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最
近
の
西
欧
中
世
史
研
究
は
、
故
人
を
記
念
す
る
祈
祷
の
た
め
の
資
料
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
共
同
体
の
内
部
構
造
を
観
察
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
研

究
史
料
と
な
り
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
記
念
資
料
の
編
纂
も
進

め
ら
れ
て
お
り
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
制
に
関
し
て
は
、
」
・
ヴ
ォ
ラ
ッ
シ
ユ

の
指
導
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
が
、
伝
来
す
る
＝
・
「
一
㎜
徴
紀
の
ネ
ク
ロ
ロ

ギ
ウ
ム
を
編
纂
、
刊
行
し
た
。
こ
の
作
業
に
携
わ
っ
た
若
い
研
究
者
た
ち
は
、

編
纂
と
あ
わ
せ
て
、
当
該
ネ
ク
ロ
ロ
ギ
ウ
ム
を
作
成
し
使
用
し
た
幾
つ
か
の

ク
リ
ユ
ニ
ー
従
属
分
院
に
つ
い
て
優
れ
た
業
績
を
生
み
出
し
た
。
本
書
の
著

者
、
D
・
ペ
ッ
ク
も
そ
の
作
業
グ
ル
ー
プ
の
一
人
と
し
て
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
系

ネ
ク
ロ
ロ
ギ
ウ
ム
の
形
態
と
機
能
を
綿
密
に
分
析
、
検
討
し
、
ま
た
個
別
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
は
特
に
分
院
ロ
ン
ポ
ン
に
関
す
る
研
究
を
公
表
し
て
い
る
。
つ
い
で
、

ペ
ッ
ク
は
、
一
〇
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
い
た
る
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
結
合

体
の
樽
造
分
析
に
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
一
九
八
七
年
に
大
学
教
員
資
格

論
文
と
し
て
提
嵐
し
た
。
爾
来
こ
の
研
究
は
ク
リ
ユ
ニ
ー
研
究
者
の
間
で
高

く
評
価
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
嘱
望
に
応
え
て
よ
う
や
く
今
回
刊
行
さ
れ

た
の
が
本
書
で
あ
る
。

　
中
世
修
道
院
史
を
修
道
士
共
同
体
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
は
、
今
日

ま
す
ま
す
肝
要
な
研
究
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院

結
合
体
は
、
そ
の
改
革
運
動
の
結
果
で
も
あ
り
主
体
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で

な
お
十
分
に
解
明
さ
れ
て
き
た
と
は
書
え
な
い
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
と
従
属

修
道
院
と
の
関
係
を
知
る
こ
と
は
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
改
革
へ
の
理
解
を
よ
り
深

め
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
個
別
修
道
院
か
ら
修
道
会
へ
の
展
開
と
い
う
西

欧
修
道
院
史
の
経
過
の
中
で
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
結
合
体
の
果
た
し
た
役

割
も
位
遣
づ
け
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
う
し
た
関
心
か
ら
、
以
下
、
本

書
の
紹
介
を
試
み
た
い
。

㎜

　
本
書
は
第
一
部
と
第
二
部
か
ら
な
る
。
第
一
部
「
研
究
」
の
第
一
章
と
第

二
章
が
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
結
合
体
の
推
移
を
展
望
す
る
。
こ
こ
で
、
著
者

は
、
ま
ず
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
派
修
道
院
を
、
改
革
の
た
め
に
ク
リ
ユ
ニ
ー
に
｝

時
的
に
委
託
さ
れ
た
だ
け
の
修
道
院
で
は
な
く
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
長
に

永
続
し
て
法
的
に
従
属
す
る
修
道
院
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
こ
の
概
念
規
定

は
、
つ
と
に
ヴ
ォ
ラ
ッ
シ
ュ
の
試
み
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
考
察
対
象
を
確
定

す
る
た
め
に
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
措
置
で
あ
る
。
つ
い
で
、
著
者
は
、
九
世
紀

末
か
ら
＝
一
一
世
紀
初
期
に
い
た
る
、
従
属
修
道
院
を
ク
リ
ユ
ニ
ー
院
長
に
確

認
し
た
教
皇
特
権
状
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
受
領
者
ク
リ
ユ
ニ
ー
の
コ
ン
セ
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評書

プ
ト
に
し
た
が
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
推
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
教
皇
確
認

状
は
、
従
属
修
道
院
に
関
す
る
ク
リ
ユ
ニ
ー
の
自
己
理
解
を
、
そ
し
て
ま
た

修
道
院
結
合
体
の
構
成
を
解
明
す
る
基
本
史
料
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
教
皇
特
権
状
を
総
覧
し
、
こ
れ
に
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
文
書

お
よ
び
『
修
道
慣
習
規
定
』
か
ら
の
知
見
を
加
え
て
、
著
者
は
、
修
道
院
結

合
体
の
展
開
を
二
段
階
に
分
け
る
。
最
初
の
形
式
は
、
本
院
1
1
支
院
体
制

。
蓬
田
既
①
ヨ
。
冨
簿
臼
ぼ
臼
、
悶
窪
隣
箆
。
馨
葭
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
改
革
さ
れ

た
修
道
院
お
よ
び
新
設
の
修
道
院
が
全
て
ク
リ
ユ
ニ
ー
院
長
の
指
導
と
支
配

に
従
属
す
る
体
制
で
、
一
〇
世
紀
末
以
降
成
立
し
た
。
院
長
オ
デ
イ
白
話
に
、

改
革
引
き
受
け
の
前
提
と
し
て
、
譲
渡
契
約
の
締
結
が
一
般
化
し
た
結
果
と

さ
れ
る
。
第
二
の
形
式
は
、
｝
一
世
紀
後
半
、
フ
…
ゴ
期
に
成
立
し
た
修
道

院
連
合
体
図
δ
ω
8
H
＜
Φ
『
び
舞
山
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
独
自
の
院
長
を
持
つ
大

修
道
院
浮
訂
鼠
と
分
院
長
を
配
し
た
分
院
窟
δ
噌
舞
器
が
、
　
一
方
で
ク

リ
ュ
ニ
！
に
従
属
し
な
が
ら
、
他
方
で
自
ら
の
も
と
に
下
位
の
分
院
そ
の
他

の
諸
施
設
を
服
属
さ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
修
道
院
結
合
体
を
形
成
し
た

結
果
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
本
院
、
地
方
的
中
心
と
し
て
の
分
院
、
お
よ
び
下
位
の

分
院
が
階
層
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
体
制
で
あ
る
。

　
二
つ
の
形
式
の
う
ち
、
後
者
は
周
知
の
分
院
体
制
に
他
な
ら
な
い
。
著
者

は
そ
の
前
段
階
を
な
す
オ
デ
ィ
ロ
期
の
組
織
を
明
確
に
し
、
両
者
を
対
比
的

に
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
認
識
を
可
能
に
し
た
方
法
と
し
て
、
概

念
規
定
と
史
料
操
作
に
関
す
る
右
の
基
礎
手
続
き
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

二

面
三
章
は
、
修
道
院
連
合
体
に
お
け
る
大
修
道
院
な
い
し
分
院
と
ク
リ
ユ

ニ
ー
本
院
お
よ
び
周
辺
政
治
権
力
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
大
修
道
院
、
分

院
そ
れ
ぞ
れ
に
一
〇
の
事
例
研
究
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
論
点
を
ま

と
め
る
と
、
大
略
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
大
修
道
院
に
対
し
て
も
ク
リ
ユ
ニ
ー
は
永
続
的
法
的
従
属
を
要
求

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
貫
徹
し
な
い
。
と
く
に
、
独
自
の
長
い

歴
史
的
伝
統
を
持
ち
、
か
つ
て
教
皇
か
ら
自
由
を
確
認
さ
れ
た
修
道
院
は
、

改
革
終
了
後
に
独
立
圓
復
を
目
指
し
て
ク
リ
ユ
ニ
ー
と
争
い
、
＝
一
世
紀
の

間
に
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
か
、
あ
る
い
は
妥
協
的
に
も
せ
よ
そ
の
自
立
性

を
強
め
た
。
著
者
は
、
両
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
の
確
認
を
教
皇
に
求

め
合
う
争
い
の
経
過
を
克
明
に
追
う
が
、
残
念
な
が
ら
、
教
皇
庁
側
の
対
ク

リ
ユ
ニ
ー
政
策
を
問
う
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
。

・
第
二
に
、
分
院
は
、
基
本
的
に
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
の
従
属
修
道
院
と
し
て
新

設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
従
属
施
設
が
、
一
〇
八
○
年
ご
ろ
編
纂
の

『
修
道
慣
習
規
定
』
で
、
つ
い
で
一
一
一
世
紀
初
期
の
教
皇
特
権
状
で
分
院
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
著
者
は
、
分
院
概
念
が
創
造
、
使
用
さ
れ
た
の

は
、
当
該
修
道
院
の
も
つ
地
方
中
心
と
し
て
の
機
能
が
認
識
さ
れ
、
地
方
的

な
従
属
連
鎖
が
成
立
し
た
か
ら
で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
確

か
め
る
べ
く
、
下
位
の
分
院
そ
の
他
の
施
設
が
ク
リ
ユ
ニ
ー
本
院
と
の
直
接

的
関
係
を
持
た
ず
、
地
方
的
従
属
関
係
網
の
中
に
ク
リ
ユ
ニ
ー
院
長
が
介
入

す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
な
お
、
上
位
分
院
の
完
成
期

は
一
〇
六
〇
1
＝
二
〇
年
、
下
位
施
設
の
完
成
は
一
〇
八
O
l
＝
三
〇

年
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
下
部
レ
ベ
ル
で
の
展
開
の
考
察
は
、
ク
リ
ユ

ニ
ー
改
革
運
動
の
拡
大
が
院
長
フ
ー
ゴ
期
に
頂
点
を
迎
え
て
終
わ
る
と
す
る

通
説
的
見
解
に
修
正
を
も
た
ら
す
。

　
第
三
に
、
分
院
お
よ
び
そ
の
従
属
施
設
は
周
辺
地
域
の
貴
族
や
そ
の
從
者

と
な
る
騎
士
履
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
創
建
者
、
寄
進
者
で
あ
り
、
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彼
ら
の
家
族
員
な
い
し
近
親
者
が
修
道
士
集
団
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
小
修
道
院
は
、
建
立
者
や
寄
進
者
の
墓
所
、
死
者
記
念
の
行
わ
れ
る

場
所
で
あ
り
、
貴
族
家
や
騎
士
の
権
力
政
治
的
支
配
と
並
ぶ
理
念
的
中
心
を

な
し
た
。
ク
リ
ユ
ニ
ー
派
が
提
供
す
る
墓
所
と
典
礼
記
念
に
対
す
る
領
主
層

の
関
心
と
対
輌
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
す
で
に
わ
が
国
で
も
優
れ
た
業

績
を
得
て
い
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
関
係
が
分
院
お
よ
び
そ
の
下
位
施
設
の

創
建
に
関
連
し
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ク
リ
ユ
ニ
ー
派
と
領
主

層
相
互
の
要
請
の
調
和
が
修
道
院
連
合
体
の
完
成
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ

た
と
の
結
論
は
説
病
的
で
あ
る
。

三

　
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
と
従
属
修
道
院
と
の
間
に
は
、
法
的
な
服
属
関
係
の

ほ
か
に
、
共
同
体
的
な
結
合
が
あ
っ
た
。
第
四
章
が
こ
れ
を
論
じ
る
。
複
数

の
修
道
院
を
結
ぶ
修
道
士
共
同
体
の
理
念
は
、
最
初
の
ふ
た
り
の
院
長
、
と

り
わ
け
オ
ー
ド
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ド
に
と
っ
て
、
改

革
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
修
道
院
に
お
い
て
共
通
の
修
道
生
活
を
実
現
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
空
間
的
に
離
れ
た
諸
修
道
院
の
内
的
結
合
を

ひ
と
つ
の
修
道
士
会
0
8
α
q
誘
σ
q
讐
δ
へ
の
結
合
と
み
な
し
、
こ
れ
を
オ
ー
ド

は
教
会
の
理
想
像
を
映
す
も
の
、
原
始
教
会
を
現
在
化
さ
せ
る
こ
と
と
説
い

た
。　

オ
デ
イ
ロ
期
に
、
改
革
が
そ
の
重
心
を
法
的
従
属
へ
移
動
さ
せ
る
と
、
修

道
士
会
の
枠
組
み
も
確
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
院
長
に
請
願
し
、

ク
リ
ユ
ニ
ー
本
院
ま
た
は
従
属
施
設
に
住
む
全
て
の
修
道
士
が
、
司
教
あ
る

い
は
他
修
道
院
の
院
長
に
選
出
さ
れ
た
者
も
含
め
て
、
共
通
修
道
士
会
の
構

成
員
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
　
～
世
紀
中
葉
か
ら
修
道
院
連
合
体
に
加
わ
る
大

修
道
院
の
修
道
士
は
当
該
院
長
に
請
願
す
る
が
、
そ
の
修
道
院
は
ク
リ
ュ

ニ
！
に
法
的
に
従
属
す
る
か
ら
、
彼
ら
も
ク
リ
ユ
ニ
ー
共
問
体
の
メ
ン
バ
ー

で
あ
っ
た
。
ク
リ
ユ
ニ
ー
派
共
同
体
の
理
念
が
実
際
的
に
も
意
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
の
こ
の
確
認
は
、
最
初
に
述
べ
た
ネ
ク
ロ
ロ
ギ
ウ
ム
に
関
す
る
共
同

研
究
の
成
果
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
共
同
体
が
「
ク
リ
ユ
ニ
ー
教
会
Ω
仁
口
取
。
Φ
玉
傷
Φ
o
o
♂
臨
の
」
、

ま
た
、
頭
と
四
肢
か
ら
な
る
ク
リ
ユ
ニ
ー
教
会
の
「
か
ら
だ
。
o
同
坐
」
と

器
い
表
さ
れ
、
さ
ら
に
一
二
世
紀
に
な
る
と
、
船
○
ゲ
誘
江
舜
巳
。
巳
恥
、
国

お
ω
窟
匡
8
鋤
な
ど
に
も
喩
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
連
合
体
が
母
ヨ
讐
雲

Ω
毎
団
と
娘
強
置
の
関
係
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
表

象
そ
の
も
の
は
、
こ
と
さ
ら
に
新
し
い
知
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

著
者
は
、
こ
れ
ら
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
専
ら
連
合
体
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、

ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
、
と
き
に
は
従
属
修
道
院
に
単
独
で
も
適
用
さ
れ
た
こ

と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
、
ク
り
ユ
ニ
ー
修
道
院
が
修
道
生
活
の
規
範
を
形

成
し
、
従
属
修
道
院
が
同
じ
修
道
生
活
を
模
倣
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
ク

リ
ユ
ニ
ー
と
完
金
に
同
じ
修
道
生
活
を
提
供
す
る
修
道
院
が
ひ
と
つ
の
修
道

院
、
共
同
体
を
構
成
す
る
と
の
理
解
を
示
す
。
先
の
修
道
請
願
、
そ
し
て
こ

の
修
道
生
活
に
お
け
る
二
重
構
造
の
指
摘
は
、
修
道
院
連
合
体
に
関
す
る
理

解
を
い
っ
そ
う
深
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
著
者
は
、
一
一
つ
の
現
象
を
と
お
し
て
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
連
合
体
の

限
界
を
示
す
。
ひ
と
つ
は
、
死
亡
共
同
体
員
の
周
年
記
念
が
連
合
体
所
属
の

全
修
道
院
で
行
わ
れ
、
と
く
に
ク
リ
ユ
ニ
ー
本
院
は
典
礼
記
念
に
貧
老
給
養

を
合
わ
せ
た
完
全
記
念
を
連
合
体
全
メ
ン
バ
ー
の
た
め
に
行
っ
た
が
、
共
同

体
の
拡
大
と
死
亡
者
の
増
加
に
伴
う
貧
者
給
養
の
増
大
に
ク
リ
ユ
ニ
ー
の
財

政
は
耐
え
得
な
く
な
り
、
一
一
一
世
紀
中
葉
、
貧
者
給
養
義
務
は
一
日
五
〇
人
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調書

に
限
定
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
＝
一
世
紀
の
ク

リ
ユ
ニ
ー
に
対
す
る
大
修
道
院
の
争
い
に
さ
い
し
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
院
長
の
他

修
道
院
支
配
に
対
す
る
反
駁
の
中
で
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
則
の
規
定
を
拡
大

解
釈
し
た
ク
リ
ユ
ニ
ー
的
修
道
士
会
に
関
す
る
理
解
と
単
～
修
道
院
の
た
め

に
編
纂
さ
れ
た
同
会
則
と
の
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
本
院
が
連
合
体
に
お
け
る
中
央
と
し
て
の
意
義
を
失

い
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
さ
れ
る
。

四

　
第
工
部
は
、
標
題
の
門
O
o
琶
器
」
が
示
す
と
お
り
、
盛
期
中
世
に
お
け

る
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
連
合
体
を
構
成
す
る
従
属
修
道
院
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
は
、
永
続
的
法
的
従
属
と
い
う
基
準
を
欠
く
こ
と
で
ク
リ
ユ

ニ
ー
派
修
道
院
の
規
定
を
曖
昧
に
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
「
修
道
会
」
組

織
導
入
後
の
巡
察
記
録
な
ど
一
三
世
紀
以
降
の
史
料
に
基
づ
い
て
い
る
た
め

に
盛
期
中
世
の
連
合
体
を
反
映
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
批
判
か
ら
著
者
は

あ
ら
た
め
て
コ
一
世
紀
に
お
け
る
従
属
関
係
を
検
討
し
た
。
O
O
も
霧
全
体

で
約
二
九
〇
ペ
ー
ジ
、
本
書
紙
幅
の
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
、
こ
れ
だ
け
で
も
価

値
あ
る
労
作
で
あ
る
。

　
始
め
に
教
皇
特
権
状
で
確
認
さ
れ
る
年
代
順
に
ク
リ
ユ
ニ
ー
院
長
に
直
属

す
る
修
道
院
を
概
観
し
た
後
、
修
道
院
連
合
体
を
構
成
す
る
諸
施
設
を
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
列
挙
す
る
。
各
施
設
ご
と
に
、
名
称
、
史
料
に
お
け
る
ラ

テ
ン
語
表
記
、
守
護
聖
人
、
行
政
区
と
司
教
座
管
区
に
よ
る
所
在
域
、
証
拠

史
料
と
そ
の
時
々
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
付
記
す
る
。
ク
リ
ユ
ニ
ー
へ
の
譲
渡
ま

た
は
そ
の
確
認
の
文
書
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
史
料
の
出
典
、
文
書
の
発
給

者
を
掲
げ
、
寄
進
に
際
し
て
の
条
件
、
典
礼
記
念
の
要
請
そ
の
他
の
重
要
事

項
を
引
用
し
て
、
史
料
集
を
兼
ね
る
。
補
充
と
し
て
、
中
盤
後
期
の
巡
察
記

録
に
最
初
に
記
録
さ
れ
る
さ
い
の
年
、
修
道
士
数
、
指
導
者
の
タ
イ
ト
ル
な

ど
も
記
す
。

　
こ
う
し
て
著
者
が
史
料
的
に
確
か
め
得
た
ク
リ
ユ
ニ
ー
派
施
設
は
、
お
よ

そ
七
〇
〇
に
の
ぼ
る
。
フ
ー
ゴ
期
末
の
従
属
院
数
を
＝
～
○
○
と
す
る
こ
れ

ま
で
の
推
定
に
対
し
て
か
な
り
少
な
い
。
た
だ
し
、
史
料
の
欠
如
の
故
に
こ

の
数
値
は
完
全
と
は
言
い
が
た
く
、
な
か
で
も
、
下
部
の
従
属
分
院
に
つ
い

て
の
知
識
は
不
完
全
で
あ
り
、
さ
ら
に
今
後
の
検
討
が
必
要
と
の
こ
と
で
あ

る
。

五

　
以
上
の
と
お
り
、
本
書
全
体
を
貫
く
議
論
の
ひ
と
つ
は
、
オ
デ
イ
ロ
期
か

ら
フ
ー
ゴ
期
に
い
た
る
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
制
の
展
開
を
、
本
院
訓
支
院
体
制

か
ら
修
道
院
連
合
体
へ
の
転
換
の
過
程
で
あ
る
と
見
と
お
し
、
そ
し
て
、
連

合
体
を
構
成
す
る
分
院
を
、
法
的
主
体
と
な
り
う
る
地
方
的
サ
ブ
セ
ン
タ
ー

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
（
著
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
本
書
で
は

扱
っ
て
い
な
い
が
、
＝
二
世
紀
初
期
に
お
け
る
「
修
道
会
○
己
。
偏
制
度
の

採
用
が
つ
ぎ
の
転
換
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
）
こ
の
想
定
の
重
要
性
は
、
分

院
概
念
を
ク
リ
ユ
ニ
ー
的
集
権
化
の
表
現
と
捉
え
、
オ
デ
ィ
最
期
に
基
礎
づ

け
ら
れ
た
集
権
的
修
道
会
的
組
織
が
フ
ー
ゴ
期
の
分
院
体
制
に
よ
っ
て
拡
充

さ
れ
、
そ
の
末
期
ま
た
は
中
世
後
期
に
確
立
し
た
と
す
る
従
来
の
理
解
と
比

較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

勿
讃
集
権
的
舗
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ユ
〒
史
研
究
者
瑠

で
論
争
が
あ
り
、
す
で
に
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
際
の
例
証
か
ら
し
て
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
院
長
の
厳
格
な
中
央
集
権
的
支
配
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像
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
集
権
的
組

織
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
今
後
は
、
修
道
院
結
合

体
の
構
造
、
そ
れ
に
関
す
る
諸
現
象
を
、
ペ
ッ
ク
が
提
起
す
る
よ
う
な
段
階

的
転
換
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
、
そ
の
相
応
関
係
を
問
い
な
が
ら
検
討
し
て

み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
中
心
的
議
論
は
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
連
合
体
の

形
成
と
そ
の
方
向
が
、
各
地
の
貴
族
家
と
そ
の
地
域
的
関
係
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
合
体
を
西
欧
の
広
い
範
囲
に
及
ぼ
し
、
し

か
し
ま
た
連
合
体
を
ノ
ル
マ
ン
征
服
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ド
イ
ツ
酒
部
ま

で
の
ロ
マ
ニ
ア
の
現
象
に
限
ら
せ
た
の
も
、
貴
族
家
の
コ
ン
タ
ク
ト
か
ら
説

明
し
得
る
と
す
ら
述
べ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
本
書
に
対
す
る
不
満
を
ひ

と
つ
だ
け
述
べ
て
お
く
。
そ
れ
は
、
考
察
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
フ
ー
ゴ

期
の
分
院
に
関
す
る
ほ
ど
の
詳
細
は
期
待
し
得
な
い
に
し
て
も
、
オ
デ
イ
ロ

期
に
お
け
る
従
属
修
道
院
あ
る
い
は
フ
ー
ゴ
期
に
お
け
る
大
修
道
院
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
周
辺
権
力
と
の
関
係
が
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
修
道
院
組
織
の
転
換
を
、
著
者
は
、
分
院
の
地
方

的
意
義
の
上
昇
の
他
に
、
そ
の
量
的
増
大
を
主
要
因
と
み
な
す
が
、
加
え
て

そ
こ
に
貴
族
支
配
の
展
開
と
の
関
連
を
眺
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
＝
一
世
紀
に
ク
リ
ュ
ニ
レ
と
争
う
大
修
道
院
を
支
え
る
貴
族

権
力
に
と
っ
て
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
か
ら
の
自
立
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を

持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
ク
リ
ユ
ニ
ー
系
ネ
ク
ロ
ロ
ギ
ウ
ム
慣

行
に
関
す
る
ヴ
ォ
ラ
ッ
シ
ュ
・
グ
ル
ー
プ
の
長
年
に
わ
た
る
研
究
の
所
産
、

そ
の
最
終
的
到
達
点
と
も
み
な
し
得
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
の
諸
研
究
は
、

各
地
の
分
院
で
使
用
さ
れ
た
ネ
ク
ロ
ロ
ギ
ウ
ム
が
、
一
方
で
共
通
の
共
同
体

的
性
格
を
も
つ
と
と
も
に
、
他
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
性
を
示
し
、
と
り
わ

け
俗
人
の
死
者
記
念
に
つ
い
て
は
地
方
的
性
格
を
基
本
と
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
こ
の
観
察
は
、
本
書
で
ペ
ッ
ク
が
洞
察
す
る
＝
世
紀
の
修
道

院
連
合
体
の
構
造
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

本
書
が
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
結
合
体
の
構
造
と
共
同
体
を
考
察
す
る
優
れ
て

有
効
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
①
ク
リ
ユ
ニ
ー
系
ネ
ク
ロ
ロ
ギ
ウ
ム
お
よ
び
ヴ
ォ
ラ
ッ
シ
ュ
研
究
グ
ル
…
プ
の
業

　
　
績
に
つ
い
て
は
、
早
川
良
弥
「
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
制
の
ネ
ク
ロ
ロ
ギ
ウ
ム
と
修
道

　
　
士
集
団
」
『
梅
花
女
子
大
学
　
開
学
三
十
周
年
記
念
論
文
集
』
一
九
九
五
年
、
一

　
　
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

　
②
関
口
武
彦
「
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
制
と
そ
の
展
開
」
『
史
学
雑
誌
』
八
五
－
八
、

　
　
一
九
七
六
年
、
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

　
③
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
制
の
集
権
的
機
構
に
関
す
る
諸
説
お
よ
び
問
題
点
に
つ
い
て

　
　
は
、
野
口
洋
二
門
ク
リ
ユ
ニ
ー
像
の
再
検
討
ー
ク
リ
ュ
ニ
i
派
の
拡
大
と
集
権

　
　
的
体
制
に
つ
い
て
1
扁
『
文
学
研
究
科
紀
要
臨
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
）
、
一
九

　
　
八
六
年
、
二
〇
五
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

　
　
　
　
（
六
…
九
頁
　
一
九
九
八
年
　
乏
博
滞
冨
閃
ぢ
坪
く
Φ
門
㌶
α
q
り
鼠
嘗
昌
畠
①
ロ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
花
女
子
大
学
教
授
　
茨
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