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第
一
節
　
古
典
主
義
者
ギ
ッ
シ
ン
グ

中
世
イ
ギ
リ
ス
の
中
等
教
育
の
中
心
で
あ
っ
た
グ
ラ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル

で
は
、
も
っ
ぱ
ら
聖
職
者
の
養
成
を
目
的
に
し
て
い
た
た
め
、
ギ
リ
シ
ャ

語
、
ラ
テ
ン
語
な
ど
の
古
典
教
育
や
、
道
徳
的
、
知
的
能
力
養
成
の
た
め

の
教
養
教
育
が
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主

義
の
時
代
か
ら
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
に
至
っ
て
も
、
名
門
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
ス
ク
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
中
等
教
育
で
は
、
依
然
と
し
て
そ

の
実
情
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
教
育
を
受
け
る
者
の
数
が
次

第
に
増
加
し
、
下
層
中
産
階
級
以
下
の
子
弟
な
ど
が
教
育
を
受
け
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
と
、
古
典
教
育
中
心
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
実
用
的
価
値
が

あ
ま
り
な
く
、
生
徒
の
実
際
の
目
的
に
も
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
き
た
。
一

八
三
〇
年
代
か
ら
、
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
の
教
養
教
育
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

北
部
の
ダ
ラ
ム
や
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
カ
レ
ッ
ジ
に
移
植
す
る
試
み
も
な

さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
は
惨
憺
た
る
有
様
だ
っ
た
ら
し
い
。
比
較
的
低
い

社
会
階
級
出
身
の
学
生
に
と
っ
て
は
、
従
来
の
古
典
教
育
な
ど
は
ま
っ
た

く
不
必
要
な
も
の
だ
っ
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
も
中
期
以
降
に
な
る
と
、

ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
思
想
を
発
展
的
に
継
承
し
た
ジ
ョ
ン
・

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
や
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
の
影
響
も

あ
っ
て
、
次
第
に
商
業
的
実
利
や
科
学
的
知
識
の
習
得
に
比
重
が
置
か
れ

始
め
、
と
り
わ
け
高
等
教
育
に
お
い
て
は
実
用
か
教
養
か
の
論
争
が
活
発

化
し
て
い
っ
た
。

ギ
ッ
シ
ン
グ
が
学
ん
だ
オ
ー
エ
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
（
図
①
）
は
、
伝
統

的
な
一
般
教
養
教
育
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
実
用
的
な
学
問
や
自
然
科
学

な
ど
の
教
育
に
力
点
が
置
か
れ
る
、
当
時
新
興
産
業
都
市
に
作
ら
れ
て
い

っ
た
新
し
い
大
学
の
一
つ
で
あ
っ
た

（
１
）

。
一
八
五
一
年
設
立
の
オ
ー
エ
ン

ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
は
、
古
典
教
育
に
片
寄
ら
な
い
幅
広
い
教
育
課
程
を
目
指

し
、
一
八
七
〇
年
代
以
降
に
は
と
り
わ
け
科
学
方
面
に
優
れ
た
教
授
陣
を

誇
っ
て
い
た
と
い
う
（R

oberts
22

）。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
下
層
中
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産
階
級
出
身
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
、
ま
る
で
時
代
の
潮
流
に
逆
行
す
る
か
の

よ
う
に
、
古
典
、
教
養
教
育
を
こ
の
上
な
く
愛
し
、
そ
れ
に
何
よ
り
も
打

ち
込
ん
で
い
っ
た
。

ギ
ッ
シ
ン
グ
が
十
四
、
五
才
の
時
に
通
っ
た
、
リ
ン
ド
ウ
・
グ
ロ
ウ

ヴ
・
ス
ク
ー
ル
は
、
当
時
の
校
長
の
方
針
か
ら
か
、
数
学
と
古
典
語
の
教

育
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
（C

oustillas,
A

lderley
E

dge
9-10

）、
そ

の
時
期
に
、
本
格
的
な
古
典
学
習
に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

学
生
時
代
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
、「
科
学
へ
の
関
心
を
ほ
と
ん
ど
示
さ
ず
、
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
理
論
的
思
想
を
毛
嫌
い
し
た
」（R

oberts
22

）
と
い
う
の

は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
が
、
彼
が
従
来
型
の
古
典
、
教
養
教
育
で
目
覚

し
い
成
果
を
挙
げ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
。
作
家
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
特

異
性
は
、
生
来
の
資
質
の
面
で
古
典
、
教
養
と
い
う
従
来
型
価
値
観
に
強

く
引
か
れ
て
い
た
一
方
で
、「
彼
が
最
も
尊
敬
し
た
古
代
の
作
家
た
ち
に

精
神
的
に
相
反
す
る
、
社
会
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
文
章
を

書
く
こ
と
」（C

ollie,
B

iography
16

）
に
生
涯
打
ち
込
ん
で
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
社
会
の
現
実
を
直
視
す
る
際
に

も
、
古
典
主
義
者
的
な
視
点
が
導
入
さ
れ
、
古
典
を
通
じ
て
養
成
さ
れ
た

も
の
の
見
方
や
発
想
が
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作
品
の
随
所
に
見
ら
れ
た
り
す

る
。
そ
し
て
そ
の
古
典
主
義
は
、
二
つ
の
顕
著
な
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
る
。

一
つ
は
「
ス
ラ
ム
の
生
活
」
と
「
古
典
・
古
代
」
の
二
つ
の
大
き
な
関
心

を
持
っ
た
「
活
発
な
社
会
的
良
心
を
持
つ
愛
書
家
」
（C

o
u

stilla
s,

C
ollected

A
rticles

170

）
と
し
て
、
作
中
人
物
の
中
に
作
者
の
古
典
嗜
好

が
注
入
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、『
無
階
級
の
人
々
』（
一
八
八
四
年
）、

『
ネ
ザ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
』（
一
八
八
九
年
）
か
ら
『
三
文
文
士
』（
一
八
九
一

年
）、『
埋
火
』（
一
八
九
五
年
）、『
渦
』（
一
八
九
七
年
）
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、「
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
小
説
の
最
高
の
も
の
は
教
養
あ
る
学
徒
に
現
代
世

界
が
与
え
る
衝
撃
の
研
究
」（G

app
162

）
と
な
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
と
り
わ
け
晩
年
に
実
現
さ
れ
た
、
古
典
・
古
代
そ
の
も
の
を
題

材
に
し
た
具
体
的
作
品
の
創
造
と
い
う
型
で
あ
る
。

最
初
の
タ
イ
プ
の
顕
著
な
特
徴
は
何
と
言
っ
て
も
、
当
時
の
高
等
教
育

の
潮
流
を
反
映
し
た
か
の
よ
う
な
、
古
典
主
義
的
発
想
と
功
利
的
、
実
利

的
発
想
の
対
比
、
対
立
に
あ
る
と
言
え
る
。
更
に
言
え
ば
、
作
者
自
身
に

と
っ
て
も
、
そ
し
て
そ
の
作
中
人
物
た
ち
に
と
っ
て
も
、
古
典
は
基
本
的

に
は
、
い
ま
わ
し
く
、
わ
ず
ら
わ
し
い
「
現
実
生
活
か
ら
逃
避
す
る
ま
さ

に
本
当
の
よ
り
ど
こ
ろ
」（G

app
186

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
晩
年
に
な
る
と
、
古
典
主
義
的
傾
向
を
作
品
内
に
反
映
さ

せ
て
い
く
際
、
描
か
れ
る
作
中
人
物
は
、
そ
れ
ま
で
に
提
示
さ
れ
て
い
た
、

現
実
逃
避
的
古
典
愛
好
家
像
と
は
微
妙
に
異
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
と
り

わ
け
興
味
深
い
の
は
、
晩
年
の
作
品
に
提
示
さ
れ
た
古
典
主
義
者
の
肖
像

と
、
古
典
そ
の
も
の
を
題
材
に
し
た
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
の
中
で
具
体
化
さ

れ
た
作
者
の
問
題
意
識
と
が
、共
通
の
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
、
実
に
控
え
め
に
で
は
あ
る
が
、
古
典
や
教
養

と
い
う
も
の
を
当
時
の
実
利
社
会
、
功
利
的
社
会
か
ら
逃
れ
る
避
難
所
と

し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
非
人
間
的
社
会
に
こ
そ
必
要

な
精
神
的
支
柱
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
作
品
内
に
投
影
し
よ
う
と
し
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
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も
ち
ろ
ん
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
、
一
八
八
三
年
時
点
で
も
生
産
の
目
的
を
金

儲
け
で
は
な
く
人
間
に
役
立
つ
よ
う
に
考
え
る
、
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
の

ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
共
感
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る

（L
etters

2:
134-35

）。
だ
が
弱
者
を
救
済
す
る
施
策
に
積
極
的
に
賛
同
し

た
わ
け
で
は
な
い
し
（K

org
56

）、
そ
の
後
少
な
く
と
も
一
八
九
七
年
頃

ま
で
は
、「
貴
族
的
視
点
、
読
書
に
時
間
を
注
ぎ
、
日
常
的
世
間
か
ら
遊

離
す
る
上
流
の
理
想
」（G

app
172

）
を
目
指
す
貴
族
主
義
的
な
傾
向
を
示

し
続
け
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
コ
ー
ル
グ
の
指
摘
す

る
よ
う
に
、ギ
ッ
シ
ン
グ
の
態
度
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

カ
ラ
ブ
リ
ア
旅
行
中
に
粗
暴
で
み
す
ぼ
ら
し
い
外
見
の
庶
民
が
、
本
質
的

に
「
親
切
で
友
好
的
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
（C

oustillas,
C

ollected
A

rticles
177

）。
そ
れ
以
後
の
諸
作
品
に
は
、
古

典
や
教
養
の
捉
え
方
に
歴
然
と
し
た
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

『
我
ら
が
大
風
呂
敷
の
友
』（
一
九
〇
一
年
）
の
主
人
公
ダ
イ
ス
・
ラ
シ

ュ
マ
ー
や
、
短
篇
「
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ソ
ン
」（
一
九
〇
二
年
）
な
ど
で
は
、

今
ま
で
肯
定
的
に
描
か
れ
て
き
た
古
典
的
教
養
の
持
ち
主
が
、
客
観
的
に

見
る
と
、
反
民
主
主
義
的
で
利
己
的
に
映
る
さ
ま
が
示
さ
れ
て
い
る

（
２
）
。
知

性
も
教
養
も
あ
る
ラ
シ
ュ
マ
ー
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
貧
し
い
人
間
に
は
我
慢

が
な
ら
な
い
反
面
、
彼
自
身
も
確
固
た
る
経
済
的
基
盤
を
持
て
な
い
で
い

る
。
そ
こ
で
ラ
シ
ュ
マ
ー
は
、
生
物
器
官
や
組
織
の
形
成
と
同
様
、
社
会

に
お
い
て
も
個
々
人
の
つ
な
が
り
は
、
そ
れ
を
指
導
す
る
組
織
体
で
あ
る

政
府
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
形
成
さ
れ
て
い
く
（
第

二
章
）、
と
い
う
進
化
論
的
「
生
物
社
会
学
」
の
理
論
を
剽
窃
し
、
政
界
に

打
っ
て
出
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
偽
り
や
偽
善
が
暴
露
さ
れ
、
結
局
ア
イ

リ
ス
と
い
う
未
亡
人
と
の
地
味
な
生
活
に
入
っ
て
い
く
。
こ
の
小
説
の

「
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
的
自
己
批
判
」（K

org
237

）
と
し
て
の
側
面
は
、
短
篇

「
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ソ
ン
」
に
も
見
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
チ
ェ
ー
ホ
フ
の

「
殻
に
入
っ
た
男
」
の
独
断
的
古
典
志
向
の
教
師
と
同
様
に
、
自
己
中
心
的

な
ラ
シ
ュ
マ
ー
や
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
姿
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い

る
。古

典
の
世
界
に
沈
潜
し
て
い
く
古
典
主
義
を
現
実
逃
避
的
、
現
実
否
定

的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
世
界
に
欠
け
て
い
る
、
必
要
と
さ
れ

る
べ
き
精
神
の
現
わ
れ
と
し
て
捉
え
よ
う
と
の
試
み
も
あ
る
。『
イ
オ
ニ

ア
海
の
ほ
と
り
』（
一
九
〇
一
年
）
の
語
り
手
や
『
我
ら
が
大
風
呂
敷
の
友
』

の
デ
ィ
ム
チ
ャ
ー
チ
、『
ヘ
ン
リ
ー
・
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
私
記
』（
一
九
〇

三
年
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
俗
世
間
を
離
れ
、
古
典
に
浸
る
一
見
従
来

型
の
古
典
主
義
者
の
ポ
ー
ズ
を
と
る
人
物
像
が
、そ
の
典
型
的
例
で
あ
る

（
３
）
。

デ
ィ
ム
チ
ャ
ー
チ
に
は
明
ら
か
に
遁
世
志
向
が
あ
る
が
、
彼
は
何
か
果
た

す
べ
き
責
務
が
あ
る
と
考
え
、
人
と
の
交
わ
り
を
絶
た
な
い
で
い
る
。

「
人
は
自
分
が
属
す
る
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
は
無
に
等
し
い
。
共
通

の
善
と
い
う
も
の
が
我
々
の
行
動
基
準
の
第
一
に
来
る
べ
き
」（
第
四
章
）

だ
と
主
張
し
た
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
を
信
奉
す
る
。
そ
し
て
小
説

の
後
半
で
、
デ
ィ
ム
チ
ャ
ー
チ
は
荒
れ
果
て
た
庭
を
自
ら
手
入
れ
を
し
て

汗
を
流
し
た
あ
と
、
そ
う
し
た
仕
事
は
「
万
人
の
務
め
」（
第
二
十
八
章
）

で
あ
る
と
感
じ
、
何
か
爽
快
な
気
分
に
な
る
。
形
而
上
学
や
社
会
学
の
本

に
浸
る
よ
り
、「
最
も
身
近
に
あ
る
も
の
、
自
分
の
も
の
と
呼
べ
る
土
地
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の
片
隅
か
ら
、
人
の
た
め
に
食
べ
物
を
生
み
出
す
べ
く
最
大
限
努
力
す
る

こ
と
」（
第
二
十
八
章
）
が
自
分
の
第
一
の
責
務
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
に
は
孤
立
し
た
古
典
主
義
者
の
肖
像
は
な
い
。

続
い
て
執
筆
さ
れ
た
『
ヘ
ン
リ
ー
・
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
私
記
』
の
主
人

公
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
そ
の
本
の
序
文
の
中
で
、
ロ
ン
ド
ン
を
去

り
、
デ
ヴ
ォ
ン
州
に
隠
棲
す
る
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
「
文
筆
業
に
対
し
て
決

別
の
意
を
表
し
」、
二
度
と
文
章
を
公
に
は
し
な
い
と
「
編
者
」
に
語
っ
た

と
い
う
。
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
、「
過
ぎ
去
っ
た
日
々
に
我
々
が
交
わ
し

た
や
り
と
り
よ
り
も
生
身
の
姿
を
さ
ら
け
だ
す
」（
序
）
文
章
を
、
何
故
執

筆
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
春
」
の
冒
頭
で
、
一
週
間
以
上
ペ
ン
を
握

ら
な
か
っ
た
だ
け
で
、
ど
う
し
て
ペ
ン
軸
が
彼
に
対
し
て
恨
め
し
そ
う
に

し
て
い
る
と
感
じ
る
の
か
。
ペ
ン
軸
は
生
活
の
た
め
に
や
む
を
得
ず
手
に

取
っ
た
、
い
わ
ば
「
仇
敵
」
に
等
し
い
の
だ
か
ら
、
好
き
な
読
書
に
打
ち

込
み
、
ま
わ
り
の
自
然
を
愛
す
る
生
活
に
専
心
し
て
、
書
く
と
い
う
行
為

な
ど
は
忘
れ
ら
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。「
自
分
が
書
い
て
き
た
も
の

は
一
ペ
ー
ジ
で
も
今
後
残
る
に
値
す
る
も
の
は
な
い
」（「
春
」
第
一
章
）
と

感
じ
、
ペ
ン
で
生
計
を
立
て
る
と
い
っ
た
不
安
定
な
仕
事
を
若
い
人
間
に

促
す
の
は
犯
罪
に
等
し
い
（「
春
」
第
十
八
章
）
と
ま
で
断
じ
て
い
る
の
に
、

ど
う
し
て
今
さ
ら
自
分
自
身
に
つ
い
て
書
き
残
し
た
り
、
ペ
ン
軸
の
こ
と

を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。「
編
者
」
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
文
章
に
「
人
間
的
興
味
」（
序
）
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ラ

イ
ク
ロ
フ
ト
が
、
遁
世
的
志
向
を
示
し
つ
つ
も
、
他
人
に
対
し
て
よ
り
寛

大
に
接
し
、
人
間
ら
し
い
自
己
の
形
成
を
願
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
し

（
４
）

、

貧
し
い
人
々
に
対
し
て
「
同
情
的
な
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
重
要
な
の
は
、

彼
ら
に
敬
意
を
表
し
愛
情
を
感
じ
て
い
る
」
（C

oustillas,
C

ollected

A
rticles

177

）
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味
で
、
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、
自

分
の
経
験
知
見
を
告
白
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
読
む
未
知
の
人
間
と
の
交

わ
り
を
密
か
に
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節
　
古
典
・
古
代
の
追
究

で
は
以
上
の
点
が
、
古
典
主
義
者
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
最
も
重
き
を
置
い
た

側
面
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
研
究
に
基
づ
く
、
古
典
・
古
代
の
再
現
を

試
み
る
創
作
活
動
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
考
え
て
い
こ
う
。
ギ
ッ

シ
ン
グ
が
最
初
に
系
統
的
に
歴
史
に
打
ち
込
ん
だ
の
は
一
八
七
九
年
一
月

頃
と
思
わ
れ
る
。「『
事
実
』
と
い
う
健
全
な
る
土
台
に
基
づ
い
て
考
え
た

り
行
動
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
し
遂
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の

歴
史
、
そ
し
て
そ
の
根
底
を
な
し
た
思
想
の
歴
史
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
歴

史
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（L

etters
1:

144

）
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
古
代
の
歴
史
を
本
格
的
に
読
み
始
め
て
い
く
。
弟

や
妹
に
、
英
国
史
な
ら
先
ず
マ
コ
ー
リ
ー
な
ど
で
歴
史
の
一
般
概
念
を
把

握
す
る
こ
と
を
勧
め
た
（1:

84,
103,

284

）
よ
う
に
、
段
階
的
に
何
を
読

む
べ
き
か
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
ギ
ッ
シ
ン

グ
の
関
心
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
史
、
英
国
史
、
そ
し
て
教
会
史
な
ど
に

向
け
ら
れ
て
い
た
。
一
八
八
一
年
十
月
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
歴

史
を
読
む
こ
と
以
外
の
知
的
労
働
は
な
い
と
述
べ
（L

etters
2:

62

）、
一

443
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八
八
五
年
八
月
に
は
、
ミ
ル
マ
ン
の
『
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
史
』（
一

八
五
四
〜
五
五
年
）
を
手
に
し
て
、
自
分
の
決
定
的
と
も
言
え
る
教
会
史

へ
の
関
心
の
根
底
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
衰
退
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
は
っ

き
り
と
告
白
し
て
い
る
（2:334

）。

歴
史
の
研
究
は
創
作
へ
の
構
想
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
一
八
八
一
年
一

月
十
七
日
の
書
簡
で
は
実
際
に
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
末
期
の
ギ
リ
シ
ャ
史

を
題
材
に
し
た
歴
史
小
説
を
書
く
こ
と
を
願
望
し
て
い
る
。
ギ
ッ
シ
ン
グ

が
最
も
ギ
リ
シ
ャ
語
に
打
ち
込
ん
だ
の
は
一
八
八
七
年
か
ら
九
一
年
頃
だ

が
、
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
旅
行
が
終
わ
っ
て
ま
も
な
く
の
九
一
年
十
月

の
日
記
に
見
ら
れ
る
「
い
ず
れ
書
く
こ
と
に
な
る
ギ
リ
シ
ャ
の
話
に
つ
い

て
考
え
た
」（L

etters
2:

259

）
と
い
う
記
述
も
そ
の
意
欲
の
現
れ
か
も
し

れ
な
い
。し
か
し
具
体
的
に
実
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
歴
史
研
究
の
時
期
は
、

一
八
九
五
年
の
夏
以
降
で
あ
る
。
六
月
二
十
日
に
は
、
ギ
ボ
ン
で
ア
リ
ウ

ス
主
義
の
問
題
、
お
そ
ら
く
『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
』（
一
七
七
六
〜
八
八

年
）
の
第
二
十
一
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
異
端
の
問
題
に
触
れ
（D

iary
377

）、

二
十
三
日
に
は
モ
ン
タ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
『
西
洋
の
修
道
士
』（
一
八
六
一

〜
七
九
年
）
で
四
世
紀
の
教
会
史
（L

etters
5:

352

）、
二
十
六
日
に
は
メ

リ
ヴ
ェ
イ
ル
の
『
帝
国
時
代
の
ロ
ー
マ
人
』
の
一
、
二
章
（
第
四
十
一
章

の
ロ
ー
マ
で
の
生
活
の
記
述
な
ど
か
？
）
を
読
ん
で
い
る
。
そ
し
て
二
十
八

日
以
降
に
は
、
ホ
ジ
キ
ン
の
『
イ
タ
リ
ア
と
そ
の
侵
略
者
』
の
第
一
巻
か

ら
第
三
巻
に
入
り
、
四
世
紀
の
西
ゴ
ー
ト
族
の
イ
タ
リ
ア
侵
攻
か
ら
、
四

一
〇
年
の
ア
ラ
リ
ッ
ク
に
よ
る
ロ
ー
マ
略
奪
、
オ
ド
ア
ケ
ル
に
よ
る
西
ロ

ー
マ
帝
国
の
滅
亡
（
図
②
）、
そ
し
て
東
ゴ
ー
ト
族
の
テ
オ
ド
リ
ク
ス
の

イ
タ
リ
ア
統
治
、
更
に
彼
の
死
後
、
孫
の
ア
タ
ラ
リ
ッ
ク
を
補
佐
す
る
テ

オ
ド
リ
ク
ス
王
の
娘
、
ア
マ
ラ
ス
ン
タ
に
よ
る
摂
政
時
代
と
五
三
五
年
の

彼
女
の
殺
害
ま
で
の
流
れ
を
、
詳
細
に
頭
の
中
に
イ
ン
プ
ッ
ト
し
た
と
見

ら
れ
る
。
こ
の
時
点
の
四
〜
六
世
紀
の
ロ
ー
マ
史
研
究
に
は
、
よ
り
創
作

へ
の
具
体
化
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
。『
ヘ
ン
リ
ー
・
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
私

記
』
の
中
で
、
歴
史
に
魅
か
れ
る
理
由
と
し
て
、「
悪
夢
の
よ
う
な
恐
怖
」、

「
苦
痛
の
う
め
き
声
の
連
続
」
と
も
言
え
る
歴
史
、「
人
間
を
苦
し
め
て
き

た
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
同
じ
人
間
に
と
っ
て
実
に
興
味
深
い
」（「
冬
」
第
十

444
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七
章
）
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
と
っ
て
歴
史
は
、
成

立
、
形
成
、
発
展
の
物
語
と
い
う
よ
り
、
衰
退
、
混
乱
、
滅
亡
の
過
程
と

し
て
関
心
を
そ
そ
ら
れ
る
領
域
だ
っ
た
よ
う
だ

（
５
）
。
五
世
紀
、
六
世
紀
前
半

の
ロ
ー
マ
史
は
ロ
ー
マ
帝
国
や
ゴ
ー
ト
王
国
の
衰
亡
と
い
う
歴
史
上
の
大

き
な
転
換
の
時
期
で
あ
り
、
小
説
と
し
て
は
ま
さ
し
く
格
好
の
題
材
だ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
古
典
・
古
代
研
究
と

ギ
ッ
シ
ン
グ
の
古
典
主
義
の
精
神
は
ど
の
よ
う
な
形
で
結
び
つ
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、『
ヴ
ェ
ラ
ニ
ル
ダ
』（
一
九
〇

四
年
）
と
い
う
歴
史
小
説
に
よ
っ
て
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
何
を
表
現
し
よ
う

と
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
歴
史
小
説
の
中
で
ど

う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
節
　
歴
史
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

十
九
世
紀
と
い
う
時
代
は
、
マ
コ
ー
リ
ー
の
『
英
国
史
』（
一
八
四
九

〜
五
五
年
）
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
Ｊ
・
Ｒ
・
グ
リ
ー
ン
が
幅
広
い

読
者
層
の
た
め
に
『
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
歴
史
』（
一
八
七
七
〜
八
〇
年
）
を

執
筆
し
、「
歴
史
に
関
す
る
著
作
が
途
方
も
な
い
人
気
を
得
た
時
期
」
と

さ
れ
、
と
り
わ
け
当
時
に
お
け
る
中
世
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
は
現
代
の

歴
史
学
に
お
い
て
は
議
論
の
余
地
の
な
い
事
実
と
み
な
さ
れ
て
い
る

（
６
）

。
こ

の
時
代
を
代
表
す
る
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
、
ペ
イ
タ
ー
、
ラ
ス
キ
ン
ら
も
ル
ネ

サ
ン
ス
時
代
へ
の
関
心
を
皆
一
様
に
示
し
て
い
た
（K

org
130

）。
小
説
で

は
ス
コ
ッ
ト
が
人
気
を
博
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴

史
文
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
十
九
世
紀
に
歴
史
小
説
が
勃
興
し
て

い
っ
た
要
因
と
し
て
、
社
会
的
に
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
産
業
化
、
革

命
」
な
ど
に
よ
り
、「
自
分
た
ち
の
歴
史
的
連
続
性
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
を
勢
い
よ
く
主
張
し
て
い
っ
た
時
代
」

（F
leishm

an
17

）
だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
マ
コ
ー
リ
ー
は
一
八
二

八
年
五
月
に
『
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
誌
に
発
表
し
た
「
歴
史
」

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、「
完
全
な
る
歴
史
家
は
自
分
の
記
述
す
る
話

を
感
動
的
で
絵
画
的
に
語
る
だ
け
の
十
分
強
力
な
想
像
力
を
持
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（M

acaulay
236

）
と
し
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
を
そ
の
意
味

で
最
高
の
歴
史
家
と
し
て
挙
げ
、「
歴
史
を
書
く
の
に
必
要
な
才
能
は
偉

大
な
劇
作
家
の
才
能
と
か
な
り
類
似
す
る
も
の
だ
」（263

）
と
主
張
し
て

い
る

（
７
）
。

で
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
以
前
の
十
九
世
紀
歴
史
小
説
の
特
徴
は
具
体
的
に

ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
確
立
者
と
も
言
え
る
ス
コ

ッ
ト
に
関
し
て
、「
環
境
が
人
間
の
意
識
を
形
成
す
る
と
い
う
認
識
」
が

ス
コ
ッ
ト
の
独
創
的
な
革
新
と
さ
れ
、「
人
間
や
社
会
の
性
質
に
つ
い
て

の
ス
コ
ッ
ト
の
理
解
が
及
ぼ
し
た
衝
撃
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
小
説
を

社
会
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
向
け
、
思
想
家
た
ち
に
社
会
的
責
任
を
よ
り
大
き

く
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
見
や
、「
経
済
的
、
社
会
的

転
換
を
人
間
の
運
命
や
登
場
人
物
の
心
理
の
変
化
に
即
し
て
描
き
あ
げ
る

ス
コ
ッ
ト
の
す
ぐ
れ
て
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史
描
写
に
感
嘆
さ
せ
ら

れ
る
」
と
い
う
ル
カ
ー
チ
の
意
見
、
ま
た
、「
動
き
よ
り
場
面
に
、
ア
ク

シ
ョ
ン
よ
り
風
俗
や
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
多
く
の
関
心
を
払
っ
て
い
る
」
と

445
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い
う
指
摘
な
ど
、
総
じ
て
時
代
風
俗
を
映
し
出
す
鏡
の
よ
う
な
側
面
に
比

重
が
置
か
れ
て
い
る

（
８
）
。
し
か
し
一
八
三
〇
、
四
〇
年
代
に
は
、
歴
史
小
説

は
一
種
の
現
実
逃
避
的
作
品
が
も
て
は
や
さ
れ
た

（
９
）
。
エ
イ
ン
ズ
ワ
ー
ス
は

そ
の
典
型
的
例
で
、「
現
代
の
現
実
か
ら
逃
避
を
希
求
す
る
ロ
マ
ン
主
義

的
傾
向
の
産
物
」（S

anders
32-33

）
と
さ
れ
る
。
一
方
ス
コ
ッ
ト
の
直
接

的
継
承
者
と
考
え
ら
れ
る
ブ
ル
ワ
ー
＝
リ
ッ
ト
ン
は
、
一
八
四
八
年
出
版

の
『
ハ
ロ
ル
ド
』
へ
の
序
文
で
、
歴
史
の
力
を
借
り
て
「
信
頼
で
き
る
が

顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
記
録
か
ら
、
ま
た
、
訪
れ
る
も
の
も
ほ
と
ん
ど
い
な

い
遺
物
の
倉
庫
か
ら
、
無
味
乾
燥
な
事
実
の
羅
列
（
一
般
の
歴
史
家
な
ら

そ
こ
だ
け
に
終
始
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
）
を
活
性
化
さ
せ
る
出
来
事
や
細

部
を
取
り
上
げ
る

（
10
）
」
試
み
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ス
コ
ッ
ト
と
は
異
な

り
、
ブ
ル
ワ
ー
＝
リ
ッ
ト
ン
は
風
俗
習
慣
に
は
関
心
を
示
さ
ず
、「
歴
史

小
説
を
書
く
と
い
う
よ
り
壮
大
な
歴
史
劇
を
書
い
た
」（S

antangela
189

）

と
言
わ
れ
る
。

ニ
コ
ラ
ス
・
ラ
ン
ス
に
よ
る
と
、
一
八
四
八
年
は
歴
史
小
説
の
展
開
の

上
で
も
重
要
な
年
で
、
こ
の
年
を
境
に
「
た
い
て
い
の
主
人
公
は
偉
大
な

人
物
と
い
う
よ
り
、
自
分
た
ち
自
身
の
私
的
な
経
歴
を
持
っ
た
一
個
人
と

な
っ
て
い
く
」（R

ance
13

）
と
い
う
。
ウ
ィ
ル
キ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
の
『
ア

ン
ト
ニ
ナ
』（
一
八
五
〇
年
）
は
こ
の
時
期
の
典
型
的
例
の
一
つ
か
も
し
れ

な
い
。
コ
リ
ン
ズ
は
そ
の
処
女
作
へ
の
序
文
で
、
ア
ラ
リ
ッ
ク
に
よ
る
ロ

ー
マ
攻
略
と
い
う
ロ
ー
マ
帝
国
史
上
最
も
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
件
を
題
材

に
し
て
い
る
の
に
、
主
要
人
物
が
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
必
然
性
は
な
く
、

も
っ
ぱ
ら
想
像
力
で
話
の
必
要
に
自
在
に
あ
わ
せ
て
人
物
を
作
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
て
い
る

（
11
）

。
事
実
、
同
時
代
の
『
ア
セ
ニ
ー
ア
ム
』
誌
の
書
評

で
も
、
学
究
的
に
も
古
物
研
究
の
正
確
さ
の
面
で
も
ブ
ル
ワ
ー
＝
リ
ッ
ト

ン
ら
に
劣
る
と
さ
れ
て
い
る
が

（
12
）
、
作
品
を
一
読
し
て
み
る
と
、
確
か
に
異

教
徒
ア
ル
ピ
ア
ス
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
方
に
歴
史
的
事
件
以
上
の
迫
真

性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
中
期
以
降
で
は
、
サ
ッ

カ
レ
ー
や
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
、
大
き
な
歴
史
的
事
件
と
「
個
々
の
人
物
が
ど

の
よ
う
に
反
応
す
る
か
と
い
う
ド
ラ
マ
の
結
合
」
を
メ
イ
ン
に
据
え
、「
個

人
個
人
の
内
面
的
生
活
が
自
立
性
を
も
ち
歴
史
的
状
況
を
背
景
や
枠
組
み

に
変
え
て
し
ま
う
」（Fleishm

an
149

）
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

ま
た
こ
れ
以
降
の
主
要
な
歴
史
小
説
、『
僧
院
と
炉
辺
』（
一
八
六
一
年
）、

『
ロ
モ
ラ
』（
一
八
六
三
年
）、『
ジ
ョ
ン
・
イ
ン
グ
ル
サ
ン
ト
』（
一
八
八
一

年
）、『
快
楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』（
一
八
八
五
年
）
な
ど
に
は
主
人
公
の
内

面
的
問
題
が
扱
わ
れ
、
そ
の
こ
と
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
後
期
の
「
宗
教
的

懐
疑
」、
精
神
的
発
見
の
探
求
、
そ
し
て
「
イ
タ
リ
ア
文
化
へ
の
熱
狂
」
な

ど
と
無
関
係
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（Fleishm

an
149-50

）。
一
八
四
八
年

の
ブ
ル
ワ
ー
＝
リ
ッ
ト
ン
の
『
ハ
ロ
ル
ド
』
以
降
、「
歴
史
小
説
は
一
八
五

〇
年
代
に
は
宗
教
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
伝
え
る
も
の
に
な
り
、
次
の
六
〇

年
代
に
は
政
治
や
社
会
に
つ
い
て
の
一
般
的
見
解
を
伝
え
る
も
の
に
な
っ

た
」（R

ance
105

）
と
い
う
意
見
は
い
く
ぶ
ん
極
端
な
見
方
か
も
し
れ
な

い
が
、
核
心
を
つ
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
大
ま
か
な
流
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
に
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
は
十

九
世
紀
の
歴
史
小
説
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
考
え
て
い
こ
う
。
先
ず
ス
コ

ッ
ト
に
関
し
て
は
、
作
家
と
し
て
は
「
む
し
ろ
危
険
な
モ
デ
ル
」
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（L
etters

1:
179

）
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
作
中
に
長
々
し
い
議
論
を
展

開
し
た
り
、「
現
代
で
は
と
て
も
必
要
な
人
物
の
心
理
分
析
を
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
あ
ま
り
知
ら
な
い
」（1:

180

）
と
の
批
判
か
ら
見
て
、
少
な
く

と
も
ス
コ
ッ
ト
流
の
歴
史
小
説
を
目
指
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
。
他
に
記
録
と
し
て
確
認
で
き
る
主
要
な
も
の
は
、
キ
ン
グ
ズ
リ
ー

の
『
西
へ
！
』（
一
八
五
五
年
）
と
『
ハ
イ
ペ
イ
シ
ア
』（
一
八
五
三
年
）、

ブ
ル
ワ
ー=

リ
ッ
ト
ン
の
『
ポ
ン
ペ
イ
最
後
の
日
』（
一
八
三
四
年
）、
ペ

イ
タ
ー
の
『
快
楽
主
義
者
マ
リ
ウ
ス
』、
そ
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ

ト
の
『
ロ
モ
ラ
』
で
あ
る
。
キ
ン
グ
ズ
リ
ー
の
『
西
へ
！
』
の
方
は
一
八

八
七
年
三
月
に
読
ん
で
い
る
が
、
こ
の
作
品
の
戦
闘
や
冒
険
に
満
ち
た
ス

ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
「
少
年
向
け
の
本
」（L

etters
3:

96

）
と
し
、
そ
の

作
家
の
「
意
識
的
攻
撃
精
神
」（3:

101

）
を
敬
遠
し
、「
私
は
最
大
限
、

人
物
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
と
し
て
判
断
し
、
事
物
は
も
っ
ぱ
ら
事
実
と
し
て

判
断
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
純
粋
に
芸
術
的
と
い
う
以
外
の
特
定
の
見

方
を
と
ら
な
い
」（3:

101

）
と
、
は
っ
き
り
作
家
と
し
て
の
立
場
の
違
い

に
言
及
し
て
い
る
。『
ハ
イ
ペ
イ
シ
ア
』
に
つ
い
て
は
、
初
め
「
非
常
に

見
事
な
歴
史
絵
巻
と
部
分
的
に
は
強
力
な
ド
ラ
マ
性
」（3:

101

）
を
評
価

し
て
い
た
が
、
一
八
八
九
年
十
一
月
に
再
読
し
た
時
、「
こ
の
本
に
対
す

る
関
心
は
完
全
に
な
く
な
っ
た
。
単
に
未
熟
だ
っ
た
か
ら
初
読
の
際
面
白

い
と
感
じ
た
の
だ
」
と
日
記
に
記
し
、「
技
術
面
で
の
弱
点
は
際
立
つ
。

ハ
イ
ペ
イ
シ
ア
の
描
写
は
貧
弱
で
、
生
き
生
き
し
た
古
代
生
活
の
描
写
は

皆
無
」（D

iary
181

）
を
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
こ

の
小
説
に
初
め
興
味
を
覚
え
た
理
由
は
明
白
で
あ
る
。
題
材
が
キ
リ
ス
ト

教
徒
と
異
教
徒
の
対
立
で
、
舞
台
が
ロ
ー
マ
帝
国
支
配
下
の
ア
レ
キ
サ
ン

ド
リ
ア
な
の
で
、
彼
自
身
の
ロ
ー
マ
史
や
キ
リ
ス
ト
教
史
へ
の
関
心
と
か

な
り
密
接
に
重
な
る
か
ら
だ
。
し
か
し
作
品
自
体
は
退
屈
だ
し
、
登
場
人

物
は
み
な
平
板
で
、
結
局
作
者
の
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
透
け
て
見
え
て

感
心
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ワ
ー
＝
リ
ッ
ト
ン
と
ペ
イ
タ
ー
の

作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
一
八
九
八
年
一
月
三
十
日
の
日
記
と
、
一
八
八
五
年
十

月
七
日
の
書
簡
で
確
認
で
き
る
が
、
作
品
を
批
評
し
た
コ
メ
ン
ト
は
残
さ

れ
て
い
な
い

（
13
）

。
重
要
な
の
は
最
後
の
『
ロ
モ
ラ
』
で
あ
る
。
ギ
ッ
シ
ン
グ

は
歴
史
小
説
と
し
て
の
『
ロ
モ
ラ
』
に
は
か
な
り
の
敬
意
を
払
っ
て
い
た
。

先
ず
一
八
八
二
年
七
月
の
手
紙
で
、「
す
ば
ら
し
い
本
だ
。
想
像
力
と
確

固
た
る
教
養
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
」（L

etters
2:

93

）
と
述
べ
、
一

八
八
五
年
十
月
に
は
、「
そ
れ
は
と
て
も
注
意
し
て
読
む
べ
き
だ
。
ル
ネ

サ
ン
ス
時
代
の
イ
タ
リ
ア
の
姿
を
ど
の
歴
史
に
も
劣
ら
ず
見
事
に
与
え
て

く
れ
る
」（2:359

）
と
述
べ
て
い
る
（
図
③
）。

以
上
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
言
及
か
ら
、彼
の
目
指
し
た
歴
史
小
説
が
、

ス
コ
ッ
ト
や
エ
イ
ン
ズ
ワ
ー
ス
、
キ
ン
グ
ズ
リ
ー
な
ど
の
歴
史
小
説
で
は

な
く
、
人
物
を
人
間
と
し
て
捉
え
、
事
実
を
事
実
と
し
て
踏
ま
え
な
が
ら
、

取
り
上
げ
る
時
代
を
想
像
力
豊
か
に
忠
実
に
再
現
す
る
方
向
に
あ
っ
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
実
際
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト

が
「
歴
史
の
想
像
力
」
と
い
う
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
に
残
し
た
エ
ッ
セ
イ
の
趣

旨
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
歴
史
的
記
述
に

お
い
て
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
「
学
理
上
の
観
点
か
ら
の
厳
粛
な
歴
史

学
的
な
抽
象
的
取
り
扱
い
と
は
違
う
、
通
常
の
歴
史
小
説
の
絵
の
よ
う
な
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配
色
と
も
違
う
も
の

（
14
）

」、
つ
ま
り
、「
あ
ら
ゆ
る
範
囲
の
証
拠
を
使
い
、
注

意
深
い
類
推
的
創
造
に
よ
っ
て
欠
落
を
補
い
な
が
ら
、
政
治
的
、
社
会
的

な
変
化
に
至
っ
て
い
く
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
を
詳
細
に
考
え
出
す
」（P

inny

446

）
と
い
う
「
真
実
を
語
る
想
像
力
」
で
構
築
さ
れ
た
歴
史
小
説
を
書

き
た
い
と
論
じ
て
い
る
。
キ
ン
グ
ズ
リ
ー
の
『
西
へ
！
』
を
論
じ
た
一
八

五
五
年
七
月
の
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
誌
で
も
、
図
ら

ず
も
ギ
ッ
シ
ン
グ
と
同
じ
趣
旨
の
評
言
が
見
ら
れ
る
。
公
正
な
見
地
か
ら

ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
こ
の
作
品
の
長
所
と
短
所
を
述
べ
て
い
る

が
、
情
景
描
写
の
美
し
さ
を
何
よ
り
も
評
価
す
る
一
方
で
、
キ
ン
グ
ズ
リ

ー
が
し
ば
し
ば
陥
る
説
教
を
振
り
か
ざ
す
人
物
の
描
写
を
抑
え
な
い
と
、

「
真
に
人
間
ら
し
い
人
物
は
創
造
で
き
な
い
し
、
本
当
の
歴
史
小
説
を
書

く
こ
と
も
で
き
な
い
」（129

）
と
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
攻
撃
的
な

精
神
と
人
間
創
造
の
欠
如
を
指
摘
し
た
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
キ
ン
グ
ズ
リ
ー
批

判
と
同
種
の
も
の
と
言
え
よ
う
。

但
し
両
者
の
歴
史
小
説
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は
歴

史
家
と
同
じ
よ
う
に
細
部
を
念
入
り
に
描
く
こ
と
で
、「
個
々
人
の
行
動

を
社
会
の
枠
組
み
で
見
よ
う
」（F

leishm
an

158

）
と
試
み
、
当
時
の
「
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
社
会
の
実
質
を
具
現
化
す
る
」（158

）
た
め
実
に
退
屈
な
床

屋
の
社
会
も
描
い
て
い
る
。
ギ
ッ
シ
ン
グ
も
詳
細
な
描
写
を
試
み
た
こ
と

は
論
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
欠
点
は
、
背
景
は
具
体
的

で
表
現
力
に
富
み
、
人
物
は
個
性
的
で
興
味
深
い
反
面
、
人
物
同
士
の
関

係
は
ま
だ
し
も
、
人
物
と
「
背
景
」
の
関
係
に
は
必
然
性
が
な
い
の
だ

（159

）。「
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
に
お
い
て
も
、
別
の
時
代
の
別
の
場
所
で
の

こ
と
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
も
の
が
な
く
」（160

）、
作
品
や
ヒ
ロ
イ

ン
か
ら
は
コ
ン
ト
の
実
証
哲
学
や
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
精
神
の
軌
跡

が
見
ら
れ
る
な
ど
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
要
素
が
否
定
で
き
な
い

（Sanders
177

）。
十
六
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
舞
台
を
設
定
し
た
の
も
、

「
自
分
の
目
的
に
か
な
う
歴
史
的
状
況
の
中
で
具
体
的
に
自
分
の
理
想
を

実
現
に
移
せ
る
と
考
え
た
」（S

antangelo
179

）
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

ヒ
ロ
イ
ン
の
ロ
モ
ラ
は
、「
そ
の
時
代
の
精
神
を
注
入
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
彼
女
の
選
択
は
十
九
世
紀
の
道
徳
性
に
導
か
れ
、
彼
女
が
問
題

を
解
決
す
る
さ
ま
は
、
実
証
的
で
あ
る
か
ら
だ
」（202

）、
と
い
う
見
方

は
否
定
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味
で
こ
れ
は
、
過
去
の
素
材
を
使

っ
て
現
在
の
政
治
社
会
問
題
を
論
じ
る
ブ
ル
ワ
ー
＝
リ
ッ
ト
ン
（D

ahl

61-62

）
や
、
キ
ン
グ
ズ
リ
ー
、
ワ
イ
ズ
マ
ン
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
ら
が
歴
史

小
説
を
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
や
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
論
じ
る
手
段
に
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し
た
の
と
同
系
列
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
（R

ance
40

）。
だ
が
、
ギ
ッ
シ

ン
グ
の
場
合
は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
そ
の
歴
史
小
説

の
特
徴
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
が
手
紙
の
中
で
「
ま
ず
ま
ず
い
い
も
の
に

で
き
る
と
思
う
。
そ
の
時
代
の
精
神
に
浸
り
き
っ
て
い
る
か
ら
だ
」

（L
etters

9:
95-96

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
の
前
景
に
お
い
て
は
、

一
見
現
代
小
説
の
よ
う
な
テ
ー
マ
と
人
物
造
型
の
意
匠
を
こ
ら
し
な
が
ら

も
、
そ
の
後
景
で
は
作
品
の
真
の
主
人
公
に
具
現
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
扱

う
時
代
の
時
代
精
神
お
よ
び
そ
の
時
代
の
典
型
的
人
物
を
忠
実
に
再
現
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
節

『
ヴ
ェ
ラ
ニ
ル
ダ
』
の
生
成

ギ
ッ
シ
ン
グ
が
『
ヴ
ェ
ラ
ニ
ル
ダ
』
執
筆
の
準
備
に
入
っ
た
の
は
一
八

九
七
年
春
で
、
途
中
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
含
め
約
一
年
間
念
入
り
な
研
究

を
行
い
、実
際
の
執
筆
は
一
九
〇
〇
年
十
二
月
か
ら
翌
年
四
月
頃
ま
で
と
、

そ
の
後
中
断
を
は
さ
ん
で
一
九
〇
三
年
七
月
か
ら
十
一
月
頃
ま
で
続
け
ら

れ
た
。
こ
の
二
つ
の
執
筆
の
時
期
の
相
違
は
作
品
の
構
想
自
体
に
も
変
化

を
も
た
ら
し
た
。
当
初
の
構
想
と
実
際
の
『
ヴ
ェ
ラ
ニ
ル
ダ
』
と
の
違
い

の
中
に
、
作
品
創
造
上
の
重
要
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
構
想

の
き
っ
か
け
は
一
八
九
七
年
四
月
頃
、
グ
レ
ゴ
ロ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
『
中
世
ロ

ー
マ
市
の
歴
史
』（
一
八
五
九
〜
七
二
年
）
の
第
一
巻
を
読
ん
で
「
歴
史
小

説
の
よ
い
着
想
を
得
て
」、「
カ
ッ
シ
オ
ド
ー
ル
ス
の
作
品
を
手
に
入
れ
て
、

使
え
る
材
料
を
書
き
と
め
な
が
ら
、
十
二
巻
を
非
常
に
丁
寧
に
読
ん
だ
」

（D
iary

435

）
時
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
ロ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
カ
ッ
シ
オ
ド
ー
ル
ス

に
つ
な
が
る
理
由
は
明
白
で
、
そ
れ
は
『
中
世
ロ
ー
マ
市
の
歴
史
』
と
い

う
本
の
顕
著
な
特
徴
、
同
じ
歴
史
書
で
も
ホ
ジ
キ
ン
と
は
は
っ
き
り
異
な

る
史
観
か
ら
容
易
に
推
察
で
き
る
。
第
一
巻
は
五
世
紀
初
め
頃
か
ら
五
五

二
年
ゴ
ー
ト
戦
争
が
終
わ
る
頃
ま
で
の
ロ
ー
マ
市
の
歴
史
を
記
し
て
い

る
。
単
な
る
政
治
史
で
は
な
く
、
異
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
結
び
つ
い
た
ロ

ー
マ
市
の
二
重
の
性
質
に
触
れ

（
15
）

、
更
に
ロ
ー
マ
帝
国
の
滅
亡
は
ラ
テ
ン
民

族
に
新
し
い
血
と
精
神
を
も
た
ら
し
た
チ
ュ
ー
ト
ン
主
義
の
確
立
と
捉

え
、「
人
類
が
そ
れ
ま
で
受
け
取
っ
た
中
で
最
も
大
き
な
恩
恵
の
一
つ
」

（G
regorovius

253

）
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
、
い
か
に
も
ド
イ
ツ
人
歴
史
家

の
史
観
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
更
に
、
そ
の
「
新
し
い
血
と
精
神
」

が
東
ゴ
ー
ト
族
の
王
テ
オ
ド
リ
ク
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
彼

に
仕
え
た
ロ
ー
マ
人
で
、
古
代
文
明
を
代
表
す
る
カ
ッ
シ
オ
ド
ー
ル
ス
と

の
間
に
最
初
の
麗
し
い
和
合
を
見
た
と
説
い
て
い
る
（294

）。
そ
し
て
そ

の
和
合
を
余
す
こ
と
な
く
伝
え
て
い
る
の
が
カ
ッ
シ
オ
ド
ー
ル
ス
の
『
諸

文
書
集
成
』（
五
三
八
年
頃
）
十
二
巻
で
あ
る
。

こ
の
本
は
カ
ッ
シ
オ
ド
ー
ル
ス
が
公
職
に
つ
い
て
い
た
時
か
ら
晩
年
に

至
る
ま
で
歴
代
の
王
や
自
分
自
身
の
公
文
書
や
書
簡
を
ラ
テ
ン
語
で
記
し

た
文
書
だ
が
、
こ
の
中
の
前
半
で
特
に
目
を
引
く
の
は
、
テ
オ
ド
リ
ク
ス

王
の
名
で
出
さ
れ
た
書
簡
の
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
寛
大
さ
、
高
潔

さ
、
抑
制
の
精
神
、
法
や
正
義
、
忠
実
さ
や
誠
実
の
美
徳
、
争
い
事
を
嫌

い
和
を
重
ん
じ
る
精
神
な
ど
で
あ
る

（
16
）
。
こ
の
十
二
巻
を
「
ペ
ン
を
片
手
に

極
め
て
注
意
深
く
読
み
通
し
た
」
後
、「
小
説
に
つ
い
て
の
す
ば
ら
し
い
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構
想
が
あ
る
」（L

etters
6:

301

）
と
述
べ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。

ギ
ッ
シ
ン
グ
は
こ
の
本
と
平
行
し
て
、
五
月
に
は
マ
ン
ゾ
の
『
イ
タ
リ
ア

に
お
け
る
東
ゴ
ー
ト
王
国
の
歴
史
』（
一
八
二
四
年
）
を
読
み
、
六
月
十
三

日
か
ら
は
テ
オ
ド
リ
ク
ス
王
の
統
治
期
間
を
記
し
た
ホ
ジ
キ
ン
の
『
イ
タ

リ
ア
と
そ
の
侵
略
者
』（
一
八
七
九
〜
九
九
年
）
の
第
三
巻
を
再
読
し
て
い

る
。
四
月
六
日
時
点
で
の
構
想
で
は
、「
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
と
カ
ッ

シ
オ
ド
ー
ル
ス
が
共
に
効
果
的
に
登
場
す
る
」（6:

262

）
と
し
、
六
月
十

五
日
に
は
自
分
が
取
り
扱
い
た
い
の
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
理
想
と
古
代
ロ

ー
マ
人
の
精
神
の
葛
藤
」（6:

302
）
だ
と
述
べ
て
い
る
。「
そ
の
時
代
に

と
て
も
有
益
だ
」（6:327

）
と
す
る
レ
ッ
キ
ー
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
道
徳
史
』

（
一
八
六
九
年
）
に
は
、
禁
欲
的
修
道
士
の
「
真
の
自
己
犠
牲
と
自
己
放
棄

の
精
神
」
が
評
価
さ
れ
、
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
の
際
に
は
「
犯
す
べ
か
ら
ざ

る
聖
域
と
平
和
な
労
働
の
中
心
地
が
何
よ
り
も
重
要
な
も
の
」
と
し
て
聖

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
修
道
院
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が

（
17
）
、
こ
れ
も
ギ
ッ
シ

ン
グ
の
テ
ー
マ
の
発
展
に
貢
献
し
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
一
九
〇
〇
年
十
二
月
に
執
筆
を
開
始
し
た
時
点
で
は
、
必
ず

し
も
十
分
な
テ
ー
マ
の
展
開
が
構
想
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ギ

ッ
シ
ン
グ
は
「
一
ヶ
月
を
費
や
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
全
体
の
入
念
な
プ
ラ
ン

を
練
っ
た
」（L

etters
8:120

）
と
言
う
が

（
18
）

、
二
年
半
ほ
ど
の
中
断
の
あ
と
、

一
九
〇
三
年
七
月
十
日
の
書
簡
で
は
っ
き
り
「
本
来
の
計
画
を
大
い
に
改

善
し
た
」（L

etters
9:

100

）
と
述
べ
て
い
る
か
ら
だ
。
人
物
設
定
や
扱
う

時
代
の
期
間
、そ
れ
に
ス
ト
ー
リ
ー
自
体
な
ど
も
か
な
り
変
え
ら
れ
た
が
、

最
も
根
本
的
な
改
変
と
言
え
る
の
は
、
前
景
と
後
景
の
導
入
に
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
最
初
の
プ
ラ
ン
で
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
性
格
上
、

歴
史
上
の
人
物
と
、
架
空
の
人
物
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
交
わ
り
あ
い
、

ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
が
「
叙
事
詩
的
調
子
」
で
「
ロ
マ
ン
ス
を
目
指
し
て
あ

ち
こ
ち
進
ん
で
史
実
を
変
え
た
記
述
」（L

etters
6:

327

）
に
驚
い
た
、
ダ

ー
ン
の
『
ロ
ー
マ
を
め
ぐ
る
戦
い
』（
一
八
五
九
〜
七
六
年
）
と
、
本
質
的

に
は
同
じ
記
述
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る

（
19
）
。
そ
う
す
る
と
作
品
は
結
局
、

宗
教
や
ロ
ー
マ
人
の
精
神
の
問
題
な
ど
よ
り
、
五
四
〇
年
か
ら
五
四
六
年

ま
で
を
背
景
に
し
た
年
代
記
的
歴
史
恋
愛
小
説
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
そ
の
場
合
、
現
行
版
に
比
べ
て
、
史
実
と
虚
構
が
適
切
に
交
わ
れ
ば
、

「
バ
ジ
ル
は
根
本
的
に
興
味
を
引
か
な
い
人
物
な
の
で
、
人
間
研
究
と
し

て
は
あ
ま
り
目
を
見
張
る
も
の
で
は
な
い
」（K

org
257

）
と
批
判
さ
れ
る

主
人
公
の
魅
力
の
な
さ
は
回
避
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
プ
ラ

ン
の
変
更
に
よ
っ
て
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
作
品
の
展
開
に
よ
り
一
貫
性
を
持

た
せ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
は
変
更
に
伴
う
叙
述
方
法
の
変
化
と
人
間
関
係
の
見
直
し
の
中

に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、『
ヴ
ェ
ラ
ニ
ル
ダ
』
に
顕
著

な
叙
述
法
は
、
第
一
章
、
第
十
六
章
、
第
十
八
章
、
そ
し
て
第
六
〜
七
章
、

第
十
三
章
に
典
型
的
に
出
て
い
る
が
、歴
史
上
の
人
物
に
言
及
す
る
時
は
、

歴
史
家
が
歴
史
を
記
述
す
る
よ
う
に
叙
述
す
る
か
、
登
場
人
物
の
間
で
う

わ
さ
と
し
て
流
す
か
の
ど
ち
ら
か
で
、
作
品
の
前
景
に
は
出
て
こ
な
い
。

ゴ
ー
ト
族
の
王
ト
テ
ィ
ラ
が
人
物
と
し
て
登
場
す
る
の
は
第
二
十
七
章
に

な
っ
て
初
め
て
で
、そ
れ
ま
で
は
完
全
に
作
品
の
後
景
に
置
か
れ
て
い
る
。

ギ
ッ
シ
ン
グ
と
い
う
作
家
は
、『
余
計
者
の
女
た
ち
』（
一
八
九
三
年
）
や
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『
我
ら
が
大
風
呂
敷
の
友
』
な
ど
に
歴
然
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
と
し

て
叙
述
以
上
に
人
物
同
士
の
会
話
や
議
論
を
中
心
に
組
み
立
て
て
、
彼
ら

の
葛
藤
を
描
く
こ
と
を
得
意
と
し
た
が
、
当
初
の
構
想
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン

の
恋
愛
の
対
象
だ
っ
た
ト
テ
ィ
ラ
を
、
完
全
に
作
品
の
後
景
に
押
し
と
ど

め
る
よ
う
に
変
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。
そ
の
意
図
は
、
第
二
十
七
章
以

前
の
ト
テ
ィ
ラ
の
記
述
（
例
え
ば
第
七
、
第
十
六
、
第
十
七
章
等
）
が
ほ
ぼ

す
べ
て
彼
の
寛
大
さ
、
気
高
さ
、
公
正
さ
を
述
べ
て
い
る
点
、
ま
た
第
二

十
七
章
の
バ
ジ
ル
と
の
会
見
で
彼
が
示
す
卑
怯
や
偽
り
を
憎
む
点
、
そ
し

て
第
二
十
九
章
で
、
テ
ィ
ブ
ー
ル
の
住
民
が
皆
殺
し
に
あ
う
（
ヒ
ロ
イ
ン

が
ト
テ
ィ
ラ
へ
の
思
い
を
な
く
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
）
重
大
な
事
件
も
、

「
ま
わ
り
の
者
た
ち
の
疲
労
を
感
じ
、
ま
た
明
ら
か
に
そ
う
し
た
状
況
の

圧
迫
を
受
け
、
戦
争
の
あ
ら
ゆ
る
重
み
を
自
ら
担
っ
て
い
て
、
テ
ィ
ブ
ー

ル
市
へ
の
野
蛮
な
復
讐
を
命
じ
、
あ
る
い
は
承
認
し
て
い
た
の
だ
」（
第

二
十
九
章
）
と
弁
護
的
書
き
方
を
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
、「
来
る
べ
き

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
七
〇
〇
年
の
文
明
人
の
日
常
生
活
の
規
則
」（H

odgkin
440

）

を
定
め
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
（
図
④
）
よ
り
、
む
し
ろ
ト
テ
ィ
ラ
を
こ

の
小
説
で
文
字
通
り
、「
偉
大
な
テ
オ
ド
リ
ク
ス
の
後
継
に
足
る
人
物
」

（
第
二
十
九
章
）
と
し
て
、
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
ゴ
ー
ト
王
国
時
代
の
精
神

を
典
型
的
に
示
す
人
物
と
し
て
、
捉
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
だ

（
20
）
。
小

説
の
前
景
は
こ
の
精
神
を
浮
き
彫
り
に
す
る
対
照
的
世
界
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

従
っ
て
、
第
二
の
点
と
し
て
、
小
説
の
前
景
に
立
つ
人
物
た
ち
に
は
、

ま
る
で
意
図
し
た
か
の
よ
う
に
、
宗
教
的
偏
見
、
陰
謀
、
裏
切
り
、
不
信
、

嫉
妬
、
殺
害
を
軸
に
プ
ロ
ッ
ト
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
プ
ラ
ン
で

も
裏
切
り
や
嫉
妬
は
構
想
さ
れ
て
い
た
が
、
マ
ー
シ
ャ
ン
像
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
現
行
版
で
は
更
に
そ
れ
が
す
べ
て
主
人
公
バ
ジ
ル
を
め
ぐ
っ
て

有
機
的
に
機
能
し
て
い
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
口
を
借
り
て
、
ロ
ー

マ
衰
退
の
原
因
は「
自
国
の
有
益
さ
の
た
め
に
自
分
の
欲
求
を
抑
え
る
術
」

（
第
二
十
五
章
）
を
失
っ
た
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
マ
ー
シ
ャ
ン
が

友
を
裏
切
る
の
も
、
ま
た
バ
ジ
ル
が
殺
害
を
犯
す
の
も
、
共
に
昔
の
ロ
ー

マ
人
の
美
徳
を
失
っ
た
か
ら
と
も
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
二
人
は
、
立
場
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の
相
違
を
超
え
て
、
そ
の
美
徳
を
ロ
ー
マ
人
以
上
に
有
す
る
ト
テ
ィ
ラ
に

希
望
を
見
出
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
『
ヴ
ェ
ラ
ニ
ル
ダ
』
は
、

『
ロ
ー
マ
を
め
ぐ
る
戦
い
』
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史
小
説
や
、

ま
た
作
家
自
身
が
意
識
す
る
同
時
代
の
政
治
、
社
会
、
思
想
を
反
映
さ
せ

る
歴
史
小
説
と
も
異
な
る
、
現
代
小
説
風
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
背
後
に

六
世
紀
中
葉
の
典
型
的
時
代
精
神
を
映
し
出
す
、
独
特
の
歴
史
小
説
に
な

っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
時
代
の
理
想
的
精
神
の
中
に
、
古
典
主
義

者
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
晩
年
の
思
想
の
典
型
的
例
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
部
分
に
、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
対
す
る
作
者

の
強
烈
な
批
評
性
が
認
め
ら
れ
る
。

ギ
ッ
シ
ン
グ
は
、
一
八
八
〇
年
代
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
社
会
の
現
実
を

小
説
の
中
で
取
り
扱
っ
て
い
た
時
、
社
会
問
題
そ
の
も
の
を
訴
え
か
け
る

よ
り
、
芸
術
的
に
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
、「
人
間
の
生
活

は
芸
術
的
表
現
の
材
料
と
し
て
以
外
は
、あ
ま
り
私
の
関
心
を
引
か
な
い
」

（L
etters

2:
223

）
と
述
べ
、
個
人
的
な
主
観
は
交
え
な
い
、
ナ
チ
ュ
ラ
リ

ズ
ム
的
作
風
を
重
視
し
て
き
た
感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
晩
年
の
作

品
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
そ
う
し
た
客
観
性
の
殻
を
突
き
破
っ
て
、
作
者

の
生
の
声
を
そ
こ
は
か
と
な
く
鳴
り
響
か
せ
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
社
会
が

失
い
つ
つ
あ
る
精
神
の
必
要
性
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

註（
1
）
以
上
は
主
に
次
の
本
の
解
説
に
よ
る
。R

ichard
D

.
A

ltick,
T

he
E

nglish

C
om

m
on

R
eader:

A
Social

H
istory

of
the

M
ass

R
eading

P
ublic

1800-

1900

（C
hicago:

U
of

C
hicago

P
,

1957

）173-87.

Ｍ
・
サ
ン
ダ
ー
ソ
ン

『
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
改
革
、
一
八
〇
九
〜
一
九
一
四
』（
安
原
義
仁
訳
、
玉
川

大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
）
五
三
〜
一
四
二
頁
。
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
・
グ
リ

ー
ン
『
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
―
―
そ
の
歴
史
と
生
態
』（
安
原
義
仁
・
成
定
薫
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
四
年
）
三
八
〜
二
六
八
頁
。

（
2
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
小
池
滋
訳
『
ギ
ッ
シ
ン
グ
短
篇
集
』（
岩
波
文
庫
、

一
九
九
七
年
）
の
解
説
で
、
訳
者
が
す
で
に
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た

G
app

185

も
参
照
。

（
3
）『
イ
オ
ニ
ア
海
の
ほ
と
り
』
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「『
イ
オ
ニ
ア
海
の
ほ
と

り
』
―
―
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
「
詩
と
真
実
」」『
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
世
界
』（
英
宝
社
、

二
〇
〇
三
年
）
の
二
二
三
頁
を
参
照
。

（
4
）
例
え
ば
、
そ
れ
ま
で
の
孤
独
な
生
活
を
少
し
も
後
悔
し
て
い
な
い
に
し
て

も
、
他
人
に
対
し
て
不
寛
容
だ
っ
た
過
去
の
自
分
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
り

（「
秋
」
第
五
章
）、
ま
た
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
を
読
む
際
、
そ
の
哲
学

よ
り
そ
の
人
と
な
り
に
触
れ
る
た
め
で
あ
る
（「
秋
」
第
十
三
章
）
と
し
て
い

る
の
も
そ
の
現
れ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
5
）
一
八
七
二
年
オ
ー
エ
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
「
英
詩
賞
」
を
受
賞
し
た
、
五

世
紀
頃
の
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
市
の
栄
光
と
衰
亡
を
歌
っ
た
「
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
」
と
い

う
詩
に
も
、
そ
の
傾
向
は
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
（P

ostm
us,

P
oetry

of

G
eorge

G
issing

16-26

）。

（
6
）
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
・
バ
ー
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
『
大
英
帝
国
の
伝
説
』（
野
崎
嘉

信
・
山
本
洋
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
五
年
）
五
五
頁
。
ま
た
「
建

築
に
お
い
て
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
復
興
、
芸
術
に
お
け
る
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
運

動
、
政
治
に
お
け
る
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
に
よ
る
若
い
英
国
運
動
、
そ
し
て
宗
教

に
お
け
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
」
な
ど
が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
を
中
世
主
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義
の
時
代
と
し
て
彩
っ
た
と
い
う
。A

v
ro

m
F

leish
m

an
,

T
h

e
E

n
g

lish

H
istorical

N
ovel

（B
altim

ore:
Johns

H
opkins

U
P

,
1971

）29.

ま
た
同
種

の
意
見
はA

rnold
H

auser,
T

he
Social

H
istory

of
A

rt,
vol.

4

（1951;

L
ondon:R

outledge,1999

）103

に
も
あ
る
。

（
7
）T

hom
as

B
abington

M
acaulay,

“H
istory.”

T
he

C
om

plete
W

orks
of

T
hom

as
B

abington
M

acaulay,
vol.

3

（N
ew

Y
ork:

Sully
and

K
leinteich,

1900

）89.

（
8
）A

ndrew
Sanders,V

ictorian
H

istoricalF
iction

（L
ondon:Faber,1981

）

8.

ジ
ェ
ル
ジ
・
ル
カ
ー
チ
『
歴
史
小
説
論
』（
伊
藤
成
彦
・
菊
森
英
夫
訳
、
白

水
社
、
一
九
六
九
年
）
八
九
頁
。G

ennar
Santangelo,“T

he
B

ackground
of

G
eorge

E
liot’s

‘R
om

ola,’”
diss.,

U
of

N
orth

C
arolina,

1962,
185

な
ど
を

参
照
。
ま
た
人
物
の
内
面
的
複
雑
さ
を
描
い
て
い
な
い
と
の
ス
コ
ッ
ト
批
判

に
対
し
て
、「
偉
大
な
歴
史
小
説
で
は
、
人
物
と
物
語
の
連
続
は
歴
史
の
プ
ロ

セ
ス
を
説
明
す
る
も
の
」
で
、
個
人
の
心
理
を
示
す
た
め
に
プ
ロ
ッ
ト
な
ど

が
構
築
さ
れ
れ
ば
、「
歴
史
的
焦
点
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
」
と
の
観
点
で
ス
コ

ッ
ト
を
理
解
す
る
意
見
も
あ
る
。H
arry

E
.

Shaw
,

T
he

F
orm

s
of

H
istorical

F
iction

（L
ondon:Faber,1983

）35-49.

（
9
）N

ich
o

las
R

an
ce,

T
h

e
H

isto
rica

l
N

o
vel

a
n

d
P

o
p

u
la

r
P

o
litics

（L
ondon:V

ision,1975

）38.

（
10
）E

dw
ard

B
ulw

er-L
ytton,

preface,
H

arold.
T

he
C

om
plete

W
orks

of

E
dw

ard
B

ulw
er-L

ytton

（N
ew

Y
ork:

T
hom

as
Y

.
C

row
ell,

n.d.

）3.

同
様

の
点
は
、C

urtis
D

ahl,
“H

istory
on

the
H

ustings:
N

ovels
of

P
olitics”

in

F
ro

m
Ja

n
e

A
u

sten
to

Jo
sep

h
C

o
n

ra
d

,
ed

.
R

o
b

ert
C

.
R

ath
b

u
rn

（M
inneapolis:U

of
M

innesota
P,1958

）60-61

も
参
照
。

（
11
）
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
包
囲
の
場
面
で
、
作
者
は
当
時
の
ロ
ー
マ
を
描
写
す
る

こ
と
に
関
し
て
、「
好
古
趣
味
的
地
形
描
写
や
昔
の
建
築
な
ど
は
、
も
っ
と
筆

の
立
つ
方
に
ゆ
だ
ね
た
り
、
読
者
の
好
き
に
任
せ
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

W
ilkie

C
ollins,

A
ntonina.

T
he

W
orks

of
W

ilkie
C

ollins,
vol.

17

（N
ew

Y
ork:C

ollier,1901

）68.

（
12
）N

orm
an

P
age,

ed.,
W

ilkie
C

ollins:
T

he
C

ritical
H

eritage

（L
ondon:

R
outledge,1974

）41.

（
13
）
弟
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
一
八
七
八
年
四
月
の
時
点
で
『
ポ
ン
ペ
イ
最
後
の
日
』

の
詩
的
散
文
ぶ
り
を
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
伝
え
て
い
る
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の

そ
の
作
品
の
初
読
は
一
八
九
八
年
一
月
で
あ
る
。
そ
の
事
実
か
ら
み
て
彼
の

そ
の
小
説
へ
の
関
心
の
程
度
は
高
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

（
14
）T

hom
as

P
inney,

ed.,
E

ssays
of

G
eorge

E
liot

（L
ondon:

R
outledge,

1963

）447.

（
15
）F

erdinand
G

regorovius,
H

istory
of

the
C

ity
of

R
om

e
in

the
M

iddle

A
ges,trans.G

ustavus
W

.H
am

ilton,vol.1

（L
ondon:G

eorge
B

ell,1900

）

114-15.

（
16
）M

agnus
A

urelius
C

assiodorus
S

enator,
T

he
V

ariae,
trans.

S
.

J.
B

.

B
arnish

（L
iverpool:

L
iverpool

U
P,

1992

）.C
f.

6,
8,

12,
16,

19,
28,

32,

46,48,51,54,58.

（
17
）W

illiam
E

.
H

.
L

ecky,
H

istory
of

E
uropean

M
orals

（1869;
N

ew

Y
ork:G

eorge
B

razilier,1955

）155,183.
（
18
）
詳
細
はG

eorge
G

issing,
V

eranilda,
ed.

Pierre
C

oustillas

（B
righton:

H
arvester,

1987

）lxvii-lxxxiii.

お
よ
びT

hom
as

H
odgkin,

Italy
and

H
er

Invaders,vol.4

（1879-99;O
xford:C

larendon,1928

）326-500

を
参
照
。

（
19
）F

elix
D

ahn,
A

S
tru

g
g

le
fo

r
R

o
m

e,
trans.

H
erb

P
arker

（1859;

T
w

ickenham
:

A
thena,

2005

）
お
そ
ら
く
ウ
ィ
テ
ィ
ゲ
ス
と
女
王
マ
タ
ス
エ

453

第二十四章　古典主義　――ある古典主義者の肖像――

5部21章-25章-責了  07.12.6 17:22  ページ 453



ン
タ
の
悲
恋
の
ド
ラ
マ
は
そ
の
最
た
る
例
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
の
歴
史
家
プ

ロ
コ
ピ
ウ
ス
の
記
述
に
は
二
人
の
間
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
は
何
も
見

ら
れ
な
い
。P

rocopius
of

C
aesarea,

H
istory

of
the

W
ars,

bk.
4,

T
he

G
othic

W
ar,trans.H

.B
.D

ew
ing

（1924;C
am

bridge:H
arvard

U
P,2000

）

121-51.

（
20
）
こ
う
し
た
ト
テ
ィ
ラ
像
に
は
、
ホ
ジ
キ
ン
に
よ
る
、
次
の
よ
う
な
ト
テ
ィ

ラ
評
価
が
か
な
り
参
考
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。「
お
そ
ら
く
テ
オ
ド
リ
ク
ス

以
上
に
、
東
ゴ
ー
ト
王
国
に
お
い
て
最
も
気
高
い
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
典
型
、

具
現
化
と
考
え
る
に
値
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
も
し
彼
が
ア
タ
ラ
リ
ッ
ク
や

ウ
ィ
ト
ゲ
ス
の
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
ら
、
き
っ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
名
を

残
す
著
名
な
人
物
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
ゴ
ー
ト
王
国
が
存
続
し
て
い
れ

ば
、
英
国
人
が
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ

ュ
大
帝
に
、
ド
イ
ツ
人
が
強
大
な
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
に
認
め
て
い
る
の
と
同
じ

高
い
地
位
を
そ
の
年
代
記
の
中
で
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」

（H
odgkin

4:642

）。
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