
Title イコノクラスムの時代について : 八世紀のビザンツ

Author(s) 中谷, 功治

Citation 待兼山論叢. 史学篇. 1992, 26, p. 63-87

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/48063

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



イ
コ

ノ
ク
ラ
ス

ム
の
時
代
に
つ
い
て

｜
｜
八
世
紀
の
ピ
ザ
ン
ツ
｜
｜

中

谷

功

治

{;t 

じ

め

ピ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
歴
史
を
語
る
際
に
、
テ
マ
制
と
並
ん
で
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
話
題
に
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
、
い
わ
ゆ
る
聖
像
破
壊

を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
聖
像
と
は
、
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
あ
る
い
は
聖
人
た
ち
を
木
の
板
や
壁
面
な
ど
に
描
い
た
独
特
な

画
像
一
般
を
指
す
。
し
か
し
、
イ
コ
ン
は
単
な
る
宗
教
画
で
は
な
い
。

一
定
の
様
式
を
持
っ
て
描
か
れ
た
イ
コ
シ
と
は
神
聖
な
存
在
で

あ
り
、
神
に
近
づ
く
た
め
に
敬
う
べ
き
信
仰
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
今
日
の
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
東
方
の
正
教
会
に
お

ハ
1
u

い
て
、
イ
コ
ン
は
信
仰
上
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
精
神
的
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
。

才

1
y
v
，
タ
ス

ピ
ザ
ン
ツ
以
来
の
「
正
統
」
教
会
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
コ
ン
に
は
「
聖
画
像
」
と
で
も
訳
す
べ
き
特
別
な
意
味
が
込
め

イ

ヨ

ノ

P

ヲ

ス

ム

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
聖
な
る
イ
コ
ン
を
破
壊
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
「
聖
画
偉
破
壊
」
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
そ
の
も
の
へ

63 

の
挑
戦
と
し
て
敵
視
さ
れ
た
。
他
方
、
イ
コ
ン
の
排
除
を
目
指
す
側
か
ら
す
れ
ば
、
神
が
不
可
視
で
あ
る
以
上
、
イ
コ
ン
と
は
人
聞
を
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描
い
た
絵
画
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
画
像
に
礼
拝
し
た
り
奇
蹟
を
求
め
る
こ
と
は
、
旧
約
聖
書
に
お
い
て
モ

I
ゼ
の
第
二
戒
が
禁

じ
て
い
る
「
偶
像
崇
拝
」
に
当
た
る
恐
る
べ
き
行
為
と
映
っ
た
の
で
あ
る
。

七
二
六
年
、
突
然
皇
帝
が
イ
コ
ン
を
排
除
す
る
措
置
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
か
ら
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
は
始
ま
る
。
こ
の
運
動
は
、
イ
コ

ン
に
関
す
る
神
学
理
論
、
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
帝
国
内
に
激
し
い
論
争
を
引
き
起
こ
し
、

一
時
的
な
イ
コ
ン
復
活

期
（
七
八
七
八
一
五
年
）
を
聞
に
は
さ
み
つ
つ
、

八
四
二
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
終
患
を
見
た
。
皇
帝
の
治
世
で
い
う
と
、
第
一
期

が
シ
リ
ア
朝
の
レ
オ
ン
三
世
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
・
レ
オ
ン
四
世
の
三
代
、
さ
ら
に
九
世
紀
に
入
っ
て
レ
オ
ン
五
世
・
ミ
カ

エ
ル
二
世
・
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
の
や
は
り
三
代
の
第
二
期
、
合
わ
せ
て
約
一
一
一

O
年
弱
に
及
ぶ
o

ピ
ザ
ン
ツ
史
の
概
説
書
で
は
、
七
一
七
年
の
レ
オ
ン
三
世
の
登
極
か
ら
八
四
二
年
の
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
帝
の
死
ま
で
の
一
世
紀
余
を

「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
時
代
」
と
呼
ぶ
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
お
山
確
か
に
、
帝
国
は
レ
オ
ン
治
世
始
め
の
第
二
回
首
都
攻
防
戦
に
勝

利
し
て
本
格
的
な
国
家
再
建
に
乗
り
出
し
、
九
世
紀
後
半
に
は
強
力
な
軍
隊
と
官
僚
組
織
を
備
え
た
強
国
と
し
て
東
地
中
海
世
界
に
再

登
場
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
H

ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
呼
ば
れ
る
文
芸
の
復
興
が
本
格
化
し
た
の
も
こ
の
時
期
を
経
た
後
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
時
代
区
分
は
一
応
妥
当
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
を
「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
」
と
い
う
宗
教
上
の
一
論
争
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
は
、
帝
国
史
の
時
代
区
分
に

お
い
て
や
は
り
特
異
な
例
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
信
仰
に
か
か
わ
る
テ
1
7
に
よ
っ
て
時
代
を
規
定
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
帝
国
史

の
他
の
時
期
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
代
に
「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
」
と
い
う
名
前
を
冠
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
運
動
が
単
な
る
宗

教
問
題
の
域
を
越
え
、
よ
り
広
い
意
味
で
当
時
の
帝
国
の
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
各
方
面
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
証
明

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。



本
稿
の
目
的
は
、
時
代
区
分
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
全
体
を
統
括
す
る
用
語
と
し
て
は
た
し
て
「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
」
は

適
切
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
当
然
、
宗
教
論
争
を
も
と
に
し
た
時
代
の
把
握
に
も
一
定
の
理
由
が
存
在
す
る
に
違
い
な

ぃ
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
妥
当
と
は
言
え
な
い
、

い
や
む
し
ろ
こ
の
時
代
を
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
の
妨
げ
に
さ
え
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

問
題
の
所
在

イコノクラスムの時代について

イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
め
ぐ
る
本
格
的
な
学
問
研
究
は
す
で
に
一
世
紀
以
上
の
歴
史
を
持
ち
、
関
連
す
る
文
献
の
数
も
膨
大
で
か
つ
多

方
面
に
及
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
研
究
史
全
体
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

イ
コ
ン
論
を
中
心
と
す
る
神
学
や
教
会
史
そ
し
て
イ
コ
ン
自
身
を
対
象
に
し
た
美
術
史
の
研
究
を
ひ
と
ま
ず
置
き
、
歴
史
研
究
の
み
に

焦
点
を
絞
る
な
ら
ば
、
前
世
紀
以
来
の
成
果
は
G
・
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
『
ピ
ザ
ン
ツ
国
家
史
』
を
は
じ
め
と
す
る
六

0
年
代
の

概
説
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
受
け
る
形
で
、
七

0
年
代
に
研
究
は
一
挙
に
活
況
を
呈
し
、

ほ
ぽ
現
在
の
研
究

状
況
が
で
き
あ
が
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

七
0
年
代
に
発
表
さ
れ
た
多
く
の
研
究
の
中
で
も
、
ま
ず
第
一
に
注
目
す
べ
き
は

S
・
ゲ
ロ
ウ
の
二
著
書
と
一
連
の
論
文
で
あ
る
。

ゲ
ロ
ウ
は
従
来
の
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
文
献
だ
け
で
な
く
、

ア
ラ
ブ
・
ア
ル
メ
ニ
ア
・
グ
ル
ジ
ア
・
シ
リ
ア
語
な
ど
の
東
方
史
料
を

初
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
形
で
利
用
し
、
厳
密
な
分
析
を
加
え
た
。
彼
の
議
論
は
明
快
で
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
に
関
係
す
る
広
範
な
諸
問
題

（

6
〉

を
扱
っ
て
お
り
、
現
在
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
者
の
必
読
文
献
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
こ
で
戦
後
の
研
究
史
を
あ
え
て
整
理
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
研
究
に
つ
い
て
は
次
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
付
イ
コ
ン
へ
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の
攻
撃
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
生
じ
た
の
か
を
問
う
原
因
論
、
り
こ
の
運
動
の
地
域
性
そ
し
て
主
な
担
い
手
と
反
対
勢
力
の
究
明
、
そ
し

て
伺
西
方
と
り
わ
け
ロ
l
マ
教
皇
庁
と
の
関
係
、
で
あ
る
。
ま
た
研
究
を
時
期
的
に
見
た
場
合
、
そ
の
大
半
は
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
の
第

一
期
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
局
面
は
前
期
と
比
較
し
て
迫
害
の
規
模
や
内
容
面
で
緩
や
か
で
あ
り
、
神
学
論
争
に
お
い
て
も
七
五

四
年
の
公
会
議
の
決
定
事
項
を
越
え
る
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
典
型
と

L
て
第

一
期
が
考
察
の
中
心
と
な
る
傾
向
が
強
い
。
本
論
で
も
、
考
察
の
対
象
は
原
則
と
し
て
第
一
局
面
を
含
む
八
世
紀
に
重
点
を
置
く
こ
と

す
る
。前

述
の
三
つ
の
中
心
課
題
の
内
、
第
一
の
原
因
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
提
起
さ
れ
て
き
た
諸
説
は
ゲ
ロ
ウ
に
よ
っ
て
最
終
的
に

批
判
さ
れ
た
。
現
状
で
は
、

レ
オ
ン
コ
一
世
個
人
の
信
仰
心
以
外
に
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
勃
発
に
つ
い
て
明
確
な
理
由
を
求
め
得
な
い
、

と
い
う
い
さ
さ
か
消
極
的
な
定
説
が
確
立
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
ま
た
、
第
三
の
西
方
ロ

l
マ
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ど
う
し
て

も
教
会
史
や
教
義
上
の
議
論
が
中
心
と
な
り
が
ち
で
、
ま
た
個
別
的
で
詳
細
な
研
究
が
目
立
っ
て
い
る
。

歴
史
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
歴
史
過
程
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
論
争
が
当
時
の
ピ
ザ
ン
ツ
国
家
や
社
会

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
点
で
多
く
の
研
究
者
た
ち
を
引
き
付
け
て
き
た
の
が
第
二
の
課

題
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
社
会
的
背
景
で
あ
り
、
と
り
わ
け
こ
の
運
動
の
推
進
派
と
擁
護
派
の
分
類
に
関
心
が
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
持
つ
地
域
性
と
主
た
る
担
い
手
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

地
域
的
傾
向
と
し
て
は
、
概
し
て
イ
コ
ン
破
壊
派
は
小
ア
ジ
ア
地
方
に
多
く
み
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
イ
コ
ン
崇
敬
派
の
拠
点
は
パ

ル
カ
ン
・
ギ
リ
シ
ア
地
方
さ
ら
に
ロ

l
マ
・
西
方
世
界
に
あ
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
イ
コ
ン
を
め
ぐ
る
論
争
は
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ノ
l
プ
ル
を
は
さ
ん
だ
東
西
の
地
域
を
対
抗
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
特
定
の
社
会
階
層
と
の
結
び
付
き
に
つ



い
て
も
一
定
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
皇
帝
の
手
足
と
な
っ
て
迫
害
を
推
進
し
た
の
は
軍
隊
、
と
り
わ
け
小
ア

ジ
ア
の
テ
マ
軍
国
で
あ
っ
た
。
他
方
、
こ
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
犠
牲
者
の
中
で
も
特
に
厳
し
い
迫
害
を
受
け
、
多
く
の
殉
教
者
を
出

し
た
の
が
修
道
士
で
あ
っ
た
。
信
仰
に
対
し
て
最
も
厳
格
で
信
条
を
曲
げ
な
か
っ
た
修
道
士
た
ち
は
、
運
動
の
格
好
の
標
的
に
さ
れ
た

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
と
め
る
と
、
ハ
門
西
方
イ
コ
シ
崇
敬
派
対
東
方
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
地
域
的
な
対
立
、
同
軍
隊
の
イ
コ
ノ
ク
ラ

ス
ト
的
性
格
と
修
道
土
た
ち
の
イ
コ
ン
へ
の
熱
狂
的
な
支
持
と
い
う
図
式
と
な
る
。

イコノクラスムの時代について

こ
の
よ
う
な
東
西
対
立
や
社
会
階
層
的
区
分
を
め
ぐ
る
所
説
こ
そ
、
こ
の
運
動
が
単
な
る
宗
教
論
争
に
留
ま
ら
ず
広
く
社
会
的
な
背

景
を
備
え
て
い
た
、
と
い
う
歴
史
学
的
な
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
理
解
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
七

0
年
代
以
降
の
研

究
動
向
に
立
脚
す
る
限
り
で
は
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
社
会
背
景
・
迫
害
の
規
模
な
ど
、
通
説
的
な
理
解
を
否
定
す
る
議
論
が
優
位
を

占
め
て
い
る
。
は
た
し
て
、
園
内
あ
る
い
は
対
外
的
な
事
件
は
、
イ
コ
ン
論
争
と
い
う
見
地
か
ら
う
ま
く
説
明
し
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
以
下
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
め
ぐ
る
地
域
的
対
立
お
よ
び
社
会
の
特
定
階
層
と
の
結
び
付
き
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
史
料
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
い
わ
ゆ
る
「
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
の
時
代
」
は
史
料
的
に
は
暗
黒
時
代

に
当
た
っ
て
い
る
。
以
下
で
の
考
察
に
お
い
て
主
要
な
史
料
と
な
る
テ
オ
フ
ア
ネ
ス
・
－
一
ケ
フ
ォ
ロ
ス
両
年
代
都
そ
し
て
関
連
す
る

聖
者
伝
史
料
等
を
あ
わ
せ
て
も
決
し
て
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
利
用
で
き
る

史
料
は
全
て
イ
コ
ン
崇
敬
派
の
手
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
非
難
論
駁
を
目
的
に
し
た
引
用
を
除
け
ば
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
た
ち

の
主
張
は
一
切
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
全
体
が
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
批
判
の
た
め
に
著
し
い
改
鼠

67 

あ
る
い
は
偏
向
を
受
け
て
い
る
可
能
性
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。
実
際
、
年
代
記
な
ど
を
読
み
進
む
と
、
様
々
な
出
来
事
が
反
対
勢
力
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を
誹
誇
中
傷
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

本
来
は
無
関
係
な
事
件
が
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
に
結
び
付
け
て
説
明
さ
れ
る
こ
の
過
程
を
、

p
－
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム

の
「
伝
説
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
で
は
レ
オ
ン
三
世
が
イ
コ
ン
非
難
を
開
始
し
た
と
き
、
知
ら
せ
を

受
け
た
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
二
世
は
直
ち
に
実
力
行
使
に
出
て
、

ロ
ー
マ
と
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
租
税
支
払
を
拒
否
し
た
と
い
う
。
こ
れ

レ
オ
ン
も
シ
チ
リ
ア
島
・
南
伊
カ
ラ
ブ
リ
ア
地
方
へ
の
税
を
増
額
、
バ
ル
カ
ン
半
島
西
部
の
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
地
方
と
も
ど
も

教
会
の
管
轄
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

I
プ
ル
に
移
す
な
ど
で
応
酬
し
た
と
な
る
。

に
対
し
、

と
こ
ろ
が
、
事
実
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
た
。
教
皇
側
の
史
料
『
教
皇
列
伝
』
は
、
租
税
引
き
上
げ
と
そ
の
直
後
に
起
こ
っ
た
反

イ
コ
ン
宣
言
と
を
区
別
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
対
ア
ラ
ブ
向
け
の
戦
費
を
捻
出
す
る
た
め
皇
帝
が
租
税
を
引
き
上
げ

た
際
に
、
教
会
領
に
例
外
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
教
皇
の
反
発
を
招
い
た
と
い
う
の
が
実
際
の
経
緯
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
例
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
コ
ン
論
争
と
は
直
接
関
係
し
な
い
事
件
、
が
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
通
し
て
説
明
さ
れ

る
傾
向
は
他
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
十
分
念
頭
に
置
い
た
上
で
史
料
を
読
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

地
理
的
要
因
と
軍
隊

本
章
で
は
、
西
方
の
イ
コ
ン
容
認
対
東
方
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
と
い
う
地
理
的
な
対
抗
図
式
、

p
・
シ
ュ
ペ
ッ
ク
が
皮
肉
を
込
め
て

「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
地
理
学
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
そ
の
際
、
地
域
対
立
説
を
裏
付
け
る
証
拠
と
し
て
重
要
視
さ
れ

て
き
た
の
が
小
ア
ジ
ア
の
テ
マ
軍
団
で
あ
っ
た
か
ら
、
反
乱
を
中
心
と
す
る
こ
れ
ら
軍
隊
の
動
向
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
こ

（
隠
〉

と
に
し
た
い
。



つ
且
）

七
二
六
年
の
皇
帝
の
反
イ
コ
ン
宣
言
に
対
し
、
す
ぐ
に
抵
抗
の
狼
煙
が
上
が
っ
た
。
翌
年
春
「
神
聖
な
る
熱
意
に
駆
り
立
て
ら
れ
た

へ
ラ
ス
日
テ
マ
軍
団
と
キ
ュ
ク
ラ
デ
ス
諸
島
の
人
々
が
、
彼
（
レ
オ
ン
三
世
〉
に
対
し
て
蜂
起
し
た
」
と
い
う
。
こ
の
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス

年
代
記
の
記
事
か
ら
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
政
策
と
反
乱
の
因
果
関
係
は
暖
味
で
あ
る
が
、

一
ケ
フ
ォ
ロ
ス
で
は
「
こ
の
（
皇
帝
政
策

ヘ
ラ
ス
と
キ
ュ
ク
一
フ
デ
ス
諸
島
の
住
民
た
ち
は
、
神
を
無
視
し
た
態
度
に
我
慢
で
き
や
す
、
皇
帝
に
対
し
て
蜂
起
し
た
」

と
明
確
に
二
つ
の
事
件
を
結
び
付
け
て
述
べ
て
い
る
。

の
）
た
め
に
、

イコノクラスムの時代について

東
西
対
立
説
か
ら
言
え
ば
、
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
の
開
始
に
対
し
た
だ
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
か
ら
反
乱
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
け

れ
ど
も
、
こ
の
へ
ラ
ス
H

テ
マ
の
反
乱
は
本
当
に
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
が
原
因
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
テ
マ
反
乱

の
大
半
は
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
の
み
か
ら
説
明
す
る
に
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
L
、
ま
た
テ
マ
軍
に
よ
る
反
乱
を
民
衆
蜂
起
と
す
る
イ
コ

ン
擁
護
派
の
年
代
記
の
記
述
に
は
、

シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
の
指
摘
す
る
「
伝
説
化
」
の
傾
向
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
や
は
り
、
不
用
意
に
両

者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
謹
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
、

「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
地
理
学
」
を
積
極
的
に
展
開
し

て
い
る
H
・
ア
ー
ル
ヴ
ェ
レ

I
ル
自
身
が
、
こ
の
反
乱
は
反
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
と
い
う
よ
う
も
む
L
ろ
海
上
貿
易
に
か
ら
ん
だ
皇
帝
の

〔

U）

通
商
政
策
へ
の
反
発
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

七
四
一
年
、

レ
オ
ン
三
世
が
死
去
す
る
と
、
彼
の
か
つ
て
の
同
僚
で
娘
婿
で
も
あ
る
ア
ル
タ
ヴ
ァ
ス
ド
ス
が
反
乱
を
起
こ
し
、

レ
オ

ン
の
息
子
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
と
の
間
で
一
年
以
上
に
も
及
ぶ
激
し
い
内
乱
が
続
い
た
。
都
に
入
り
帝
冠
を
受
け
た
ア
ル
タ
ヴ

ア
ス
ド
ス
は
た
だ
ち
に
イ
コ
ン
復
活
を
宣
言
す
る
。
か
つ
て
の
レ
オ
ン
の
片
腕
の
人
物
が
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
停
止
し
よ
う
と
し
た
こ

ハ施）

と
は
特
筆
す
べ
き
事
件
で
あ
る
。
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こ
の
事
実
か
ら
は
、
論
理
的
に
次
の
よ
う
な
推
論
が
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
ル
タ
ヴ
ァ
ス
ド
ス
の
イ
コ
ン
容
認
が
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単
に
レ
オ
ン
の
政
策
に
対
抗
す
る
た
め
だ
け
の
ポ
ー
ズ
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
逆
に
彼
が
本
当
は
元
か
ら
の
熱
心
な
イ
コ
ン
崇
敬
派
で

あ
っ
た
、

の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
彼
や
披
の
指
揮
下
に
あ
る
小
ア
ジ
ア
の
テ
マ
軍
国
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
さ
ほ
ど
強
力
に
は

推
進
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
年
代
記
の
記
述
か
ら
は
、
イ
コ
ン
を
め
ぐ
る
議
論
が
反
乱
の
帰
趨
を
決
す
る
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
た
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
反
乱
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
留
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、
内
乱
過
程
で
の
小
ア
ジ
ア
の
テ
マ
軍
団
の
対
立
関
係
で
あ
る
。
ア
ル

タ
ヴ
ァ
ス
ド
ス
（
イ
コ
ン
派
？
〉
に
付
い
た
の
は
ア
ル
メ
ニ
ア
コ
イ
・
オ
プ
シ
キ
オ
ン
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ト
ラ
キ
ア
、

一
方
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
を
支
持
し
た
（
イ
コ
ン
破
壊
派
？
）
の
は
残
り
の
ア
ナ
ト
リ
コ
イ
・
ト
ラ
ケ
シ
オ
イ
・
キ
ピ
ュ
ラ
イ
オ
タ
イ
の

各
テ
マ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
は
八
二

O
年
に
勃
発
し
た
大
反
乱
ス
ラ
グ
人
ト
マ
ス
の
乱
に
お
い
て
、
イ
コ
ン
派

を
称
し
た
ト
マ
ス
を
支
持
し
た
テ
マ
と
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
皇
帝
ミ
カ
エ
ル
二
世
側
に
回
っ
た
テ
マ
の
構
成
は
、

ハ
mm〉

乱
と
き
れ
い
に
逆
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ル
タ
グ
ァ
ス
ド
ス
反

エ
イ
レ
l
ネ
ー
に
よ
る
七
八
七
年
の
イ
コ
ン
復
活
以
後
の
テ
マ
反
乱
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
七
九

O
年、

ア
ル
メ
ニ
ア
コ
イ
H

テ
マ

将
兵
が
エ
イ
レ
l
ネ
l
の
支
配
に
反
旗
を
翻
し
、
こ
れ
に
小
ア
ジ
ア
の
他
の
テ
マ
軍
団
が
呼
応
し
て
首
都
に
圧
力
を
懸
け
た
。
結
果
と

し
て
、
息
子
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
六
世
の
単
独
統
治
と
か
つ
て
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
の
片
腕
ミ
カ
エ
ル
H

ラ
カ
ノ
ド
ラ
コ

ン
（
後
述
）

の
復
権
が
実
現
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
に
関
連
し
た
記
事
は
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
六
世
自
身
、
宗
教
問
題
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
そ
の
後
も
な
お
反
抗
を
続
け
る

〈
却
）

ア
ル
メ
ニ
ア
コ
イ
は
、
皇
帝
と
残
り
の
テ
マ
の
連
合
軍
に
よ
っ
て
最
終
的
に
鎮
圧
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
軍
隊
と
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
と
の
親
和
性
を
説
く
研
究
者
た
ち
が
、
イ
コ
ン
復
活
後
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
た
ち
の
拠
り
所
と
み



な
し
た
の
が
レ
オ
ン
四
世
の
異
母
兄
弟
た
ち
で
あ
っ
た
。
実
際
、

エ
イ
レ

I
ネ
！
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
六
世
の
政
権
下
、
彼
ら
を

擁
立
し
よ
う
と
す
る
陰
謀
が
六
度
も
計
画
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
異
母
兄
弟
た
ち
が
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は

な
い
上
、
事
件
ご
と
に
異
母
兄
弟
た
ち
の
支
持
者
は
変
化
し
て
お
り
、
時
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
の
テ
マ
H

へ
ラ
ス
が
関
与
し
た
こ
と
さ

え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
テ
マ
反
乱
と
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
安
易
に
結
び
付
け
る
の
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
テ

イコノクラスムの時代について

マ
に
よ
る
反
乱
は
七
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
ま
で
断
続
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
時
期
的
に
も
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
越
え
る
現

象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
軍
隊
内
部
に
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
地
方
の
テ
マ
で
は
な
く
首
都
に
あ

っ
た
近
衛
連
隊
（
タ
グ
マ
）
は
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
の
手
足
と
な
っ
て
反
対
派
弾
圧
の
た
め
に
活
躍
し
て
い
る
。
中
で
も
、

七
八
六
年
に
首
都
の
聖
使
徒
教
会
で
開
催
さ
れ
た
イ
コ
ン
復
活
の
た
め
の
公
会
議
の
議
場
に
乱
入
し
、
実
力
を
も
っ
て
会
議
を
解
散
さ

円

2υ

せ
た
事
件
は
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
近
衛
連
隊
の
兵
士
は
元
か
ら
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
年
代
記
も
述

円
相
品
〉

べ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
が
彼
ら
に
自
ら
の
信
条
を
教
育
し
た
の
で
あ
る
。
近
衛
連
隊
は
筋
金
入
り
の
イ
コ
ン
破
壊

派
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
宗
教
感
情
の
地
域
的
傾
向
と
は
無
縁
の
、
む
し
ろ
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
へ
の
忠
誠
心

か
ら
出
た
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
公
会
議
乱
入
事
件
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
翌
年
エ
イ
レ
l
ネ
l
は
テ
マ
の
軍
隊
を
用
い
て
近
衛
連
隊
の
武
装
解
除
を
断
行
し
て
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い
る
。
東
西
対
立
論
者
は
こ
の
時
の
テ
マ
と
は
ヨ

l
ロ
y

パ
側
の
部
隊
で
あ
る
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
き
た
が
、
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代

〈誕
V

記
は
彼
ら
を
「
（
首
都
か
ら
見
て
〉
対
岸
の
テ
マ
」
と
は
っ
き
り
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
テ
マ
軍
団
は
明
ら
か
に
ト
ラ
キ
ア
側
に
移
動
し
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て
い
た
小
ア
ジ
ア
の
軍
隊
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
し
て
も
、
東
方
テ
マ
uu
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
の
仮
説
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
の
迫
害
に
地
域
的
な
傾
向
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
貴
重
な
情
報
が
あ
る
。
聖
者
伝
史
料

『
小
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
伝
』
の
中
で
、
こ
の
聖
人
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
の
追
求
を
受
け
た
仲
間
の
修
道
士
た
ち
に
迫
害
の
及
び

に
く
い
地
方
へ
の
避
難
を
勧
め
て
い
る
。
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
の
言
う
地
域
と
は
、
場
所
の
厳
密
な
確
定
作
業
に
は
議
論
の
余
地
を
残
し
て

は
っ
き
り
言
与
え
る
の
は
イ
タ
リ
ア
の
ロ

l
マ
付
近
・
黒
海
の
北
岸
地
域
・
バ
ル
カ
ン
半
島
西
部
の
エ
ピ
ロ
ス
・
小
ア
ジ
ア

〔お）

南
岸
そ
し
て
キ
プ
ロ
ス
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
言
及
さ
れ
た
地
方
と
は
西
方
の
み
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
帝
国
の
支
配
の
不
完
全

は
い
る
が
、

な
辺
境
地
域
、
追
求
の
及
び
に
く
い
場
所
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
に
対
す
る
態
度
の
地
域
的
偏
差
や
小
ア
ジ
ア
の
軍
隊
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
的
傾
向
を
現

存
史
料
か
ら
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
小
ア
ジ
ア
日
イ
コ
ン
破
壊
派
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
H
イ
コ
ン
崇
敬
派
と
い
っ
た
安
易
な
図
式

は
根
拠
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
o

も
と
よ
り
、
こ
の
運
動
に
地
域
的
な
偏
り
が
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
テ

ハお）

マ
の
兵
士
の
中
に
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
が
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
史
料
は
全
く
断
片
的
に
し
か
残
存
し
て
い
な
い
だ
け

「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
地
理
学
」
を
語
る
際
に
は
十
分
な
ま
で
の
慎
重
さ
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
も
か
か
わ
ら

（訂）

、
ず
、
ア
ジ
ア
側
対
ヨ

l
戸

V

パ
側
と
い
う
区
分
け
や
、
地
域
対
立
を
前
提
と
し
た
演
緯
的
な
議
論
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

に、

四

迫
害
の
実
態
と
修
道
士

前
章
で
は
、
イ
コ
ン
論
争
に
お
い
て
帝
国
を
東
西
に
分
け
た
地
域
対
立
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
検
証
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
は
、

t土

た
し
て
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
と
い
う
運
動
は
当
時
の
社
会
に
ど
の
程
度
の
影
響
を
与
え
た
の
か
、
が
改
め
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ



で
、
本
章
で
は
こ
の
論
争
か
ら
生
じ
た
迫
害
の
実
態
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
同
時
に
、
通
説
に
お
い
て
迫
害
の
主
な
被
害
者
と
さ

れ
て
き
た
修
道
土
た
ち
の
態
度
や
殉
教
の
理
由
に
つ
い
て
も
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
い
。

七
二
六
年
、

レ
オ
ン
コ
一
世
は
首
都
宮
殿
入
口
の
青
銅
門
に
掲
げ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
イ
コ
ン
を
撤
去
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
に
憤

激
し
た
首
都
の
民
衆
は
、
皇
帝
の
役
人
に
襲
い
か
か
り
彼
ら
を
殺
害
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
皇
帝
は
暴
徒
た
ち
を
逮
補
し
、
多
く
の
者

を
切
断
・
鞭
打
ち
・
追
放
・
罰
金
等
の
刑
に
処
し
た
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
事
件
を
伝
え
る
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
の
記
述
に
は
不
明

イコノクラスムの時代について

瞭
な
部
分
も
多
い
。
例
え
ば
、
こ
の
記
事
の
す
ぐ
後
の
箇
所
に
お
い
て
、
彼
は
処
罰
さ
れ
た
人
々
を
「
特
に
血
統
と
言
葉
に
お
い
て
傑

出
し
た
・
者
た
ち
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、

一
O
世
紀
の
教
会
暦
に
な
る
と
こ
の
時
の
受
難
者
一

O
名
が
実
名
付
き
で
登
場
す

る
が
、
借
用
の
多
い
記
述
は
独
立
し
た
史
料
と
み
な
し
え
な
い
と
い
う
の
が
研
究
者
の
意
見
で
あ
り
、

（お）

の
例
だ
と
し
て
い
る
。

シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
も
「
伝
説
化
」

ま
た
、
続
け
て
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
で
は
「
諸
学
校
」
が
閉
鎖
さ
れ
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
以
来
の
敬
度
な
教
育
に
終
止
符
が
打

た
れ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
九
世
紀
の
『
修
道
士
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
の
年
代
記
』
の
中
で
は
、
教
師
た
ち
に
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
を
強
要

し
よ
う
と
し
て
拒
絶
さ
れ
た
レ
オ
ン
が
、
建
物
の
中
に
彼
ら
を
集
め
て
火
を
放
っ
て
書
物
共
々
焼
き
殺
し
た
、
と
脚
色
さ
れ
て
い
る
。

明
ら
か
に
、
こ
れ
は
後
世
の
イ
コ
ン
崇
敬
派
に
よ
っ
て
全
く
別
の
事
件
が
レ
オ
ン
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
に
帰
さ
れ
た
「
伝
説
化
」
の
典

（
剛
山
〉

型
例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
、
信
用
に
足
る
史
料
が
伝
え
る
レ
オ
ン
三
世
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
実
体
で
あ
る
。
結
局
、

レ
オ
ン
が
な
し
え
た
こ
と
は
、

宮
殿
入
口
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
像
の
撤
去
、
イ
コ
ン
禁
止
勅
令
の
発
布
そ
し
て
反
抗
す
る
総
主
教
ゲ
ル
マ
ノ
ス
の
解
任
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
ゆ
え
、

シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
な
ど
は
こ
の
時
期
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
は
神
学
論
争
に
終
始
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
推
測
し
て
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い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
年
代
記
で
の
「
猛
り
狂
っ
た
暴
君
は
聖
な
る
イ
コ
ン
へ
の
迫
害
を
強
化
し
た
。
多
く
の
聖
職
者
や
修
道
士
そ
し
て

敬
度
な
俗
人
た
ち
が
信
仰
の
正
し
い
教
え
ゆ
え
に
身
を
危
う
く
し
、
殉
教
の
冠
を
戴
い
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
記

ハ却）

述
に
全
幅
の
信
頼
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
。

イ
コ
ン
崇
敬
派
へ
の
迫
害
、
と
り
わ
け
修
道
士
へ
の
攻
撃
が
過
酷
を
極
め
た
の
は
レ
オ
ン
の
息
子
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
の
治

世
（
七
四
一
ー
ー
七
七
五
年
）
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
最
初
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
の
治
世
で
も
六

0
年
代
よ
り

と
い
う
事
実
で
あ
る
。

も
前
に
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
や
そ
れ
に
と
も
な
う
迫
害
へ
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ノ
ス
五
世
は
父
以
上
に
神
学
論
争
に
熱
心
で
あ
り
、
自
ら
イ
コ
ン
非
難
の
冊
子
を
著
し
、
七
五
四
年
に
は
首
都
郊
外
ヒ
エ
レ
イ
ア
宮

に
お
い
て
公
会
議
を
開
催
し
て
公
式
に
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
決
議
し
た
。
迫
害
の
本
格
化
は
こ
れ
以
降
の
時
期
と
考
え
て
い
い
だ
お
や

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
は
修
道
土
ア
ン
ド
レ
ア
ス
H

カ
リ
ュ
ピ
テ
ス
を
ブ
ラ
ケ
ル
ナ
エ
宮
の
競
技
場
に
て
鞭
に
よ
っ
て

ハお〉

打
ち
殺
さ
せ
た
。
ア
ン
ド
レ
ア
ス
が
彼
を
新
し
い
ア
リ
ウ
ス
派
皇
帝
ワ
レ
ン
ス
、
背
教
者
ユ
リ
ア
ヌ
ス
と
非
難
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま

七
六
二
年
、

た
七
木
八
年
に
は
、
皇
帝
の
信
条
に
服
従
し
な
い
柱
頭
修
道
士
の
ベ
ト
ロ
ス
を
柱
の
上
か
ら
引
き
降
ろ
し
、
足
を
縛
っ
て
町
中
を
引
き

（
旧
社
）

回
し
て
殺
害
し
、
さ
ら
に
他
の
者
た
ち
は
袋
詰
め
に
し
て
重
石
を
付
け
て
海
に
投
げ
込
ま
せ
た
と
い
う
。

最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
ビ
チ
ュ
ニ
ア
の
ア
ウ
ク
セ
ン
テ
ィ
オ
ス
修
道
院
の
隠
修
士
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
の
殉
教
で
あ
る
。
七
六

五
／
六
年
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
は
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
を
首
都
に
連
行
・
拘
禁
し
、
さ
ら
に
や
は
り
市
中
を
引
き
回
し
た
上
で
四
肢
を

引
き
裂
い
た
と
い
う
。
多
く
の
人
々
に
修
道
生
活
を
勧
め
、
皇
帝
か
ら
の
爵
位
や
報
酬
を
軽
蔑
す
る
よ
う
に
説
い
た
の
が
理
由
と
さ
れ

る。
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
彼
ら
修
道
士
た
ち
の
殉
教
の
原
因
が
イ
コ
ン
崇
敬
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
点
で
あ
る
。



特
に
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
の
場
合
に
は
、
政
治
的
な
陰
謀
事
件
と
の
関
連
さ
え
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
死
の
直
後
、

九

名
の
高
官
た
ち
が
皇
帝
へ
の
陰
謀
の
か
ど
で
競
技
場
へ
連
行
さ
れ
、
首
相
・
近
衛
連
隊
長
が
斬
首
、
テ
マ
長
官
ら
武
官
六
名
が
盲
目
の

上
追
放
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
処
置
の
不
徹
底
か
ら
市
総
督
は
鞭
で
打
た
れ
更
迭
、
皇
帝
の
腹
心
で
あ
る
は
ず
の
総
主
教
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ス
ま
で
も
が
陰
謀
加
担
の
か
ど
で
追
放
さ
れ
、
そ
の
後
斬
首
に
処
さ
れ
て
い
る
。

個
人
的
な
迫
害
以
外
に
集
団
的
な
弾
圧
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
周
年
、
多
く
の
将
校
や
兵
士
が
イ
コ
ン
を
崇
敬
し
て
い
る
と
聞
き
つ
け

イコノクラスムの時代について

マh
v

井）、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
は
彼
ら
に
様
々
な
処
罰
を
加
え
、
厳
し
い
拷
問
で
責
め
た
て
た
。
さ
ら
に
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
徹
底

さ
せ
る
た
め
、
彼
は
支
配
下
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
対
し
イ
コ
ン
を
崇
敬
し
な
い
旨
の
宣
誓
を
要
求
し
た
。
ま
た
、
彼
は
修
道
士
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
非
難
・
侮
辱
し
、
修
道
院
長
た
ち
を
競
技
場
に
呼
び
出
す
と
、
各
々
に
女
性
の
手
を
取
っ
て
行
進
す
る
よ
う
強
要
し
、

（幻〉

民
衆
の
潮
笑
の
的
に
し
た
と
い
う
。

地
方
で
の
迫
害
に
つ
い
て
は
、
小
ア
ジ
ア
西
岸
の
テ
マ
H

ト
ラ
ケ
シ
オ
ン
の
長
官
、
ミ
カ
エ
ル
日
ラ
カ
ノ
ド
ラ
コ
ン
に
よ
る
甚
だ
乱

暴
な
措
置
の
み
が
詳
細
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
七
七

O
年
頃
、
ラ
カ
ノ
ド
ラ
コ
ン
は
皇
帝
を
真
似
て
テ
マ
の
全
修
道
士
・
修
道
女
を
エ

フ
ェ
ソ
ス
に
集
め
て
妻
帯
を
強
要
し
、
拒
否
し
た
者
は
盲
目
に
し
て
キ
プ
ロ
ス
へ
追
放
し
た
。
ま
た
、
翌
年
に
は
全
て
の
修
道
院
を
聖

具
と
も
ど
も
売
却
さ
せ
、
書
籍
・
聖
遺
物
に
つ
い
て
は
見
つ
け
次
第
焼
却
し
、
こ
れ
ら
を
隠
匿
し
て
い
た
修
道
士
に
は
盲
目
・
拷
問
・

追
放
・
処
刑
な
ど
の
厳
罰
で
臨
ん
だ
と
い
う
。
ま
た
、
何
人
か
の
修
道
土
は
そ
の
髭
を
焼
か
れ
、
テ
マ
領
内
で
は
修
道
士
の
服
装
一
切

（
凹
拍
）

が
禁
じ
ら
れ
た
。
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
は
、
他
の
テ
マ
長
官
た
ち
も
彼
に
倣
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

年
代
記
が
伝
え
る
修
道
士
へ
の
迫
害
の
概
要
は
以
上
で
あ
る
。
注
意
し
て
お
き
た
い
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
狙
い
撃
ち
さ
れ
た
修
道

75 

士
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
が
皆
イ
コ
ン
崇
敬
派
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
カ
ッ
バ
ド
キ
ア
の
礼
拝
堂
に
は
画
像
を
伴
わ
な
い
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十
字
架
の
装
飾
が
残
っ
て
い
る
し
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
と
し
て
高
位
聖
職
者
に
就
く
修
道
士
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
九
世
紀
初
頭
の

ニ
コ
ラ
オ
ス
と
い
う
名
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
修
道
士
が
登
場
す
る
。

一
ケ
フ
ォ
ロ
ス
一
世
の
治
下
に
お
い
て
も
、

修
道
土
た
ち
へ
の
恐
る
べ
き
攻
撃
と
は
対
照
的
に
、

よ
り
肝
心
な
イ
コ
ン
破
壊
の
事
例
は
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ

が
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
七
八
七
年
ニ
ケ
l
ア
公
会
議
の
議
事
録
の
中
で
、
総
主
教
文
書
館
所
蔵
の
挿
絵
の
付
い
た
写
本
二
巻
が
焼

却
、
別
写
本
の
挿
絵
部
分
が
削
除
、
さ
ら
に
小
ア
ジ
ア
西
岸
フ
ォ
カ
イ
ア
市
で
書
物
四

O
巻
が
や
は
り
焼
却
さ
れ
た
、
と
の
報
告
を
挙

（
却
〉

げ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
小
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
伝
で
は
、
ブ
ラ
ケ
ル
ナ
エ
教
会
の
聖
人
た
ち
の
イ
コ
ン
が
植
物
や
野
獣
の
も

が
描
か
れ
た
と
い
う
が
、

の
に
置
き
代
え
ら
れ
、
ま
た
首
都
の
第
一
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
側
の
全
六
回
の
公
会
議
の
画
像
が
は
が
さ
れ
、
代
わ
り
に
競
技
場
の
場
面

い
ず
れ
も
信
溶
性
は
決
し
て
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
首
都
の
総
主
教
宮
殿
内
の
イ
コ
ン
が
撤
去
あ

る
い
は
塗
り
込
ま
れ
た
の
が
よ
う
や
く
七
六
八
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
実
際
の
運
動
が
ど
の
程
度
ま
で
実
施
さ

ハ
位
〉

れ
た
の
か
を
考
察
す
る
上
で
軽
視
で
き
な
い
。

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
の
息
子
レ
オ
ン
四
世
は
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ト
で
は
あ
っ
た
が
、
修
道
士
を
迫
害
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
c

被
は
迫
害
を
緩
和
す
る
一
方
、
修
道
士
を
府
主
教
な
ど
の
教
会
の
高
位
職
に
抜
擢
し
た
と
い
う
。
彼
の
治
世
で
知
ら
れ
て
い
る

唯
一
の
迫
害
例
は
、
七
八

O
年
に
イ
コ
ン
を
密
か
に
隠
匿
、
崇
拝
し
て
い
た
宮
廷
の
臣
官
た
ち
数
名
が
処
罰
を
受
け
た
事
件
で
あ
柿
w

こ
こ
で
聖
者
伝
史
料
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

八
世
紀
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス

（

H
世
〉

ム
に
つ
い
て
詳
し
く
伝
え
る
史
料
は
乏
し
く
、
そ
れ
だ
け
に
聖
者
伝
史
料
は
こ
れ
ら
を
補
う
意
味
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
ま
し
て
、

（
必
〉

八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
が
ビ
ザ
ン
ツ
聖
人
伝
の
黄
金
時
代
の
始
ま
り
に
当
た
っ
て
い
る
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
イ

コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
の
時
代
」
の
激
し
い
修
道
士
迫
害
は
、
聖
人
伝
を
執
筆
す
る
に
は
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
殉
教
の
機
会
を
提
供
し
て
い
た
。



し
か
し
実
際
に
は
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
に
よ
る
迫
害
の
具
体
的
な
情
報
を
提
供
し
、
し
か
も
史
料
批
判
に
十
分
耐
え
ら
れ
る
聖
人
伝

は
ご
く
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
特
に
第
一
局
面
を
扱
っ
た
作
口
聞
は
、
ー
・
シ
ェ
フ
チ
ェ
ン
コ
に
よ
れ
ば
十
二
あ
る
も
の
の
、
迫

害
と
同
時
代
に
成
立
し
た
の
は
一
つ
だ
け
で
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
が
終
了
す
る
八
四
三
年
以
前
の
も
の
を
含
め
て
も
四
作
を
数
え
る
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
伝
記
で
さ
え
、
主
な
舞
台
が
帝
国
領
外
で
あ
っ
た
り
迫
害
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
沈
黙
し
た
作

イコノクラスムの時代について

ロ
聞
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
九
世
紀
も
後
半
に
な
る
と
主
人
公
た
ち
の
イ
コ
ン
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
活
動
は
す
っ
か
り
忘
れ
去

〔必）

ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
作
品
群
の
全
体
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
聖
人
た
ち
を
は
じ
め
大
勢
の
者
た
ち
の
輝
か
し
い
殉
教
が
話
題
と
な
っ
て

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
治
下
に
虐
殺
さ
れ
た
小
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
の
伝
記
は
、
例
外
的
に
具
体
的
な
記
述
に
恵
ま
れ

ハ
円
引
）

て
お
り
、
聖
人
の
生
涯
は
イ
コ
ン
と
深
く
結
び
付
け
て
語
ら
れ
て
い
る
。

い
る
。
と
り
わ
け
、

き
わ
め
て
粗
雑
な
概
観
で
は
あ
っ
た
が
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
事
柄
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
イ
コ
ン
や
イ
コ
ン
崇
敬

者
へ
の
具
体
的
迫
害
と
い
う
こ
と
で
は
、

レ
オ
ン
一
一
一
世
治
下
に
は
積
極
的
な
活
動
は
二
、
三
の
例
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。

迫
害
が
絶
頂
に
達
し
た
と
言
わ
れ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
の
治
世
に
つ
い
て
も
、
七
五
四
年
公
会
議
以
前
に
は
同
様
に
史
料
は

沈
黙
し
て
お
り
、
こ
の
会
議
に
お
い
て
イ
コ
ン
の
製
造
・
所
持
・
隠
匿
・
崇
拝
が
異
端
と
し
て
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
か
ら
で
さ
え
も

（
錦
〉

イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
具
体
的
証
言
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
七
六

0
年
代
に
入
る
と
、
突
如
と
し
て
修
道
士
た
ち
を
主
な
標
的
と
し
た
迫
害
が
激
化
す
る
。
レ
オ
ン
三
世
下
で
は
確

認
で
き
な
い
こ
う
し
た
修
道
土
へ
の
集
中
的
攻
撃
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
ロ
シ
ア
の
研
究
者
を
中
心
に
迫
害
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の
経
済
的
要
因
が
注
目
を
集
め
た
こ
と
が
あ
る
。
広
大
な
所
領
を
経
営
し
な
が
ら
も
免
税
特
権
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
修
道
院
は
、
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国
家
防
衛
を
最
優
先
す
る
軍
事
政
権
に
よ
っ
て
狙
い
撃
ち
に
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
事
実
、
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
な
ど
は
、

コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
が
修
道
院
を
兵
士
の
共
有
物
と
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
首
都
の
有
名
な
修
道
院
が
兵
舎
に
改
造
さ
れ
た
と
伝
え
て

い
る
。け

れ
ど
も
、

七
・
八
世
紀
頃
に
は
大
規
模
な
修
道
院
は
首
都
な
ど
に
ご
く
例
外
的
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

主
流
と
な
っ
て
い
た
一

O
人
以
下
の
小
規
模
修
道
院
は
お
お
む
ね
短
命
で
あ
り
、
聖
人
伝
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
修
道
士
た
ち
は
し

ば
し
ば
帝
国
各
地
域
を
さ
ま
よ
い
歩
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
修
道
院
で
あ
れ
ば
、
そ
の
財
産
は
不
動
産
よ
り
も
む
し
ろ
動

史産
料で
はあ
見っ
当た
たと
ら考
なえ
い宙る
o~ の

ヵ：
普
通
で
あ
ろ
う

い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
に
お
け
る
修
道
院
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
た

イ
コ
ン
を
製
作
し
て
い
た
の
が
修
道
土
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
理
由
も
受
け
入
れ
難
い
。
彼
ら
が
イ
コ
ン
製
作
に
携
わ
る
よ

（日）

う
に
な
っ
た
の
は
も
っ
と
後
で
あ
っ
た
。
イ
コ
ン
放
棄
を
か
た
く
な
に
拒
ん
だ
こ
と
よ
り
も
、
年
代
記
が
さ
か
ん
に
言
及
し
て
い
る
の

は
修
道
士
の
禁
欲
的
生
活
が
嫌
悪
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
古
代
史
家
P
・
ブ
ラ
ウ
ン
に

よ
っ
て
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
と
は
イ
コ
ン
や
聖
人
と
い
っ
た
地
方
的
な
聖
な
る
存
在
へ
の
攻
撃
で
あ
る
、
と
発
展
さ
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
五
世
の
治
世
の
ご
く
限
ら
れ
た
数
年
間
に
の
み
見
ら
れ
る
激
し
い
修
道
士
弾
圧
を
、
以
早

純
に
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
が
原
因
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
迫
害
は
公
会
議
で
決
定
さ
れ
た
処
罰
規
定
を
完
全
に
逸

脱
し
て
お
り
、

ト
ラ
ケ
シ
オ
ン
長
官
ミ
カ
エ
ル
の
発
作
的
と
も
い
え
る
弾
圧
を
は
じ
め
、
ま
れ
に
見
る
激
烈
さ
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
o

こ
の
こ
と
は
、
イ
コ
ン
崇
敬
派
の
文
章
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
か
な
り
異
常
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
や
は
り
、
不
明
瞭

な
イ
コ
ン
へ
の
攻
撃
と
一
時
的
で
暴
発
的
な
修
道
士
へ
の
攻
撃
を
同
一
レ
ベ
ル
で
把
握
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。



な
お
、

一
時
的
な
修
道
士
迫
害
が
及
ぼ
し
た
効
果
の
度
合
に
つ
い
て
も
、
帝
国
全
土
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。

七
八
七
年
ニ
ケ
l
ア
で
開
催
さ
れ
た
イ
コ
ン
復
活
の
た
め
の
公
会
議
に
お
い
て
、
詰
め
か
け
た
大
勢
の
イ
コ
ン
崇
敬
派
修
道
士
た
ち
が

大
き
な
発
言
力
を
持
っ
た
こ
と
自
体
、
修
道
士
迫
害
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

お

わ

り

イコノクラスムの時代について

本
稿
で
は
、
欧
米
で
の
最
新
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
ま
ず
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
運
動
の
地
域
的
傾
向
や
軍
隊
と
の
関
連
の
有
無
、
続

い
て
迫
害
の
具
体
的
内
容
と
修
道
士
攻
撃
の
実
情
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
て
き
た
。
以
下
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
を
ま
と

め
、
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、

「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
地
理
学
」
や
軍
隊
H
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ト
論
に
つ
い
て
は
、
全
く
の
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
帝
国
の
東
西
地
域
に
お
け
る
対
立
説
か
ら
は
、

イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
と
は
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
が
持
っ
て
い
た
オ
リ
エ
ン
ト
的
要

素
と
ギ
リ
シ
ア
H
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
精
神
と
の
衝
突
の
一
つ
で
、
そ
れ
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
へ
の
反
動
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
の
影
響
を
強
く
受

け
た
小
ア
ジ
ア
か
ら
起
こ
っ
た
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
、

オ
リ
エ
ン
ト
的
要
素
が
払
拭
さ
れ
て
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
が
融
合

し
た
ギ
リ
シ
ア
正
教
が
完
成
す
る
、
と
い
う
よ
り
大
き
な
仮
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
論
理
の
一
貫
性
に
お
い
て

鮮
や
か
で
あ
り
、
大
き
な
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
に
関
す
る
限
り
、
帝
国
内
の
オ
リ
エ
ン
ト
的
要
素

を
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

考
え
て
み
れ
ば
、
イ
コ
ノ
グ
ラ
ス
ム
と
は
皇
帝
が
始
め
た
宗
教
政
策
な
の
で
あ
る
。
当
時
、
イ
コ
ン
崇
拝
を
公
然
と
非
難
す
る
主
教

79 

た
ち
が
一
部
に
存
在
し
た
と
は
い
え
、
こ
の
論
争
に
関
連
し
た
迫
害
は
全
て
皇
帝
の
座
す
る
首
都
に
端
を
発
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
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運
動
は
何
よ
り
も
ま
ず
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
l
プ
ル
的
な
現
象
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス

ム
が
同
じ
東
方
で
あ
っ
て
も
他
の
三
つ
の
総
主
教
座
の
地
域
に
お
い
て
振
る
わ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
実
態
と
修
道
士
迫
害
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

レ
オ
ン
三
世
お
よ
び
四
世
、
そ
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

ス
五
世
の
治
世
で
も
そ
の
前
半
部
で
は
、
信
用
に
足
る
よ
う
な
迫
害
事
例
は
皆
無
に
等
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
七
六

0
年
代
に
な
る
と
一

転
し
て
厳
し
い
弾
圧
が
修
道
士
た
ち
に
加
え
ら
れ
た
。

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
の
迫
害
は
明
ら
か
に
公
会
議
決
定
の
持
外
に
あ
り
、
修

道
士
た
ち
に
限
ら
ず
標
的
に
さ
れ
た
人
々
へ
の
容
赦
の
な
い
処
罰
は
異
常
な
ま
で
の
執
掛
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
イ
コ
ン
そ
の

も
の
の
破
壊
の
事
実
と
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
例
し
か
知
ら
ず
、
ま
し
て
首
都
を
越
え
た
全
国
規
模
で
の
イ
コ
ノ

グ
ラ
ス
ム
の
組
織
的
追
求
に
つ
い
て
は
一
切
確
認
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
修
道
土
集
団
を
何
か
一
つ
の
利
害
を
持
っ
た
階
層
と

（
白
岬
）

み
な
す
こ
と
自
体
誤
り
で
あ
る
し
、
彼
ら
へ
の
迫
害
が
イ
コ
ン
崇
敬
が
原
因
で
あ
っ
た
と
い
う
確
か
な
証
拠
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ

る。
実
は
、
イ
コ
ン
支
持
を
堅
持
す
る
修
道
士
た
ち
へ
の
迫
害
例
は
存
在
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
第
二

局
面
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
第
二
次
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
紙
幅
上
の

問
題
だ
け
で
な
く
、
第
一
局
面
と
は
別
に
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
の
考
え
に
も
よ
っ
て
い
る
。
迫
害
は
運
動
の
後
半
で
は

不
徹
底
で
あ
っ
た
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
イ
コ
ン
擁
護
色
を
鮮
明
に
し
た
当
時
の
修
道
士
た
ち
が
抵
抗

（

町

）

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
第
一
局
面
に
お
い
て
も
修
道
士
た
ち
は
イ

コ
ン
崇
敬
派
で
あ
り
、

か
つ
そ
れ
ゆ
え
に
弾
圧
を
被
っ
た
の
だ
、
と
断
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
だ
け
に
史
料
を
慎

重
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
次
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
扱
っ
た
聖
人
伝
の
内
、
イ
コ
ン
崇
敬
ゆ
え
の
迫
害
や
殉
教
を
語
る
作
品



に
か
ぎ
っ
て
、
こ
の
運
動
終
結
後
の
九
世
紀
後
半
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
明
記
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
本
稿
の
最
初
に
挙
げ
た
問
題
提
起
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

八
世
紀
か
ら
九
世
紀
前
半
を
「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム

の
時
代
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
無
論
、
筆
者
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
か
、
単
な
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
が
神
学
や
教
会
史
、
そ
し
て
美
術
史
に
と
っ
て

決
定
的
な
画
期
を
な
す
こ
と
に
何
ら
異
論
は
な
い
。
今
日
で
も
、
正
教
会
は
復
活
祭
前
の
大
斎
節
第
一
日
躍
を
イ
コ
ン
復
活
H
「
正
教

イコノクラスムの時代について

勝
利
の
日
」
と
し
て
祝
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
イ
コ
ン
論
争
自
体
は
神
学
上
の
問
題
な
の
で
あ
り
、
ま
ず
何
よ
り
も
宗
教
的
な
危
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
対
象
で

あ
る
。
し
か
も
、

イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
が
八
・
九
世
紀
の
帝
国
の
社
会
・
政
治
面
に
お
い
て
時
代
を
画
す
る
ほ
ど
の
大
事
件
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
が
今
も
っ
て
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
前
章
ま
で
の
考
察
か
ら
は
、
む
し
ろ
当
時
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝

国
を
め
ぐ
る
主
要
な
政
治
事
件
に
お
い
て
イ
コ
ン
は
従
属
的
な
役
割
し
か
演
じ
て
い
な
い
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
時
代
を
「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
時
代
」
と
呼
ん
だ
た
め
、
結
果
と
し
て
当
時
の
主
要
諸
事
件
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
と
の
関
連
か
ら

一
元
的
に
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
き
わ
め
て
強
い
。
具
体
的
な
実
証
を
欠
く
東
西
対
立
論
な
ど
を
も
と
に
し
て
、
演
鐸
的
に
導
か
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す
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