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一
六
六
六
年
九
月
二
日
。
ロ
ン
ド
ン
は
史
上
空
前
の
大
火
に
み
ま
わ
れ
る
。

約
一
週
間
に
も
わ
た
り
、
シ
テ
ィ
の
西
側
半
分
を
焼
き
尽
く
す
大
惨
事
と
な

っ
た
こ
の
大
火
は
、
当
時
の
入
び
と
に
と
っ
て
、
忘
れ
が
た
い
経
験
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
が
、
歴
史
家
の
関
心
は
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
。
T
・

F
・
レ
ッ
ダ
ウ
ェ
イ
や
W
・
G
・
ベ
ル
な
ど
の
古
典
的
研
究
を
は
じ
め
、
建

築
史
や
都
市
計
画
史
の
観
点
か
ら
行
な
わ
れ
た
若
干
の
研
究
が
あ
る
の
み
で

あ
る
。
大
火
後
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
都
市
計
画
が
頓
挫
し
、
都
市
構
造
が
大
き

く
は
変
化
し
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
否
定
的
な
評
価
、
ひ
い
て
は
研
究

の
少
な
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
大
火
と
い
っ
て
も
、

後
世
か
ら
み
れ
ば
、
と
り
わ
け
わ
れ
わ
れ
霞
本
人
の
経
験
か
ら
い
え
ば
、
そ

れ
が
た
い
し
た
規
模
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
日
本
で
研
究
ら
し
い
研
究
が

行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
原
因
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
書
は
、
後
世
か
ら
の
視
点
で
は
な
く
、
当
時
の
人
び
と
が
ど
の
よ
う
に

大
火
を
感
じ
、
受
け
取
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
ロ
ン
ド
ン
大
火
を
見

直
し
た
も
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
著
者
は
ロ
ン
ド
ン
大
火
に
近
代

ロ
ン
ド
ン
の
誕
生
を
み
い
だ
し
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
近
代
イ
ギ
リ
ス
史
像
を

描
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ロ
ン
ド
ン
大
火
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
三
つ

の
「
伝
説
」
を
手
が
か
り
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
（
と
ロ
ン
ド
ン
の
煙
害
問

題
）
、
ペ
ス
ト
舛
策
、
宗
教
舛
立
（
反
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）
と
内
戦
、
す
な
わ

ち
著
者
が
雷
う
と
こ
ろ
の
当
時
の
人
び
と
が
体
験
し
た
「
火
」
で
結
ば
れ
る

こ
れ
ら
三
つ
の
こ
と
が
ら
を
取
り
上
げ
、
一
七
世
紀
と
い
う
時
代
を
読
み
と

こ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
出
来
事
の
背
後
に
展
開
す

る
の
は
、
「
大
陸
」
を
模
倣
し
よ
う
と
す
る
王
権
と
「
島
国
」
で
あ
ろ
う
と

す
る
議
会
や
ロ
ン
ド
ン
・
シ
テ
ィ
（
国
民
）
の
二
項
対
立
の
図
式
で
あ
る
、

と
著
者
は
考
え
て
い
る
。
後
者
す
な
わ
ち
議
会
や
シ
テ
ィ
は
、
い
わ
ば
自
ら

の
伝
統
や
立
場
を
追
及
し
、
そ
れ
ら
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
時
期
に
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
」
意
識
（
国
民
意
識
）
が
形
成
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
決
定
的
な
要
因
と
し
て
反
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
あ
っ

た
こ
と
も
、
本
書
で
は
主
張
さ
れ
る
。
著
者
の
醤
葉
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス

は
近
代
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
り
、
そ
の
近
代
と
は
意
図
さ
れ
ず
し
て
到
来
し

た
早
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
本
書
の
構
成
と
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
本
書
は
、

プ
ロ
ロ
ー
グ

第
～
章
　
ロ
ン
ド
ン
炎
上

第
二
章
　
シ
テ
ィ
再
建
l
I
商
都
か
帝
都
か

第
三
章
　
ペ
ス
ト
の
終
焉
…
「
隔
離
」
対
「
か
が
り
火
」

第
四
章
　
反
カ
ソ
リ
シ
ズ
ム
の
炎
⊥
ホ
教
対
立
の
時
代

エ
ピ
ロ
ー
グ

補
論
　
ペ
ス
ト
と
ネ
ズ
ミ
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評書

の
七
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
問
題
意
識
と
内
容
紹
介
を
記
し
た
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
続
き
、
第
一
章
で
は
、

一
六
世
紀
後
半
か
ら
大
火
前
夜
ま
で
の
ロ
ン
ド
ン
の
変
化
に
つ
い
て
、
同
時

代
人
ス
ト
ウ
の
著
作
な
ど
か
ら
概
観
す
る
。
つ
い
で
、
ロ
ン
ド
ン
大
火
の
経

緯
と
被
災
状
況
が
、
時
間
を
追
っ
て
、
日
本
の
明
暦
の
大
火
と
比
較
さ
れ
な

が
ら
、
詳
細
に
叙
述
さ
れ
る
。
田
本
の
場
合
と
比
べ
れ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
大
火

が
大
火
と
よ
ぶ
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
時
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が

大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
か
わ
り
な
く
、
そ
の
機
会
を
利
用
し
て
理
想
的

な
都
市
を
造
ろ
う
と
い
う
近
代
的
な
都
市
計
画
の
発
想
が
生
ま
れ
た
、
と
著

者
は
次
章
に
つ
な
げ
る
。

　
第
二
章
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
イ
ー
ヴ
リ
ン
の
都
市
観
や
計
画
を
手
が
か
り
に
、

大
火
後
の
再
建
の
経
過
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
第
一
の

「
伝
説
」
、
す
な
わ
ち
、
大
火
後
り
っ
ぱ
な
都
市
計
画
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
「
伝
説
」
で
あ
る
。
王
権
側
は

大
火
を
都
市
改
造
の
絶
妊
の
機
会
と
捉
え
、
大
陸
を
模
し
た
豪
奢
な
、
帝
国

に
ふ
さ
わ
し
い
帝
都
建
設
を
夢
み
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
特
権
的
地
位
を
保

持
す
る
た
め
に
、
｝
刻
も
早
い
経
済
活
動
の
復
興
を
希
求
し
て
い
た
シ
テ
ィ

が
描
い
て
い
た
の
は
、
壮
麗
な
都
市
で
は
な
く
、
商
都
と
し
て
の
ロ
ン
ド
ン

の
復
活
で
あ
っ
た
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
再
建
を
め
ぐ
っ
て
、
「
革
新
」
（
国
際
的
）
の
王
権
と

「
伝
統
」
（
民
族
主
義
的
）
の
議
会
派
・
シ
テ
ィ
が
対
立
し
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
議
会
の
主
張
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
的
国
民
文
化
が
勝
利
す
る
。

ロ
ン
ド
ン
は
基
本
構
造
を
変
え
ず
に
、
煉
瓦
・
石
造
り
と
い
う
防
災
都
市
の

実
利
を
得
な
が
ら
商
都
と
し
て
復
興
す
る
。
大
火
後
、
ロ
ン
ド
ン
は
近
代
都

市
と
な
る
が
、
そ
れ
は
早
熟
な
近
代
化
ゆ
え
に
「
人
間
的
」
な
都
市
空
間
が

か
な
り
の
程
度
ま
で
保
持
さ
れ
た
都
市
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
的
文
化
を
体
現

す
る
場
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
再
建
後
の

ロ
ン
ド
ン
に
は
個
入
が
快
適
に
暮
ら
す
と
い
う
現
代
に
通
じ
る
価
値
観
が
み

い
だ
せ
る
、
と
著
者
は
述
べ
る
。

　
ロ
ン
ド
ン
大
火
の
前
年
に
は
、
ペ
ス
ト
が
大
流
行
し
て
い
る
。
第
三
章
で

は
、
ペ
ス
ト
流
行
時
の
様
子
と
、
ロ
ン
ド
ン
の
再
建
に
よ
り
ベ
ス
ト
が
消
滅

し
、
「
布
民
社
会
」
が
伝
染
病
に
勝
利
し
た
と
い
う
「
伝
説
」
が
定
着
し
た

経
緯
を
、
同
時
代
人
た
ち
の
著
作
か
ら
み
る
。
著
者
は
、
ペ
ス
ト
対
策
に
お

い
て
も
、
隔
離
政
策
を
主
張
す
る
王
権
と
、
伝
統
的
な
「
か
が
り
火
」
を
た

く
行
動
に
よ
っ
て
ペ
ス
ト
を
追
い
払
お
う
と
す
る
市
民
と
の
あ
い
だ
に
ズ
レ

が
み
ら
れ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ペ
ス
ト
を
克
服
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ

ギ
リ
ス
人
は
ペ
ス
ト
に
苦
し
む
改
革
さ
れ
て
い
な
い
（
と
彼
ら
が
考
え
る
）

人
び
と
や
地
域
に
対
し
て
、
差
別
意
識
、
優
越
感
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

ベ
ス
ト
の
終
焉
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
死
生
観
に
変
化
が
生
じ
、
現
世

を
楽
し
む
新
し
い
生
活
文
化
が
誕
生
し
た
、
と
著
者
は
論
を
展
開
す
る
。

　
第
四
章
で
は
、
大
火
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
る
放
火
が
原
因
で
あ
っ
た

と
い
う
「
伝
説
」
を
軸
に
、
こ
の
当
時
の
宗
教
対
立
と
そ
の
影
響
下
で
の
政

治
事
情
が
語
ら
れ
る
。
放
火
「
伝
説
」
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
イ
エ
ズ
ス

会
を
筆
頭
と
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
へ
の
反
発
、
恐
怖
心
で
あ
り
、
親
フ
ラ

ン
ス
の
態
度
を
み
せ
る
王
権
と
反
フ
ラ
ン
ス
の
態
度
を
と
る
議
会
の
対
立
で

あ
っ
た
。
当
時
の
社
会
や
、
ま
た
内
戦
（
革
命
）
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

宗
教
的
要
素
を
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
著
者
は
、
宗
教
革

命
以
降
の
社
会
を
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
影
響
と
そ
れ
に
対
す
る
脅
威
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
読
み
直
そ
う
と
す
る
。
内
戦
へ
の
過
程
と
議
会
派
の
勝
利
に

つ
い
て
は
、
反
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
一
役
か
っ
て
い
た
こ
と
。
国
民
は
政
治
的
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カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
望
ま
な
か
っ
た
が
、
宗
教
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
（
英
国
国
教

会
）
を
全
颪
的
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
。
ロ
ン
ド
ン
大
火
は

国
民
の
あ
い
だ
で
反
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
感
情
を
高
め
た
こ
と
。
反
カ
ト
リ
シ
ズ

ム
を
最
大
の
契
機
と
し
て
、
近
代
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
民
意
識
は
生
成
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
な
ど
の
見
解
が
こ
の
章
で
は
提
示
さ
れ
る
。

　
終
末
論
と
科
学
革
命
の
時
代
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
た
エ
ピ
ロ
ー

グ
で
は
、
一
七
世
紀
を
ど
の
よ
う
な
時
代
と
考
え
る
か
、
一
七
世
紀
に
ど
の

よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
か
に
つ
い
て
、
著
考
の
見
解
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
～
七
世
紀
は
、
科
学
革
命
と
終
末
論
や
魔
女
狩
り
が
並
存

す
る
時
代
で
あ
り
、
議
会
主
義
の
確
立
と
い
う
歴
史
的
な
出
来
事
と
カ
ト
リ

シ
ズ
ム
の
恐
怖
と
い
う
ま
こ
と
に
卑
小
な
現
実
が
と
も
に
あ
る
時
代
で
あ
っ

た
。
そ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
こ
そ
、
一
七
世
紀
の
実
相
で
あ
っ
た
と
著
者
は

言
う
。
大
火
以
後
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
を
そ
の
原
動
力
と
し
て
、
近
代
が
到

来
し
、
そ
れ
と
と
も
に
終
宋
論
は
消
え
、
都
市
生
活
は
空
間
・
時
闘
的
に
世

俗
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
他
の
国
よ
り
早
く
都
市
化
・

近
代
化
す
る
が
、
そ
の
都
市
化
・
近
代
化
は
早
熟
な
「
革
新
」
で
あ
っ
た
た

め
に
、
逆
に
ふ
る
い
も
の
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
国
民
と

い
う
意
識
も
こ
の
時
代
の
血
み
ど
ろ
の
抗
争
を
へ
て
よ
う
や
く
定
着
す
る
。

ロ
ン
ド
ン
大
火
を
契
機
に
、
ロ
ン
ド
ン
に
近
代
が
誕
生
し
、
ロ
ン
ド
ン
は

「
世
界
都
市
」
へ
の
道
を
歩
み
出
す
。
そ
の
一
方
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
人
び
と

は
「
商
都
」
に
満
足
し
て
い
た
。
ま
た
、
現
世
の
社
会
に
価
値
を
見
い
だ
す

と
い
う
考
え
が
広
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
、
と
論
じ
て
著
者
は
本
論
の
筆
を
お

く
。　

最
後
に
ペ
ス
ト
と
ネ
ズ
ミ
の
関
係
に
つ
い
て
解
説
し
た
補
論
が
あ
る
が
、

以
上
が
本
書
の
簡
単
な
内
容
紹
介
で
あ
る
。
各
章
で
、
よ
り
詳
し
い
説
明
が

の
ぞ
ま
れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
が
、
紙
面
の
制
約
上
、
本
稿
で
は
本
書
全

体
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
コ
メ
ン
ト
を
記
し
た
い
。

　
ま
ず
、
同
時
代
人
の
言
説
を
手
が
か
り
に
著
考
が
描
く
ロ
ン
ド
ン
の
姿
や

時
代
像
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
そ
れ

ら
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
大
火
を
さ
か
い
に
生
じ
た
人
び
と
の
思
考

の
変
化
や
価
値
観
の
あ
り
方
に
関
す
る
著
者
の
見
解
に
つ
い
て
も
ま
た
し
か

り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
死
生
観
の
変
化
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
関
す
る
価

値
観
の
変
化
に
つ
い
て
も
著
者
は
独
自
の
主
張
を
展
開
す
る
が
、
そ
れ
を
裏

付
け
る
言
説
、
実
証
は
や
や
脆
弱
で
、
読
者
と
し
て
は
い
さ
さ
か
納
得
し
づ

ら
く
、
と
ま
ど
い
を
覚
え
る
。

　
次
に
、
「
近
代
」
と
い
う
用
語
の
使
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
が
主
に

取
り
上
げ
る
時
期
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
特
徴
を
も
つ
ひ
と
つ
時
代
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
近
世
と
も
よ
ば

れ
る
時
代
に
含
ま
れ
る
。
そ
こ
に
近
代
と
い
う
語
を
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
著

者
の
意
図
や
主
張
を
汲
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
近
代

と
ひ
と
こ
と
で
い
え
ど
も
、
捉
え
か
た
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
内
容
に
差
異
が

生
じ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
近
代
と
い

う
用
語
の
指
す
内
容
つ
ま
り
筆
者
が
近
代
と
い
う
言
葉
に
込
め
た
主
張
は
や

や
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
し
か
も
お
そ
ら
く
そ
の
意
味
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
「
近
代
」
が
頻
出
す
る
の
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
大
火

後
に
、
誕
生
し
た
ロ
ン
ド
ン
は
、
一
般
に
近
代
の
ロ
ン
ド
ン
（
工
業
化
以
降

の
ロ
ン
ド
ン
）
と
わ
れ
わ
れ
が
理
解
す
る
そ
れ
と
同
じ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
著
者
も
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
近
代
に
「
早
熟
な
」
と
い
う

形
容
詞
を
つ
け
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
価
値
観
や
思
考
の
変
化
で
あ

れ
、
都
市
構
造
の
変
化
で
あ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
さ
せ
、
読
者
の
混
乱
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評書

を
避
け
る
た
め
に
も
、
や
は
り
も
う
少
し
説
明
を
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、

語
の
使
用
に
際
し
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
、
ま
た
丁
寧
な
定
義
、
説
明
が
必
要

か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
国
際
的
な
王
権
対
島
国
で
あ
ろ
う
と
す
る
国
民
（
ロ
ン
ド
ン
）
と

い
う
図
式
は
、
や
や
単
純
で
一
面
的
す
ぎ
る
見
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本

書
で
語
ら
れ
る
ロ
ン
ド
ン
や
そ
こ
に
存
在
す
る
人
び
と
の
姿
、
登
場
す
る
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
、
ロ
ン
ド
ン
を
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
と
し
て
考
え
る

の
な
ら
、
そ
う
と
も
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
本
書
で
描
か
れ
る
「
田

園
」
都
市
や
ロ
ン
ド
ン
は
近
代
都
市
あ
る
い
は
ロ
ン
ド
ン
像
の
一
側
面
に
過

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
経
済
的
な
実
利
と
人
び
と
の
感
覚
（
あ
る

い
は
醤
説
）
が
｝
致
す
る
こ
と
な
く
、
双
方
が
矛
盾
を
孕
み
つ
つ
並
存
す
る

こ
と
は
往
々
に
し
て
あ
る
。
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
の
玄
関
で
あ
っ
た
国
際
貿
易

港
と
し
て
の
ロ
ン
ド
ン
、
そ
こ
を
拠
点
に
活
躍
す
る
ロ
ン
ド
ン
の
商
工
業
者

（
彼
ら
の
な
か
に
は
ロ
ン
ド
ン
市
政
に
か
か
わ
る
入
び
と
も
少
な
く
な
い
）

の
存
在
や
彼
ら
の
思
惑
、
反
発
し
た
り
対
立
し
た
り
し
な
が
ら
も
、
受
け
入

れ
た
外
国
文
化
、
外
国
人
（
カ
ト
リ
ッ
ク
も
含
め
て
）
と
の
交
流
と
い
う
、

ロ
ン
ド
ン
の
も
つ
国
際
性
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
現
実
と
意
識
の
違
い
と
い

う
も
の
を
、
本
書
で
は
軽
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を

含
め
、
当
該
爆
撃
の
ロ
ン
ド
ン
を
、
言
説
と
は
別
に
実
態
的
に
ま
た
経
済
的

に
、
捉
え
る
部
分
が
あ
れ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
に
対
す
る
理
解
は
や
や
違
っ
た
も

の
に
な
り
、
さ
ら
に
深
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
中
心
の
歴
史
観
を
批
判
し
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

（
あ
る
い
は
反
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
当
時
の
政
治
や
社
会
の

読
み
解
こ
う
と
試
み
て
い
る
第
四
章
は
、
本
書
の
な
か
で
は
異
色
の
感
が
あ

り
、
著
者
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
は
批
判
も
出
る
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
近
世
に

お
け
る
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
や
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
項
対

立
の
図
式
に
つ
い
て
は
　
　
と
り
わ
け
そ
れ
ら
の
実
態
に
つ
い
て
は
－
研

究
が
進
展
し
て
い
る
。
本
書
の
な
か
で
も
、
醤
説
と
実
態
の
乖
離
に
つ
い
て

ふ
れ
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
国
民
意
識
に
つ
い
て
も
、
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
と
し
て
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
が
、
そ
の
生
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
人
び
と
の
外

国
人
に
対
す
る
対
応
を
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の

反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
だ
け
で
は
解
決
さ
れ
な
い
部
分
も
あ
り
、
現
実
は
そ
う

単
純
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
の
域
を

越
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
宗
教
以
外
の
要
素
も
考
慮
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

る
。　

本
書
の
各
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
本
と
な
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
扱

っ
て
い
る
。
テ
ー
マ
を
狭
く
、
深
く
扱
う
と
い
う
最
近
に
よ
く
み
ら
れ
る
研

究
の
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
り
、
ひ
と
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
関
連
し
た
こ
と

が
ら
を
結
び
付
け
つ
つ
一
…
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
づ
け
に
は
注
意
が

必
要
で
は
あ
る
が
…
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
多
角
的
に
、
横
断
的
に
、
と
き

に
は
長
期
的
な
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
考
察
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
点

は
、
興
味
深
い
。
ま
た
、
本
害
が
同
時
代
の
著
作
な
ど
か
ら
、
言
説
レ
ベ
ル

に
お
い
て
当
時
の
社
会
の
あ
り
方
や
そ
の
雰
囲
気
の
一
端
を
描
き
だ
す
こ
と

に
成
功
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
第
三
章
や
補
論
は
、
伝
染
病
に
関
す
る

著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
生
か
さ
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
は

そ
の
主
張
に
お
い
て
「
火
種
」
を
抱
え
て
お
り
、
肯
定
的
に
受
け
取
る
に
せ

よ
、
批
判
的
に
受
け
取
る
に
せ
よ
、
議
論
の
契
機
と
な
る
に
相
違
な
い
。
選

書
と
い
う
こ
と
で
、
本
書
で
の
語
り
口
は
平
易
か
つ
軽
快
で
あ
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
が
誤
解
を
犯
し
て
い
れ
ば
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
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，

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
イ
ギ
リ
ス
都
市
生
活
史
研
究
会
に
お
け
る
本
轡
の
合
評
会
（
平
成

～
一
年
九
月
　
五
日
）
で
の
筆
者
の
報
告
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
に
あ

た
り
、
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
皆
様
に
は
こ
の
場
を
か
り
ま
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

（
B
6
判
　
二
七
〇
頁
一
九
九
九
年
六
月
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
　
～
六
〇
〇
円
）

　
　
　
（
大
阪
大
学
文
学
部
助
手
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