
著
名
な
ス
ト
ア
派
の
人
生
は
非
常
に
不
完
全
な
も
の
だ
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

実
際
、
す
べ
て
の
徳
は 

一
般
的
な
性
格
に
ス
ト
ア
哲
学
は
不
向
き
だ
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ス
ト
ア
派
の
主
な
目
的 

人
間
の
自
然
な
徳
と
そ
の
意
志
の
力
に
対
す
る
高
い
意
識 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
自
制
の
哲
学 

神
意
の
認
識 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
に
は 
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公
生
活
の
習
慣
が
ス
ト
ア
派
を
静
観
主
義
か
ら
救
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
う
し
た
無
限
に 

死
へ
の
思
索―

ベ
ー
コ
ン
の
ス
ト
ア
派
へ
の
反
論 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
高
い
義
務
感 

「
慰
め
」
の
文
学 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ア
カ
デ
ミ
ア
の
ク
ラ
ン
ト
ー
ル 

死
は
刑
罰
と
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教 

異
教
徒
の
死
の
床 

 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

善
良
な
人
間
が
自
分
の 

異
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
死
に
対
す
る
概
念
の
違
い 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

あ
る
論
者
た
ち
は
、
古
代
の 

自
殺 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

古
典
的
な
死
の
概
念 

ス
ト
ア
学
派
の
理
想
の
壮
大
さ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

自
殺
の
理
論
は
ま
さ
に 

要
約 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
は
調
査
の
こ
の
段
階 

ロ
ー
マ
・
ス
ト
ア
派
の
質
素
と
ロ
ー
マ
社
会
の
贅
沢
の
対
比 

 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
倫
理
体
系
が 

  

ロ
ー
マ
に
芽
生
え
た
、
よ
り
優
し
く
、
よ
り
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
精
神 

 

第
一
に
ギ
リ
シ
ャ
文
明
と
ロ
ー
マ
文
明
の
融
合
に
よ
っ
て―

ギ
リ
シ
ャ
人
の
性
格
の
優
し
さ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
征
服 

哲
学
の
批
判
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
征
服
に
よ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ギ
リ
シ
ャ
の
精
神
は
非
常
に 

ロ
ー
マ
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
の
影
響
力
の
広
が
り 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
た
が
っ
て
ロ
ー
マ
で 

貴
族
の
権
力
の
消
失
も
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
強
化
し
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ギ
リ
シ
ャ
の
知
性
と 

植
民
地
の
拡
大
、
多
く
の
外
国
人
の
ロ
ー
マ
へ
の
流
入
、
旅
行
の
楽
し
み
の
増
加
も
同
様
に
働
い
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
う
し
た
影
響
に
加
え
て 
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ラ
テ
ン
系
論
者
の
中
で
最
も
著
名
な
外
国
人
た
ち 

 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

首
都
は
さ
ま
ざ
ま
な 

大
勢
の
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第
三
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ロ
ー
マ
の
改
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異
教
徒
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す
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タ
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

殉
教
者
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
（
＊ 

旧
約
聖
書
の
盗
用
と
さ
れ
る
異
教
の
書
物
や
、
ダ
イ
モ
ー
ン
の
伝
承
の
置
き
場
と
さ
れ
る
書
物 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
は
極
端
な
例
を
挙
げ
た 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
論
者
だ
け
に
適
用
さ
れ
同
時
代
の
モ
ラ
リ
ス
ト
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ

た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
グ
ノ
ー
シ
ス
派 

  

奇
跡
の
証
拠
が
帝
国
を
改
宗
さ
せ
た
と
す
る
説 

 

こ
れ
を
推
測
す
る
た
め
に
は
、
奇
跡
を
信
じ
る
理
由
を
見
直
す
必
要
が
あ
る  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

そ
こ
で
ス
ト
ア
派
優
勢 

信
仰
の
急
速
な
衰
退 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
少
数
派 

不
可
能
で
は
な
い
奇
跡 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
不
信
の
理
由
は
奇
跡
の 

多
く
の
証
拠
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
奇
跡 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る 

常
に
教
育
と
と
も
に
衰
退
し
て
い
く
そ
の
歴
史 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
普
通 

妖
精
信
仰
の
例 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
心
境 

未
開
人
の
最
初
の
宇
宙
観―
全
世
界
は
個
別
の
介
入
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

未
開
人
が
世
界
を
見
渡
し 

潜
在
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
広
範
な 

想
像
力
の
弱
さ 

伝
説
の
源―

神
話 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

人
間
は
自
分
に
強
い
影
響 

奇
跡
的
な
物
語
、
あ
る
宇
宙
理
論
の
自
然
な
表
現  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
に
社
会
の
あ
る 

教
育
が
こ
う
し
た
物
語
を
消
滅
さ
せ
る
の
は
、
人
に
証
拠
の
厳
密
さ
を
教
え
る
か
ら
で
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
一
は
あ
ら
ゆ
る
教
育
が 
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ま
た
抽
象
化
す
る
力
を
強
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
話
の
時
代
を
終
わ
ら
せ
る
の
で
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
二
は
抽
象
化
す
る
力 

ま
た
法
則
の
支
配
を
確
立
す
る
自
然
科
学
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
の
で
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
三
は
自
然
科
学 

奇
跡
を
信
じ
る
こ
と
に
自
然
科
学
が
与
え
る
三
つ
の
影
響  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
発
見
が 

雨
と
疫
病
に
関
す
る
神
学
的
観
念  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
人 

神
学
に
お
け
る
帰
納
的
推
論
の
領
域  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
問
題
の
中
で 

奇
跡
の
証
明
に
お
け
る
一
般
的
な
誤
り 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
が
書
い
た
こ
と
は
、
神
意 

あ
る
社
会
の
段
階
に
お
い
て
奇
跡
的
な
も
の
に
対
す
る
素
質
は
強
く
、
あ
り
え
な
さ
そ
う
な
自
然
の
事
実
で
さ
え
十
分

に
立
証
で
き
る
以
上
の
証
拠
を
伝
説
の
周
囲
に
蓄
積
し
て
し
ま
う 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

奇
跡
の
真
実
性
を
調
査 

占
い
、
魔
術
、
王
に
癒
さ
れ
る
病
気
に
よ
る
例
証 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

異
教
徒
の
ロ
ー
マ
の
全
期
間 
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ロ
ー
マ
帝
国
内
で
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
意
見 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

過
去
の
書
物
に
ほ
と
ん
ど 

博
物
学
的
問
題
に
さ
え
も
発
揮
さ
れ
た
極
度
の
軽
信 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
う
し
た
例
は
キ
ケ
ロ 

エ
ジ
プ
ト
哲
学
の
影
響
に
よ
る
軽
信
の
増
大―

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
奇
跡 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ロ
ー
マ
帝
国
の
最
も
啓
発
的
な
時
代
に 

異
教
徒
の
奇
跡
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
態
度  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
は
一
連 

三
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
歴
史
的
な
奇
跡
の
審
理
の
不
可
能
性 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
神
託 

あ
る
い
は
予
言
の
審
理
の
不
可
能
性―

シ
ビ
ュ
ラ
文
書 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

証
拠
に
よ
る
証
明
が
な
さ
れ
る 

同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
奇
跡―

悪
魔
祓
い 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ロ
ー
マ
人
の
改
宗
者
の
意
見 

異
教
徒
に
は
大
い
に
蔑
ま
れ
た 

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
挑
戦
が
異
教
徒
の
論
者 

全
体
と
し
て
過
去
と
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
奇
跡
は
異
教
徒
に
と
っ
て
あ
ま
り
重
要
で
は
な
か
っ
た  
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
問
題
全
体
を
ま
と
め
る 

古
い
宗
教
の
崩
壊
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
前
進
、
そ
し
て
全
体
的
な
信
仰
へ
の
渇
望 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

そ
の
原
因
は
こ
の
時
代
の 

時
代
の
求
め
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
特
異
な
適
応 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教 

そ
れ
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
ヒ
ロ
イ
ズ
ム 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

英
雄
的
な
熱
狂
は
あ
る
種
の 

ロ
ー
マ
帝
国
の
改
宗
は
容
易
に
説
明
で
き
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ロ
ー
マ
帝
国
の
改
宗
は 

  

教
会
が
受
け
た
迫
害
は
、
そ
れ
を
壊
滅
さ
せ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た 

 

迫
害
に
は
様
々
な
原
因
が
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

支
配
者
が
あ
る
宗
教
的
崇
拝 

ロ
ー
マ
の
宗
教
政
策
の
概
観 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

そ
れ
は
部
分
的
に
政
治
的 
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キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ユ
ダ
ヤ
人
よ
り
も
迫
害
さ
れ
た
理
由  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
迫
害
の
最
初 

迫
害
の
宗
教
的
動
機
は
、
災
難
は
神
々
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
信
念
だ
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
周
囲
の 

こ
の
信
念
の
歴
史  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

様
々
な
教
会
の
発
展
を 

政
治
的
迫
害  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
宗
教
的
動
機
は
主
に 

キ
リ
ス
ト
教
徒
は
不
道
徳
で
あ
る
と
い
う
告
発  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
般
的
な
告
発
に
加
え
て 

ユ
ダ
ヤ
人
と
異
端
者
に
大
き
く
起
因
す
る
告
発 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
に
加
え
て 

女
性
の
改
宗
が
も
た
ら
し
た
家
庭
生
活
の
障
害 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
反
感 

宗
教
的
恐
怖
政
治
を
用
い
る
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
ロ
ー
マ
人
の
反
感  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
は
す
で
に
悪
魔
祓
い
の
実
践 

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
異
教
崇
拝
に
対
す
る
不
寛
容  
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
会
に
対
す
る
敵
意 

そ
し
て
信
念
の
多
様
性
に
対
す
る
不
寛
容 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

そ
し
て
信
教
の
自
由
特
権 

こ
れ
ら
の
原
因
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
迫
害
は
十
分
に
説
明
で
き
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
が
簡
潔
に
列
挙
し
た
事
柄 

  

迫
害
の
歴
史 

 

ネ
ロ
に
よ
る
迫
害 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
方
す
べ
て
の
論
者
は
完
全 

ド
ミ
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
迫
害 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

西
暦
６
８
年
に
ネ
ロ 

ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
朝
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
状
況 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
迫
害
が
続
い
た
期
間 

マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
は
大
き
な
政
治
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
西
暦
１
８
０
年
に
マ
ル
ク
ス 
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マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
か
ら
デ
キ
ウ
ス
に
至
る
ま
で
の
支
配
者
た
ち
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
態
度  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
に
示
さ
れ
た 

デ
キ
ウ
ス
の
迫
害
前
夜
の
教
会
の
状
況 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
世
紀
半
ば
ま
で
の
教
会 

迫
害
の
恐
怖  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

西
暦
２
４
９
年
に
勃
発 

カ
タ
コ
ン
ベ  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

デ
キ
ウ
ス
の
迫
害
は
キ
リ
ス
ト 

ガ
ッ
ル
ス
と
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
の
治
世
の
ト
ラ
ブ
ル―

ガ
ッ
リ
エ
ヌ
ス
は
容
認
を
宣
言
す
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

デ
キ
ウ
ス
の
治
世
は
二
年 

キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
か
ら
デ
メ
ト
リ
ア
ヌ
ス
（
＊
ア
フ
リ
カ
総
督
）
へ
の
手
紙 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

聖
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
こ
れ
ら 

デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
時
代
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
平
和
が
続
い
た
。 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ガ
ッ
リ
エ
ヌ
ス
の
即
位 

彼
の
性
格
と
迫
害  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
そ
の
勝
利
が
達
成 

ガ
レ
リ
ウ
ス  
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ガ
レ
リ
ウ
ス
が
こ
の
問
題 

迫
害
の
終
結  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
大
敵 

そ
の
歴
史
に
関
す
る
全
体
的
な
考
察 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
た
ち
が
追
跡
で
き
る
限
り 
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第
四
章 

 

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
へ 

  

哲
学
の
道
徳
的
教
え
と
宗
教
の
道
徳
的
教
え
の
違
い 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

前
章
に
お
い
て
ロ
ー
マ 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
罪
の
感
覚
の
道
徳
的
効
力 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
徳
に
対
す
る
新
し
い
動
機 

初
代
教
会
で
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
暗
い
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
の
見
解 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
人
間
の
性
質
の
暗
い
面 

懺
悔
の
シ
ス
テ
ム 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
環
境
か
ら 

キ
リ
ス
ト
教
が
無
私
の
熱
意
を
引
き
出
す
の
に
立
派
な
効
果
を
発
揮
し
た
こ
と 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
も
し
人
間
の
本
性 

初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
偉
大
な
純
粋
性 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
徳
的
な
卓
越
性
を
説
き
聞 

何
世
紀
に
も
渡
っ
て
裏
切
ら
れ
た
教
会
の
約
束 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

デ
キ
ウ
ス
の
迫
害
以
前
に
は 

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
西
帝
国
の
道
徳
的
状
況
の
一
般
的
な
ス
ケ
ッ
チ  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
時
代
の
主
な
特
徴 

本
章
で
検
討
す
る
の
は
、
こ
の
比
較
的
な
失
敗
の
原
因
で
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
こ
に
興
味
深
く
重
要 

  

キ
リ
ス
ト
教
が
も
た
ら
し
た
第
一
の
結
果
は
、
人
命
の
尊
厳
の
新
し
い
感
覚
だ
っ
た 

 

こ
の
感
覚
は
非
常
に
徐
々
に
し
か
身
に
つ
か
な
か
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
が
最
初
に
世
界 

中
絶―

嬰
児
殺
し 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
点
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教 

遺
棄
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
世
話―

捨
て
子
養
育
院
の
歴
史 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
っ
て
、
嬰
児
殺
し 
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剣
闘
士
シ
ョ
ー
の
禁
止 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
が
幼
児 

死
刑
へ
の
嫌
悪 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
剣
闘
士 

迫
害
へ
の
影
響 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
、
法
の 

キ
リ
ス
ト
教
は
刑
法
を
緩
和
し
な
か
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
司
祭
た
ち
が
十
分 

自
殺 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
が
人
間
の
生
命 

  

キ
リ
ス
ト
教
の
第
二
の
帰
結
は
普
遍
的
な
兄
弟
愛
を
教
え
た
こ
と
で
あ
る 

 

奴
隷
制
度
に
関
す
る
法
律 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
が
人
間
の
生
命
の
神
聖 

教
会
の
規
律
と
礼
拝
に
よ
っ
て
主
人
と
奴
隷
は
対
等
に
な
っ
た 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
れ
ら
の
貢
献
の
う
ち
最
初 

隷
属
的
徳
の
聖
別 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
徳
的
な
タ
イ
プ
を
隷
属
的
階
級 

奴
隷
解
放
の
動
機 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
は
主
人 

農
奴 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

東
方
で
は
過
剰
な
課
税 

捕
虜
の
身
代
金 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

世
襲
制
の
奴
隷
を
消
滅 

慈
善
事
業―

異
教
徒
に
よ
る
貧
民
救
済
の
た
め
の
措
置 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
が
考
察
し
て
い
る
こ
の
テ
ー
マ 

慈
善
事
業
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
高
貴
な
熱
意 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

初
め
て
慈
善
（
＊
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ｙ 

帝
国
が
倒
さ
れ
た
と
き
の
彼
ら
の
尽
力 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
に
教
会
に
現
れ
た 

歴
史
に
お
け
る
こ
の
運
動
の
不
十
分
な
位
置
づ
け 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

扱
う
対
象
の
重
要
性
と
劇
的 
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教
会
の
慈
善
を
賞
賛
す
る
た
め
の
二
つ
の
留
保
事
項 

 

狂
気
に
関
す
る
神
学
的
観
念 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
私
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教 

精
神
病
院
の
歴
史 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

あ
る
種
の
生
来
の
狂
気 

無
差
別
の
施
し―

慈
善
事
業
の
政
治
経
済
学 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
の
慈
善
活
動
の
歴
史
の 

無
思
慮
な
慈
善
も
寄
付
者
に
は
し
ば
し
ば
有
益
な
も
の
で
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
こ
の
分
野
で
も 

慈
善
事
業
に
関
す
る
古
い
見
解
の
修
正
の
歴
史 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

カ
ト
リ
ッ
ク
の
野
放
図
な
発
展 

想
像
力
に
純
粋
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
い
う
教
会
の
有
益
な
効
果 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
が
人
間
の
性
格
を
和 

キ
リ
ス
ト
教
の
博
愛
主
義
的
功
績
の
ま
と
め 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
が
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
は
不
完
全 

  

禁
欲
主
義
の
成
長 

 

禁
欲
主
義
運
動
の
原
因 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
世
紀
の
論
者
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス 

そ
の
急
速
な
拡
大 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

禁
欲
運
動
の
発
展
は
「
キ
リ
ス
ト
教 

  

砂
漠
の
聖
人
た
ち 

 

聖
人
の
伝
説
の
一
般
的
特
徴 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

お
そ
ら
く
人
類
の
道
徳
の
歴
史 

聖
人
た
ち
の
驚
く
べ
き
苦
行 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

約
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
体
が
ひ
ど
く 
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隠
者
生
活
の
苦
悩
と
喜
び―

知
識
へ
の
嫌
悪 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

知
的
な
仕
事
に
よ
る
慰
め 

幻
覚 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る 

女
性
信
者
と
隠
者
の
関
係 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

修
道
士
た
ち
の
間
に
流
布 

無
欲
が
第
一
の
徳
と
さ
れ
た―

道
徳
教
育
へ
の
影
響 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
観
察 

宗
教
に
与
え
ら
れ
た
陰
鬱
な
色
合
い 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
一
に
、
宗
教
は
次
第 

自
由
意
志
の
主
張
が
強
く
な
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
禁
欲
生
活 

強
い
肉
体
的
気
質
に
伴
う
資
質
の
軽
視 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
同
じ
よ
う
に
正
確
に
説
明 

家
庭
の
徳
の
破
壊―

聖
人
た
ち
の
人
間
関
係
に
お
け
る
残
酷
さ 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

読
者
が―

私
が
い
さ
さ
か 

有
力
な
神
学
者
た
ち
は
そ
れ
を
奨
励
し
た 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

お
そ
ら
く
現
存
す
る
あ
ら
ゆ
る
文
献 

後
の
同
種
の
事
例 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
現
れ
た 

極
端
な
神
学
的
敵
意 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

家
庭
的
な
愛
情
の
消
滅
が
性
格 

  

市
民
的
な
徳
の
衰
退 

 

愛
国
心
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
の
歴
史 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
と
愛
国
心 

帝
国
の
崩
壊
を
早
め
た
後
者
の
影
響
力 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

現
実
的
な
（
＊
ｐ
ｏ
ｓ
ｉ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

愛
国
心
に
関
す
る
古
代
社
会
と
現
代
社
会
と
の
永
続
的
な
差
異 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

教
会
が
蛮
族
の
侵
略
者
に
対
し
て 

こ
の
変
化
が
道
徳
哲
学
に
及
ぼ
し
た
影
響 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
一
に
、
道
徳
の
二
大
学
派 
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歴
史
家
た
ち
は
市
民
的
な
徳
の
重
要
性
を
誇
張
し
て
し
ま
う 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
二
の
観
察
は
、
愛
国
的 

  

ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
の
一
般
的
な
道
徳
的
状
況 

 

モ
ラ
リ
ス
ト
に
よ
る
些
細
な
事
柄
の
強
調 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
ロ
ー
マ
帝
国 

聖
職
者
の
堕
落 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
些
細
な
問
題 

民
衆
の
幼
稚
性
と
悪
習 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平
信
徒
の
領
域
で
は 

帝
国
の
良
い
面 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て 

  

禁
欲
主
義
時
代
の
特
徴
的
な
卓
越
性 
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禁
欲
主
義
と
は
自
己
犠
牲
の
偉
大
な
学
校
で
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

真
に
偉
大
な
道
徳
の
卓
越
性 

い
く
つ
か
の
伝
説
の
道
徳
的
な
美
し
さ  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
理
想
に
魅
了
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト 

人
間
と
動
物
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
伝
説
は
、
後
者
に
対
す
る
慈
愛
を
も
た
ら
し
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

私
が
挙
げ
た
数
多
く
の
実
例 

動
物
の
知
性
に
関
す
る
異
教
徒
の
伝
説 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

異
教
徒
の
古
代
で
は
、
こ
の
よ
う
な 

動
物
の
法
的
保
護 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
動
物
に
対
す
る
あ
る
種 

ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
動
物
へ
の
慈
愛
の
痕
跡 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

国
々
が
粗
野
で
好
戦
的
な
状
態 

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
と
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
教
え 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
感
覚
は
、
わ
ず
か 

キ
リ
ス
ト
教
の
最
初
の
影
響
は
動
物
に
好
ま
し
く
な
い
も
の
だ
っ
た  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

さ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
目 
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聖
人
の
生
涯
に
お
け
る
動
物
に
ま
つ
わ
る
伝
説 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

た
だ
し
、
教
会
の
倫
理
に
動
物 

近
代
に
お
け
る
動
物
に
対
す
る
慈
愛
の
進
歩 

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
全
体
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク 

西
洋
の
禁
欲
運
動
は
実
践
的
な
形
に
な
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

修
道
院
の
最
初
の
形
が 

教
会
の
蛮
族
に
対
す
る
態
度―

後
者
の
改
宗 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
最
も
困
難
な
時
期
に 

蛮
族
に
よ
っ
て
混
ぜ
物
を
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教―

古
い
神
々
と
新
し
い
信
仰
と
の
対
立
の
伝
説 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
蛮
族 

  

修
道
院 

 

そ
の
魅
力
の
原
因 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

西
方
の
禁
欲
主
義
の
急
速 

服
従
と
謙
遜
に
新
た
な
価
値
が
置
か
れ
た―

こ
の
変
化
の
結
果 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

あ
る
重
要
な
点
に
お
い
て
隠
者 

  

修
道
院
と
知
的
な
徳
の
関
係 

 

知
的
な
徳
と
い
う
表
現
の
妥
当
性 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
検
討
す
る
修
道
院
と
知
的 

理
論
的
な
真
理
へ
の
愛 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
、
第
一
に
知
的
な
徳 

理
論
的
に
考
え
る
な
ら
、
誤
り
の
罪
と
い
う
概
念
は
不
合
理
で
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
こ
で
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
、
こ
の 

し
か
し
、
あ
る
種
の
誤
り
は
怠
惰
や
故
意
の
不
公
平
に
よ
る
も
の
で
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
一
に
、
誤
り
は
本
当
に
真
理 

ま
た
、
い
く
ら
か
の
誤
り
は
堕
落
し
た
性
質
の
無
意
識
の
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
二
に
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
な
性
質 

懐
疑
主
義
の
知
的
進
歩
に
対
す
る
影
響  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
二
つ
の
真
実
の
う
ち
、
第
一 
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教
会
は
人
格
が
意
見
を
支
配
す
る
傾
向
を
常
に
認
識
し
て
い
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
科
学
的 

宗
教
的
自
由
の
完
全
な
消
滅 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

実
際
、
キ
リ
ス
ト
教
の
創
始
者 

  

修
道
院
は
学
問
の
宝
庫
だ
っ
た 

 

古
典
文
学
の
保
存―

教
会
に
よ
る
古
典
文
学
の
捉
え
方 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

修
道
院
の
知
的
功
績
に
つ
い
て 

修
道
院
の
学
問
の
魅
力 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
修
道
院
時
代
の
文
学 

修
道
院
は
全
体
と
し
て
知
に
好
意
的
で
な
か
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
種
の
伝
説
に
非
常
に 

修
道
院
は
文
学
の
創
造
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
貯
蔵
庫
だ
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

相
当
な
期
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ 

神
学
で
発
揮
さ
れ
た
天
才
を
修
道
院
ゆ
え
の
も
の
と
す
る
誤
謬 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ま
た
、
先
の
誤
謬
が
や
や
異 

修
道
士
た
ち
の
働
き
に
関
す
る
そ
の
他
の
誤
謬  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
中
世
の 

真
理
へ
の
愛
の
衰
退 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
長
き 

修
道
士
が
犯
罪
に
対
す
る
金
銭
的
な
補
償
を
重
視
し
た
こ
と 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

修
道
院
制
度
の
も
う
一
つ
の
重
要 

金
銭
を
搾
取
す
る
手
段
と
し
て
、
来
世
の
苦
し
み
の
教
義
が
大
い
に
練
り
上
げ
ら
れ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

実
際
、
宗
教
的
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
異
教
徒 

地
獄
の
幻
影 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

修
道
士
た
ち
の
努
力
が
、
た
ち
ま
ち 

ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

中
世
の
論
者
の
う
ち
、
最
も
著
名 

極
端
な
迷
信
と
テ
ロ
リ
ズ
ム  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

天
国
と
地
獄
の
幻
視 

煉
獄 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

現
代
の
あ
る
著
名
な
中
世
の
弁
証
者 
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西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
徳
的
状
況 

 

乏
し
い
歴
史
文
献  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
宗
教
的 

残
虐
な
犯
罪 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
描 

七
世
紀
は
聖
人
の
時
代  

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
極
め
て 

ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
の
記
事
に
見
る
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
人
物
評
価
の
例 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

歴
史
家
に
よ
る
出
来
事
の
捉
え
方 

修
道
院
が
与
え
た
恩
恵 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
不
幸
な
時
代
の
道
徳
的
判
断 

布
教
活
動 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
、
い
ま
考
察
中
の
時
代
を
後
世 
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軍
事
的
、
貴
族
的
精
神
の
芽
生
え 

 

初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
軍
事
的
生
活
に
対
す
る
反
感 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ギ
リ
シ
ャ
に
は
古
く
か
ら
、
神
殿 

戦
い
は
神
意
の
特
別
な
領
域
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
そ
れ
を
聖
別
し
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

軍
事
的
職
業
と
宗
教 

蛮
族
の
軍
事
的
習
慣 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

多
く
の
状
況
が
そ
れ
を
加
速 

イ
ス
ラ
ム
教
の
軍
事
的
勝
利 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

長
き
に
わ
た
っ
て
そ
の
影
響
力 

軍
事
的
キ
リ
ス
ト
教
に
異
議
を
唱
え
る
伝
説 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
が
経
験
し
た
こ
の 

キ
リ
ス
ト
教
が
戦
争
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
の
考
察 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
世
界 
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世
俗
的
地
位
の
聖
別 

 

異
教
徒
の
帝
国
は
絶
え
ず
専
制
的
に
な
っ
て
い
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
以
前
の
時
代 

初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
現
世
的
問
題
で
は
受
動
的
な
服
従
を
教
え
、
宗
教
的
問
題
で
は
独
立
を
教
え
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

キ
リ
ス
ト
教
が
こ
の
変
化 

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
以
降
、
彼
ら
の
政
策
は
彼
ら
の
利
益
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
代 

ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
対
す
る
教
会
の
態
度 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

し
か
し
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
玉
座 

大
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
フ
ォ
カ
ス
に
対
す
る
態
度 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
治
世
に
お
け
る 

東
方
聖
職
者
た
ち
は
や
が
て
俗
世
の
権
力
に
服
従
す
る
よ
う
に
な
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

君
主
の
権
力
と
の
関
係 

西
方
聖
職
者
の
独
立―

レ
オ
と
ピ
ピ
ン
の
盟
約 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八
世
紀
に
イ
サ
ウ
リ
ア
朝
の
レ
オ
ー
ン 

受
動
的
服
従
の
教
義
に
対
す
る
修
道
院
の
影
響 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

権
力
の
神
聖
性
と
い
う
教
義 

「
封
土
」 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
二
は
、
一
連
の
社
会
的 

シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
が
民
衆
の
想
像
力
に
行
使
し
た
魅
力 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
こ
ま
で
の
観
察
に
よ
っ
て 

王
と
戦
士
は
偉
大
さ
の
理
想
に
な
っ
た 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

そ
し
て
彼
が
人
々
の
想
像
力
に
与
え
た 

結
び 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
大
き
な
変
化
を
目
前
に
し
て 
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第
五
章 

 

女
性
の
立
場 

  

歴
史
学
の
こ
の
分
野
の
重
要
性
と
困
難 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
一
連 

未
開
人
の
生
活
に
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