
紹
介

薩
摩
秀
登
著

『
プ
ラ
ハ
の
異
端
者
た
ち
』

　
本
書
は
、
我
が
国
で
は
珍
し
く
中
世
チ
ェ
コ
史

を
専
門
と
さ
れ
る
薩
摩
秀
登
氏
が
、
フ
ス
派
時
代

の
ボ
ヘ
ミ
ア
の
歴
史
を
一
般
向
け
に
書
き
下
ろ
し

た
著
作
で
あ
る
。
順
を
追
っ
て
内
容
を
紹
介
し
て

い
く
。

　
序
章
で
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
ボ
ヘ

ミ
ア
で
、
な
ぜ
フ
ス
派
運
動
と
い
う
金
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
揺
る
が
す
教
会
改
革
運
動
が
お
こ
っ
た
の
か
、

と
い
う
本
書
の
テ
ー
マ
が
明
示
さ
れ
、
そ
の
捺
薩

摩
氏
は
、
国
王
、
貴
族
、
布
民
と
い
う
三
者
の
関

係
を
中
心
に
考
察
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
前
著
『
王
権
と
貴
族
』
（
日
本
エ
デ
ィ

タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
　
一
九
九
一
年
）
で
は
、

国
王
と
貴
族
の
関
係
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
扱

う
時
代
も
下
っ
た
本
書
で
は
、
よ
う
や
く
前
二
者

に
市
民
も
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
ま
ず
フ
ス
派
運
動
に
至
る
ま
で

の
ボ
ヘ
ミ
ア
社
会
の
変
化
を
み
て
い
く
。
周
知
の

よ
う
に
ド
イ
ツ
人
の
東
方
植
民
は
ボ
ヘ
ミ
ア
に
お

い
て
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
影
響
と
し
て

は
、
都
布
建
設
に
際
し
て
様
々
な
特
権
を
与
え
ら

れ
て
い
た
ド
イ
ツ
人
が
窟
裕
市
皇
道
を
形
成
し
、

都
市
に
お
い
て
反
ド
イ
ツ
人
感
情
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
開
墾
に
よ
っ
て
貴

族
た
ち
の
経
済
力
が
上
昇
し
、
領
邦
身
分
を
形
成

し
て
王
と
争
え
る
実
力
を
蓄
え
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
プ
シ
ェ
ミ
ス
ル
家
の
断
絶
に
際
し
て
貴
族

た
ち
は
、
シ
チ
リ
ア
金
印
勅
書
に
認
め
ら
れ
た
ボ

ヘ
ミ
ア
人
に
よ
る
国
王
選
出
権
に
基
づ
き
、
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
ク
家
の
ヨ
ハ
ン
を
新
誌
に
選
出
し
て
い

る
。
彼
の
息
子
カ
ー
ル
は
皇
帝
と
し
て
も
即
位
し
、

プ
ラ
ハ
は
そ
の
宮
廷
都
布
と
し
て
繁
栄
す
る
が
、

薩
摩
藩
は
、
そ
の
繁
栄
は
基
幹
庵
業
を
も
た
な
い
、

い
わ
ば
空
虚
な
繁
栄
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、

遺
産
の
負
の
側
面
に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
ま
た
、

聖
職
者
の
世
俗
的
権
力
と
教
会
の
財
産
が
増
大
し

た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
ま
さ
に
フ
ス
の
時
代
を
扱
い
、
教
会

改
革
を
求
め
て
始
ま
っ
た
フ
ス
派
運
動
の
多
面
的

な
性
格
を
検
討
し
て
い
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会

議
に
お
け
る
フ
ス
の
処
刑
に
対
し
て
ボ
ヘ
ミ
ア
、

モ
ラ
ヴ
ィ
ア
貴
族
た
ち
の
集
団
で
の
反
発
を
或
い

は
そ
の
後
フ
ス
を
支
持
す
る
人
々
が
始
め
た
二
種

聖
餐
が
貴
族
た
ち
の
問
に
も
広
ま
っ
た
こ
と
の
理

由
を
、
薩
摩
氏
は
「
ボ
ヘ
ミ
ア
と
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
に

加
え
ら
れ
て
い
る
侮
辱
、
特
に
フ
ス
と
イ
ェ
ロ

ニ
ー
ム
の
処
刑
に
対
す
る
抗
議
の
意
思
表
示
」
と

捉
え
て
い
る
。
既
に
プ
ラ
ハ
大
学
に
お
け
る
「
国

民
」
の
権
利
再
編
成
の
過
程
で
、
中
世
的
な
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
表
出
し
て
い
た
が
、
ボ
ヘ
ミ
ア
に

対
す
る
十
字
軍
が
組
織
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
チ
ェ

コ
王
国
と
チ
ェ
コ
語
を
守
る
た
め
の
戦
い
が
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
第
三
章
で
は
戦
争
の
展
開
と
終
結
後
の
変
化
を

考
察
す
る
。
さ
て
、
皇
帝
ジ
グ
ム
ン
ト
の
十
字
軍

に
対
す
る
戦
い
は
、
見
方
を
変
え
る
と
国
王
（
王

位
継
承
権
保
有
者
）
対
貴
族
、
市
民
の
戦
争
で
も

あ
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、
聖
ヴ
ァ
ー

ツ
ラ
フ
の
王
冠
諸
邦
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
カ
ー

ル
の
時
代
に
作
ら
れ
た
王
冠
に
は
、
「
国
王
よ
り

も
さ
ら
に
上
位
に
あ
る
国
家
の
神
聖
な
象
徴
と
い

う
制
度
的
意
味
」
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
貴
族
や
市
民
は
自
分
た
ち
を
王
冠
諸
邦
の
担

い
手
と
し
て
意
識
し
、
国
王
に
対
す
る
反
抗
も
そ

れ
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
争

中
、
貴
族
た
ち
は
教
会
領
を
接
収
し
て
勢
力
を
著

し
く
拡
大
し
、
戦
争
の
事
実
上
の
勝
利
者
と
い
わ

れ
る
。
ま
た
、
プ
ラ
ハ
を
筆
頭
と
す
る
都
市
も
政
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治
意
識
を
高
め
た
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
家
断
絶
に

伴
い
、
貴
族
と
市
艮
は
、
ボ
ヘ
ミ
ア
貴
族
イ
ジ
ー

を
新
王
に
選
出
し
た
。

　
カ
ト
リ
ッ
ク
と
フ
ス
派
の
共
存
を
目
指
し
た
困

難
な
時
期
を
扱
っ
て
い
る
の
が
第
四
章
で
あ
る
。

度
重
な
る
国
外
か
ら
の
圧
力
に
苦
慮
す
る
イ
ジ
ー

に
対
し
、
「
宗
教
的
結
束
よ
り
も
身
分
の
結
束
の

方
を
重
視
す
る
」
貴
族
た
ち
は
、
こ
れ
を
自
分
た

ち
の
権
利
を
拡
大
す
る
好
機
と
み
て
い
た
。
イ

ジ
レ
の
死
後
、
ヤ
ゲ
ウ
ォ
家
の
下
で
カ
ト
リ
ッ
ク

と
フ
ス
派
の
和
平
が
締
結
さ
れ
た
が
、
薩
摩
氏
は
、

こ
の
和
平
が
貴
族
の
支
配
体
制
の
安
定
強
化
と
不

可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
時
期
、
政
治
意
識
を
高
め
た
市
畏
は
、

裁
判
権
の
区
別
や
経
済
的
問
題
（
醸
造
権
な
ど
）

を
め
ぐ
っ
て
貴
族
と
激
し
く
争
う
よ
う
に
な
る
。

　
第
五
章
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
統
治
と
二

度
の
反
乱
が
扱
わ
れ
る
。
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
同

盟
の
動
き
に
呼
応
し
た
　
五
四
七
年
の
反
乱
は
失

敗
し
た
。
プ
ラ
ハ
を
は
じ
め
と
す
る
諸
都
市
は
フ

ス
派
戦
争
以
来
築
い
て
き
た
自
治
を
喪
失
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
ヘ
ミ
ア
統
治
の
必
要
な
協
力

者
と
み
な
さ
れ
た
貴
族
た
ち
へ
の
処
罰
は
寛
大
な

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
六
二
〇
年
ピ
ー

ラ
ー
・
ホ
ラ
の
戦
い
の
後
、
多
く
の
貴
族
が
ボ
ヘ

ミ
ア
か
ら
追
放
さ
れ
、
或
い
は
亡
命
し
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
家
の
支
配
が
確
立
す
る
。
こ
の
事
件
は
、
ボ

ヘ
ミ
ア
国
家
が
身
分
鋼
国
家
か
ら
絶
対
主
義
国
家

へ
と
転
換
す
る
画
期
を
為
し
た
と
い
わ
れ
る
。
薩

摩
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
認
め
つ
つ
も
、
ボ

ヘ
ミ
ア
社
会
の
連
続
性
に
注
目
す
る
。
確
か
に
都

市
の
自
治
喪
失
は
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

一
七
世
紀
以
降
の
ボ
ヘ
ミ
ア
貴
族
は
、
「
ピ
ー

ラ
ー
・
ボ
ラ
」
以
前
か
ら
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
患

誠
を
誓
い
つ
つ
支
配
的
地
位
を
享
受
し
て
い
た
者

た
ち
で
あ
り
、
ボ
ヘ
ミ
ア
社
会
は
そ
の
後
も
貴
族

制
的
性
格
を
強
く
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
が
、
最

後
に
気
に
な
っ
た
点
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
。
本
書
で
は
、
全
体
と
し
て
フ
ス
派
運
動
に
関

す
る
叙
述
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
フ
ス
派
運
動
そ
れ
自
体
の
歴
史
を
描
く
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
た
め
に
、
時
折
フ
ス
派

運
動
に
直
接
関
わ
り
の
な
い
話
が
展
開
さ
れ
る
。

そ
れ
も
、
ボ
ヘ
ミ
ア
と
プ
ラ
ハ
の
歴
史
を
描
き
出

そ
う
と
い
う
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ

う
が
、
フ
ス
派
運
動
に
焦
点
を
絞
っ
た
ほ
う
が
も

っ
と
す
っ
き
り
読
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
本
書
は
フ
ス
派
運
動
に
お
け
る
、
宗

教
改
革
、
中
世
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
都
市
自
治

な
ど
の
多
様
な
側
面
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
動

向
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
。
ま
た
、
フ
ス
派
運
動
の
裏
側
に
一
貫
し

て
存
在
す
る
国
王
と
貴
族
の
対
立
構
造
を
明
ら
か

に
し
た
点
な
ど
に
、
前
著
か
ら
続
く
著
者
の
問
題

意
識
が
み
ら
れ
る
。
フ
ス
派
運
動
の
み
な
ら
ず
、

中
批
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
ボ
ヘ
ミ
ア
史
の
格
好

の
入
門
書
で
あ
る
本
書
の
出
版
を
機
会
に
、
ボ
ヘ

ミ
ア
史
家
を
志
す
人
が
一
人
で
も
多
く
増
え
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
。
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