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貧
者
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

 

―
―
近
世
イ
タ
リ
ア
の
救
貧
主
義
と
貧
者
像
の
変
容

新
　
保
　
淳
　
乃

は
じ
め
に

貧
困
は
重
大
な
社
会
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
貧
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ

れ
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
は
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
。
西
欧
社
会

は
貧
者
の
宗
教
と
も
呼
ば
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
個
人

の
慈
善
活
動
や
公
的
な
社
会
福
祉
政
策
の
歴
史
も
長
い
。
し
か
し
近
世
に

至
る
ま
で
、
富
め
る
者
と
貧
し
き
者
に
二
分
さ
れ
た
社
会
構
造
は
﹁
神
が

定
め
た
摂
理
﹂
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
貧
富
の
差
を
前
提
と
す
る
枠
組
み

の
中
で
、
貧
者
は
慈
善
の
対
象
と
し
て
、
自
発
的
に
選
択
さ
れ
る
清
貧
の

モ
デ
ル
と
し
て
、
あ
る
い
は
社
会
か
ら
排
除
す
べ
き
悪
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

に
規
定
さ
れ
、
一
様
で
は
な
い
視
覚
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
貧
者
像
を
近
世
イ
タ
リ
ア
の
史
的
文
脈
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
に

依
拠
し
た
表
象
と
し
て
考
察
し
、
新
た
な
ま
な
ざ
し
の
制
度
を
作
り
出
す

場
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
貧
民
像
の
変
容
を
ジ

ェ
ン
ダ
ー
に
着
目
し
て
再
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
貧
者
を
視
る
﹂
ま
な

ざ
し
と
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

歴
史
研
究
の
豊
富
さ
に
比
べ
て
、
近
世
の
貧
民
像
に
関
す
る
視
覚
表
象

研
究
は
け
っ
し
て
多
く
は
な
い
。
近
年
、
ト
ム
・
ニ
コ
ル
ズ
が
十
六
世
紀

に
お
け
る
ア
ル
プ
ス
南
北
間
の
貧
者
像
を
比
較
検
討
し
、
両
者
の
差
異
を

指
摘
し
た
1
。
彼
は
教
会
装
飾
な
ど
公
式
性
の
強
い
芸
術
作
品
と
印
刷
本

や
版
画
な
ど
不
特
定
多
数
に
向
け
た
複
製
芸
術
と
で
表
現
に
差
異
が
あ
る

こ
と
か
ら
説
き
起
こ
し
、
ア
ル
プ
ス
以
北
と
イ
タ
リ
ア
の
絵
画
伝
統
上
の

差
異
と
展
開
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地
域
と
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
の
差
異
と
連

続
性
を
追
っ
て
い
る
。
十
六
世
紀
に
は
北
方
で
創
出
さ
れ
た
反
救
貧
主
義

的
貧
民
像
と
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
貧
民
像
の
古
典
主
義
的
理
想
化
が
影

響
し
合
い
な
が
ら
共
存
し
て
い
た
。
ニ
コ
ル
ズ
が
編
纂
し
た
論
集
『
近
世
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
他
者
と
除
け
者
』
で
は
、
イ
タ
リ
ア
地
域
に
お
け

る
貧
者
表
象
が
、
ア
ル
プ
ス
以
北
と
の
社
会
構
造
の
違
い
、
表
象
文
化
伝

統
の
違
い
に
影
響
を
受
け
つ
つ
独
自
の
展
開
を
と
げ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
2
。

一　

貧
者
を
め
ぐ
る
ま
な
ざ
し
―
―
救
貧
思
想
の
変
化

十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
救
貧
思
想
は
大
き

く
変
化
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
貧
者
像
も
ま
た
変
容
を
遂
げ
た
。

（
一
）
伝
統
的
貧
者
像

キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
い
て
﹁
キ
リ
ス
ト
の
貧
者
﹂
と
み
な
さ
れ
た
社

会
的
弱
者
は
、
伝
統
的
に
施
す
側
の
魂
を
救
う
物
質
的
な
慈
善
の
対
象
と

し
て
視
覚
化
さ
れ
て
き
た
。
イ
エ
ス
の
山
上
の
垂
訓
に
出
て
く
る
﹁
憐

み
深
い
人
は
幸
い
で
あ
る
。
そ
の
人
た
ち
は
憐
み
を
受
け
る
﹂︵
マ
タ
イ

五
章
七
節
︶
の
言
葉
に
基
づ
い
て
、
七
つ
の
善
行
︵
マ
タ
イ
二
五
章
三
五

～
四
〇
節
︶
に
努
め
た
信
者
は
最
後
の
審
判
で
救
済
を
得
ら
れ
る
と
さ
れ

た
3
。
十
五
世
紀
ま
で
の
﹁
キ
リ
ス
ト
の
貧
者
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
托
鉢

修
道
士
に
よ
る
選
ば
れ
た
﹁
貧
し
さ
︵
清
貧
︶﹂
と
物
質
的
に
困
窮
し
た

貧
民
に
代
表
さ
れ
る
4
。
例
え
ば
マ
ザ
ッ
チ
ョ
の
︽
足
萎
え
を
癒
す
ペ
テ

ロ
︾︵
一
四
二
六
～
二
七
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ル
・

カ
ル
ミ
ネ
聖
堂
ブ
ラ
ン
カ
ッ
チ
礼
拝
堂
︶︻
図
１
︼
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス

ト
や
使
徒
が
病
人
や
身
障
者
︵
足
萎
え
︶
を
治
癒
す
る
場
面
、
あ
る
い
は

︽
貧
者
に
マ
ン
ト
を
分
け
る
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
︾
に
代
表
さ
れ
る
物
質
的

施
し
を
主
題
と
す
る
図
像
に
は
、
義
足
や
杖
で
不
自
由
な
身
体
を
支
え
る

男
性
身
障
者
や
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
老
人
、
衣
服
の
破
れ
た
貧
し
い
巡

礼
者
が
描
か
れ
る
。
彼
ら
は
余
剰
の
富
を
善
行
に
向
け
さ
せ
、
施
し
手
に

浄
財
と
救
済
の
機
会
を
与
え
る
﹁
キ
リ
ス
ト
の
貧
者
﹂
で
あ
る
。
マ
ザ
ッ

チ
オ
の
フ
レ
ス
コ
壁
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
貧
民
イ
メ
ー
ジ

は
男
性
像
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
施
し
の
受
け

手
た
る
貧
者
の
描
写
は
四
肢
の
障
害
や
老
齢
な
ど
外
面
的
に
判
別
し
や
す

い
も
の
に
絞
ら
れ
て
い
る
。
善
行
の
施
し
手
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
た
め
、

受
益
者
が
救
済
に
値
す
る
か
は
問
わ
れ
な
い
。

図1　
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貧者のジェンダー

（
二
）
救
貧
思
想
の
変
化

　

伝
統
的
な
貧
者
像
が
施
し
の
受
け
手
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ

だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
初
期
資
本
主
義
経
済
を
基
盤
に
都
市
文
化
が
発
展

し
た
十
五
世
紀
半
ば
か
ら
、
都
市
の
公
的
空
間
を
占
拠
し
、
他
者
の
施
し

に
よ
っ
て
生
き
る
物
乞
い
に
非
難
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
四
四
三

年
か
ら
五
〇
年
に
か
け
て
人
文
主
義
者
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
が
著
し
た
『
モ
ム

ス
』
に
は
、
社
会
の
周
縁
的
存
在
を
糾
弾
す
る
新
た
な
ま
な
ざ
し
が
凝
縮

さ
れ
て
い
る
5
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
、
都
市
に
溢
れ
る
﹁
乞
食
は
他
者
の

汗
と
労
働
の
上
に
胡
坐
を
か
く
﹂
寄
生
者
で
あ
り
、﹁
自
分
の
都
合
で
閑

暇
を
悪
用
す
る
﹂
と
激
し
く
非
難
し
た
6
。

世
俗
的
救
貧
政
策
の
先
駆
と
な
っ
た
北
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で

は
、
一
四
九
〇
年
代
に
梅
毒
が
突
如
流
行
し
て
社
会
不
安
と
パ
ニ
ッ
ク
を

引
き
起
こ
し
た
7
。
一
五
〇
六
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
政
府
は
、﹁
疫

病
に
侵
さ
れ
た
地
域
か
ら
来
た
者
か
ど
う
か
判
別
で
き
る
よ
う
﹂
顔
を
隠

し
た
物
乞
い
行
為
を
違
法
と
し
た
8
。
こ
の
政
策
は
貧
民
層
を
疫
病
の
運

び
手
と
み
な
し
て
彼
ら
に
恐
怖
心
の
矛
先
を
向
け
る
と
同
時
に
、
身
体
疾

患
の
有
無
に
よ
っ
て
真
の
貧
者
と
偽
の
貧
者
を
見
分
け
よ
う
と
す
る
新
た

な
救
貧
思
想
を
反
映
し
て
い
た
。『
モ
ム
ス
』
が
公
刊
さ
れ
た
一
五
二
〇

年
に
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
議
会
で
﹁
偽
乞
食
﹂
に
ガ
レ
ー
船
送
り

か
市
外
追
放
の
罰
則
を
課
し
た
最
初
の
救
貧
法
が
発
布
さ
れ
、
以
後
、
公

的
慈
善
を
監
督
・
実
施
す
る
高
官
︵P

ro
cu

rato
re d

i San
 M

arco

︶
の
も

と
救
済
に
値
す
る
﹁
真
の
貧
者
﹂
と
排
除
す
べ
き
﹁
怠
惰
な
貧
者
﹂
の
弁

別
が
公
的
福
祉
の
現
場
に
導
入
さ
れ
た
9
。

一
五
二
六
年
、
商
業
経
済
の
盛
ん
な
フ
ラ
ン
ド
ル
の
ブ
ル
ー
ジ
ュ

市
の
た
め
に
、
ス
ペ
イ
ン
生
ま
れ
の
知
識
人
フ
ア
ン
・
ル
イ
ス
・
ビ

ベ
ス
︵
一
四
九
三
～
一
五
四
〇
︶
が
『
救
貧
論
︵D

e su
b

ven
tio

n
e 

p
au

p
eru

m

︶』
を
著
し
た
10
。
第
一
書
で
は
善
行
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ

る
。
真
の
善
行
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
美
徳
の
実
践
に
よ
る
他
者
の
救
済

で
あ
り
、
そ
の
次
に
都
市
・
国
家
の
監
督
に
よ
る
教
育
、
治
療
等
の
物
質

的
善
行
、
金
銭
の
施
し
が
続
く
。
人
が
善
行
か
ら
離
れ
る
理
由
を
論
じ
た

章
で
は
、
物
乞
い
の
側
の
忘
恩
と
策
略
と
い
う
﹁
偽
乞
食
、
偽
貧
民
﹂
批

判
が
展
開
さ
れ
る
。
ビ
ベ
ス
は
パ
ウ
ロ
書
簡
を
引
い
て
﹁
傲
慢
な
貧
者
、

金
持
ち
の
乞
食
、
馬
鹿
で
愚
か
な
老
人
﹂
を
糾
弾
し
、
働
け
る
者
は
怠
惰

に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
た
11
。
第
二
書
で
は
都
市
行
政
の
義
務
と

し
て
の
救
貧
論
が
具
体
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
ビ
ベ
ス
の
主
張
は
労
働
の

価
値
の
重
視
と
怠
惰
の
追
放
で
あ
る
。
彼
は
述
べ
る
―
―
都
市
は
秩
序
あ

る
家
庭
と
同
じ
く
働
か
な
い
怠
惰
な
者
を
置
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
盲

人
・
老
人
・
病
人
も
彼
ら
に
で
き
る
仕
事
を
す
べ
し
。
ま
た
、
修
道
会
や

慈
善
家
が
担
っ
て
い
た
施
療
院
の
運
営
に
も
行
政
が
メ
ス
を
入
れ
る
よ
う

促
し
た
―
―
施
療
院
に
寄
生
す
る
者
を
追
放
し
厳
格
な
基
準
の
も
と
財
政

の
適
正
さ
を
調
査
す
る
、
施
療
院
に
病
ん
だ
物
乞
い
の
場
所
が
な
け
れ
ば

専
用
収
容
施
設
を
建
て
て
医
師
、
薬
剤
師
、
男
女
看
護
人
を
用
意
す
る
、

家
に
い
て
稼
げ
る
額
が
生
活
費
に
足
り
な
い
場
合
は
都
市
が
補
助
金
を
出

す
べ
き
で
あ
る
12
。

都
市
に
お
け
る
物
乞
い
行
為
の
全
面
禁
止
と
、
体
の
動
く
貧
者
に
労
働

を
課
す
こ
と
を
説
く
ビ
ベ
ス
の
主
張
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
の
公
的
貧
民
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対
策
に
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
一
五
四
五
年
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

で
イ
タ
リ
ア
語
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
無
差
別
的
救
貧
か
ら
選
択
的
救
貧
へ
と
救
貧
思
想
が
変
化

し
た
の
を
受
け
て
、
十
六
世
紀
か
ら
多
く
の
都
市
で
、
貧
困
問
題
の
場
が

宗
教
的
な
善
行
の
次
元
か
ら
世
俗
行
政
に
よ
る
社
会
福
祉
へ
と
拡
大
し
た
。

そ
の
過
程
で
、
救
済
す
べ
き
貧
者
と
、
排
除
︵
市
外
追
放
︶
も
し
く
は
隔

離
︵
強
制
収
容
︶
す
べ
き
貧
者
と
の
線
引
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

歴
史
家
ゲ
レ
メ
ク
は
貧
民
に
対
す
る
こ
の
異
な
る
態
度
を
﹁
慈
愛
と
絞
首

台
﹂
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
13
。
物
乞
い
や
非
定
住
民
を
怠
惰

の
悪
徳
と
結
び
つ
け
る
思
想
は
、
労
働
、
生
産
・
商
業
活
動
に
支
え
ら
れ

た
都
市
社
会
と
相
い
れ
な
い
﹁
他
者
﹂
と
し
て
の
貧
民
イ
メ
ー
ジ
を
生
み

出
し
た
。

二　

貧
者
像
の
変
容

　

近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
社
会
に
お
い
て
顕
著
に
な
っ
た
貧
民
観
お
よ

び
救
貧
政
策
の
変
化
は
、
貧
者
の
視
覚
表
象
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

し
、
ど
の
よ
う
な
貧
者
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

前
章
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
十
五
世
紀
ま
で
の
典
型
的
な
貧
者
像
は
男

性
の
身
障
者
と
巡
礼
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七

世
紀
に
か
け
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
貧
者
像
に
は
身
体
疾
患
を
伴
わ
な
い

男
性
と
女
性
が
多
く
含
ま
れ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
変
化
に
着
目
し
て
近

世
イ
タ
リ
ア
の
祭
壇
画
を
中
心
に
貧
者
像
を
め
ぐ
る
新
た
な
ま
な
ざ
し
を

検
証
す
る
。
近
世
の
貧
民
表
象
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
先
行
研
究
に
欠

落
し
て
い
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
視
座
を
組
み
込
む
必
要
性
を
強
く
主
張
し

た
い
。

（
一
）
選
択
的
救
貧
論
と
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ロ
ッ
ト
《
聖
ア
ン
ト
ニ
ー
ノ
の
施
し
》

　

十
六
世
紀
以
降
、
社
会
的
に
慈
善
の
手
を
差
し
伸
べ
る
べ
き
貧
者
、
つ

ま
り
﹁
施
し
に
値
す
る
﹂
貧
者
が
神
学
解
釈
と
福
祉
政
策
の
双
方
で
議
論

さ
れ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地
域
に
比
べ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
の
イ
タ
リ

ア
半
島
で
は
無
差
別
の
救
貧
論
が
根
強
い
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
嚆
矢
に

世
俗
権
が
貧
民
政
策
に
乗
り
出
す
と
と
も
に
、
受
益
者
の
資
格
を
問
わ
な

い
無
差
別
的
救
貧
主
義
が
問
い
直
さ
れ
た
。
代
わ
り
に
唱
え
ら
れ
た
の
は
、

貧
者
の
真
偽
を
見
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
施
し
の
行
為
を
真
に
有
効
な

も
の
に
す
る
べ
き
と
い
う
主
張
だ
っ
た
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
お
も

に
没
落
貴
族
を
さ
す
﹁
恥
じ
入
る
貧
者
︵p

o
veri vergo

gn
o

si

︶﹂、
寡
婦
、

更
生
可
能
な
子
ど
も
と
悔
悛
娼
婦
で
あ
っ
た
。
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ロ
ッ
ト
が

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ド
メ
ニ
コ
会
修
道
院
聖
堂
の
た
め
に
描
い
た
︽
聖
ア
ン

ト
ニ
ー
ノ
の
施
し
︾︵
一
五
四
〇
～
四
二
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
サ
ン
テ
ィ
・

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
エ
・
パ
オ
ロ
聖
堂
︶︻
図
２
︼
を
例
に
、
近
世
の
新
た

な
貧
者
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
て
み
た
い
。

水
平
に
三
分
割
さ
れ
た
画
面
の
前
景
に
は
︻
図
３
︼、
左
側
に
腕
を
伸

ば
し
て
施
し
を
求
め
る
人
々
、
右
側
に
請
願
を
渡
そ
う
と
す
る
人
々
が
描

か
れ
て
い
る
。
手
す
り
に
よ
っ
て
群
衆
と
分
か
れ
た
中
景
で
は
、
硬
貨
の
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袋
を
手
に
し
て
施
し
の
相
手
と
金
額
を
吟
味
す
る
助
祭
と
、
ベ
ー
ル
を
被

っ
た
女
性
か
ら
請
願
を
受
け
取
り
他
の
請
願
を
拒
む
高
位
聖
職
者
が
い
る
。

彼
ら
は
教
会
権
に
統
制
さ
れ
た
あ
る
べ
き
善
行
の
実
践
を
体
現
し
て
い

る
。
上
景
で
天
使
の
声
を
聞
き
な
が
ら
請
願
を
審
査
す
る
聖
人

が
、
十
五
世
紀
の
ド
メ
ニ
コ
会
士
で
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
司
教
聖

ア
ン
ト
ニ
ー
ノ
︵
一
四
〇
五
～
五
九
︶
で
あ
る
。

　

ア
イ
ケ
マ
の
優
れ
た
図
像
分
析
に
よ
る
と
14
、
祭
壇
画
制
作

の
背
景
に
は
ド
メ
ニ
コ
会
内
部
の
対
立
が
あ
っ
た
。
一
五
二
〇

年
よ
り
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
法
制
化
さ
れ
た
国
家
的
救
貧
政
策
と

同
じ
く
、
受
益
者
を
選
別
す
る
ロ
ッ
ト
の
描
写
は
、
聖
ア
ン
ト

ニ
ー
ノ
の
救
貧
思
想
に
則
っ
て
い
る
。
ア
ン
ト
ニ
ー
ノ
は
、
ビ

ベ
ス
に
半
世
紀
先
立
っ
て
﹁
偽
の
乞
食
を
見
分
け
、
真
に
施
し
を
必
要
と

し
て
い
る
者
を
対
象
と
せ
よ
﹂
と
説
い
た
。
ロ
ッ
ト
の
施
主
で
あ
る
修
道

院
長
は
こ
の
改
革
的
慈
善
思
想
を
図
像
化
す
る
こ
と
で
院
内
改
革
を
ア
ピ

ー
ル
し
た
、
と
ア
イ

ケ
マ
は
解
釈
し
て
い

る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、

前
景
左
で
教
会
の
施

し
を
求
め
て
手
を
掲

げ
る
男
女
は
、
助
祭

か
ら
施
し
を
受
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

彼
ら
は
継
ぎ
接
ぎ
の

衣
服
を
着
け
て
い
る

が
、
こ
れ
と
い
っ
た

身
体
疾
患
は
見
ら
れ

ず
、
伝
統
的
な
貧
者

像
と
は
違
う
労
働
可

能
な
貧
民
で
あ
る
。

競
っ
て
施
し
を
求
め

る
彼
ら
と
対
照
的
な

の
が
、
白
布
で
顔
を

隠
し
少
女
を
連
れ
た

図 2　

図 3　
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女
性
と
壁
際
で
ベ
ー
ル
を
被
り
俯
い
た
女
性
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
女
ら

こ
そ
家
柄
か
ら
困
窮
を
訴
え
に
く
い
没
落
市
民
で
あ
り
、
ア
ン
ト
ニ
ー
ノ

が
﹁
恥
じ
入
る
貧
者
︵p

o
veri vergo

gn
o

si

︶﹂
と
呼
ん
だ
、
救
済
す
べ

き
真
の
貧
者
と
解
釈
で
き
よ
う
。
ア
ン
ト
ニ
ー
ノ
の
拠
点
だ
っ
た
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
で
は
、
一
四
四
二
年
に
は
早
く
も
﹁
恥
じ
入
る
貧
者
﹂
を
救
済

す
る
ブ
オ
ノ
ミ
ニ
︵
善
人
︶
信
徒
会
が
結
成
さ
れ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で

は
一
五
三
七
年
に
同
様
の
在
俗
信
徒
会
が
設
立
さ
れ
た
15
。
し
た
が
っ
て
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
ロ
ッ
ト
の
祭
壇
画
が
描
か
れ
る
数
年
前
か
ら
、﹁
恥

じ
入
る
貧
者
﹂
が
新
た
な
﹁
真
の
貧
民
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
知
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

選
択
的
救
貧
思
想
に
基
づ
い
た
描
写
は
、
前
景
右
側
に
も
読
み
取
れ
る
。

聖
職
者
が
請
願
の
束
を
受
取
る
相
手
は
、
黒
や
褐
色
の
ベ
ー
ル
を
被
っ
た

一
見
し
て
寡
婦
と
分
か
る
年
配
の
女
性
た
ち
と
、
若
い
女
性
と
盲
目
の
障

害
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
少
女
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
後
者
は
救
済
対
象
リ

ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
た
、
品
行
公
正
な
貧
困
女
児
に
対
応
す
る
可
能
性
も
あ

る
。
ロ
ッ
ト
の
描
写
は
、
施
し
に
頼
る
貧
困
層
に
も
救
い
の
手
を
差
し
伸

べ
る
べ
き
貧
者
か
否
か
を
問
う
べ
き
、
と
す
る
新
た
な
救
貧
思
想
の
直
接

的
な
表
現
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
リ
ー
パ
『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ア
』

　

近
世
に
大
き
く
変
容
し
た
貧
者
概
念
は
、
寓
意
擬
人
像
を
事
典
化
し
た

リ
ー
パ
の
『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ア
』︵
初
版
一
五
九
三
年
︶
に
ど
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
16
。

　

四
種
の
︽
貧
困
︾
擬
人
像
の
う
ち
、﹁
物
乞
い
を
す
る
ジ
プ
シ
ー
風
の

女
﹂
と
﹁
黒
ず
ん
だ
服
を
着
た
痩
せ
て
恐
ろ
し
い
形
相
の
女
﹂
は
物
質
的

窮
乏
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
流
浪
す
る
貧
者
へ
の
他
者
視
も
窺
え

る
。
偽
乞
食
の
悪
徳
と
さ
れ
た
︽
怠
惰
︾
の
擬
人
像
は
﹁
髪
を
振
り
乱
し

安
物
で
汚
れ
た
服
の
女
、
う
つ
む
い
て
両
手
で
胸
を
隠
し
足
を
重
ね
て
座

る
﹂
と
あ
る
。
足
を
重
ね
た
り
衣
服
で
手
を
隠
す
﹁
怠
惰
な
貧
者
／
偽
乞

食
﹂
は
、
十
六
世
紀
北
方
の
反
救
貧
図
像
に
頻
出
す
る
モ
チ
ー
フ
だ
っ

た
17
。
で
は
、
貧
困
の
要
因
で
あ
り
状
態
で
も
あ
る
︽
飢
え
︾
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
リ
ー
パ
は
﹁
痩
せ
て
み
す
ぼ
ら
し
い
女
、
右
手
に
柳
の
枝
、
左

手
に
軽
石
を
も
つ
﹂
と
し
、
不
毛
と
不
妊
が
飢
え
・
飢
饉
の
主
原
因
と
解

説
し
た
。
み
す
ぼ
ら
し
い
身
な
り
で
非
生
産
的
な
痩
せ
た
女
性
像
は
、
物

質
的
窮
乏
と
精
神
的
な
貧
し
さ
の
双
方
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。

三　

理
想
的
貧
民
像
の
創
出

（
一
）
ラ
フ
ァ
エ
ロ
以
後

十
六
世
紀
前
半
か
ら
、
フ
ラ
ン
ド
ル
と
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地

域
を
中
心
に
、
身
体
を
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
戯
画
化
さ
れ
た
﹁
怠
惰
な
乞

食
﹂
イ
メ
ー
ジ
が
作
り
出
さ
れ
た
。
否
定
的
な
貧
者
像
は
一
点
物
の
油
彩

画
よ
り
も
広
範
に
流
通
す
る
版
画
媒
体
を
通
し
て
流
布
し
、
特
に
托
鉢
修

道
会
を
﹁
怠
惰
な
乞
食
﹂
と
見
な
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
非
難
す
る
攻

撃
の
一
端
を
担
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
タ
リ
ア
絵
画
で
は
、
一
五
四
〇
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年
代
ま
で
に
貧
民
の
身
体
表
現
を
理
想
化
す
る
流
れ
が
生
ま
れ
た
。
ニ
コ

ル
ズ
の
研
究
に
し
た
が
っ
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
概
観
す
る
。

　

ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
使
徒
行
伝
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
連

作
の
︽
足
萎
え
の
治
癒
︾
カ
ル
ト
ー
ネ
︵
一
五
一
五
～
一
六
年
、
ロ
ン
ド

ン
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
美
術
館
︶︻
図
４
︼
に
お
い
て
、
身

体
障
害
を
持
つ
物
乞
い
に
四
肢
の
捻
じ
れ
と
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
顔
を
与

え
た
。
し
か
し
、
ラ
フ

ァ
エ
ロ
の
追
随
者
た
ち

は
宗
教
画
に
物
乞
い
や

貧
者
を
多
数
登
場
さ

せ
、
古
典
彫
像
や
ラ
フ

ァ
エ
ロ
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ

ェ
ロ
な
ど
盛
期
ル
ネ
サ

ン
ス
芸
術
の
モ
デ
ル
を

引
用
し
た
美
し
い
身
体

を
与
え
て
い
っ
た
。
中

で
も
一
五
二
三
年
ま
で

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
使
グ

リ
マ
ー
ニ
が
ロ
ー
マ
公

邸
に
陳
列
し
た
古
典

彫
像
︽
瀕
死
の
ガ
リ

ア
人
︾︵
二
〇
〇
年
頃
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
考
古

学
博
物
館
︶
は
、
傷
つ
い
て
仰
け
反
る
古
典
主
義
的
人
体
の
モ
デ
ル
と
し

て
、
ペ
ル
ッ
ツ
ィ
の
︽
マ
リ
ア
の
神
殿
奉
献
︾︵
一
五
二
三
年
、
ロ
ー
マ
、

サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ッ
ラ
ニ
マ
聖
堂
︶
の
準
備
素
描
︵
一
五
二
三
年
頃
︶、

ジ
ュ
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
の
︽
キ
リ
ス
ト
と
姦
淫
の
女
︾︵
一
五
七
五
年
以

後
の
版
画
で
伝
わ
る
︶、
ダ
ニ
エ
ー
レ
・
ダ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
の
︽
マ
リ

ア
の
神
殿
奉
献
︾︵
一
五
四
八
～
五
三
年
、
ロ
ー
マ
、
ト
リ
ニ
タ
・
デ
イ
・

モ
ン
テ
ィ
聖
堂
︶
等
で
、
半
裸
の
物
乞
い
の
描
写
に
引
用
さ
れ
た
18
。

　

ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
カ
ル
ト
ー
ネ
図
像
は
ロ
ー
マ
で
こ
れ
を
模
写
し
た
パ
ル

ミ
ジ
ャ
ニ
ー
ノ
や
カ
ラ
リ
オ
の
版
画
を
通
し
て
北
イ
タ
リ
ア
に
伝
え
ら
れ

た
。
一
五
三
〇
年
頃
の
パ
ル
ミ
ジ
ャ
ニ
ー
ノ
の
版
画
で
は
す
で
に
、
野
卑

な
要
素
を
取
り
去
っ
た
﹁
美
し
い
﹂
物
乞
い
へ
と
改
変
が
行
わ
れ
、
そ
れ

を
参
照
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
画
家
の
間
で
も
古
典
主
義
的
な
美
し
い
身
体

を
も
っ
た
物
乞
い
・
病
人
・
貧
民
の
表
現
が
主
流
と
な
っ
た
19
。
テ
ィ
ン

ト
レ
ッ
ト
は
古
典
彫
像
と
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
を
幅
広
く
参
照
し
た
が
、
モ

デ
ル
と
す
る
人
体
に
内
在
す
る
意
味
が
引
用
先
の
テ
ー
マ
と
適
合
す
る
よ

う
デ
コ
ー
ル
ム
へ
の
配
慮
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
︽
キ
リ
ス
ト
と
姦
淫
の

女
︾︵
一
五
四
六
頃
～
四
七
年
、
ド
レ
ス
デ
ン
絵
画
館
︶
で
は
、
右
端
で

横
臥
す
る
病
人
＝
貧
者
に
︽
ガ
リ
ア
人
︾
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
︽
昼
︾

が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
虐
げ
ら
れ
た
者
、
瀕
死
の
苦
痛
に
苛
ま
れ
る
者

の
重
く
横
臥
す
る
ポ
ー
ズ
は
、
近
づ
く
死
と
審
判
を
待
ち
贖
罪
を
願
う
罪

人
と
し
て
の
人
間
性
を
表
す
造
形
言
語
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
20
。

図 4　
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（
二
）
ア
ン
ニ
ー
バ
レ
・
カ
ラ
ッ
チ
《
聖
ロ
ク
ス
の
施
し
》

　

十
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
絵
画
に
お
け
る
肯
定
的
な
貧
者
イ
メ
ー
ジ
は
、
主

要
場
面
を
説
明
す
る
周
縁
的
な
位
置
か
ら
徐
々
に
画
面
前
景
を
占
め
る

よ
う
に
な
り
、
世
紀
後
半
に
近
づ
く
に
従
っ
て
人
数
も
増
え
て
い
っ
た
。

一
五
八
〇
年
代
よ
り
プ
ロ
ト
・
バ
ロ
ッ
ク
の
潮
流
を
起
こ
す
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

派
の
ア
ン
ニ
ー
バ
レ
・
カ
ラ
ッ
チ
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
サ
ン
・
プ
ロ
ス
ペ

ロ
聖
堂
祭
壇
画
︽
聖
ロ
ク
ス
の
施
し
︾︵
一
五
八
八
～
九
五
年
、
ド
レ
ス

デ
ン
絵
画
館
︶︻
図
５
︼
に
お
い
て
、
画
面
の
前
景
と
中
景
に
貧
民
群
像

を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
に
展
開
し
、
英
雄
的
な
身
体
を
与
え
た
。

　

十
四
世
紀
に
モ
ン
ペ
リ
エ
で
生
ま
れ
た
聖
ロ
ク
ス
は
、
聖
地
巡
礼
の
途

上
で
イ
タ
リ
ア
半
島
の
ペ
ス
ト
流
行
に
遭
遇
し
て
ペ
ス
ト
患
者
の
看
病
に

尽
力
し
た
が
、
自
ら
罹
患
し
て
し
ま
う
。
森
に
隠
れ
て
一
人
死
を
覚
悟
し

た
が
、
天
使
の
助
け
で
無
事
回
復
を
果
た
し
た
。
一
四
七
八
年
に
聖
人
伝

が
出
版
さ
れ
る
と
、
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
ペ
ス
ト
に
対

す
る
守
護
者
と
し
て
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
急
速
に
信
仰
が
高
ま
っ
た
聖

人
で
あ
る
。
代
表
的
な
反
ペ
ス
ト
聖
人
の
聖
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と
組
み

合
わ
さ
れ
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
21
。
本
作
で
カ
ラ
ッ
チ
が
描
い
て
い

る
の
は
、
回
心
の
末
に
清
貧
を
選
び
一
巡
礼
者
と
し
て
聖
地
を
目
指
す
決

心
を
し
た
ロ
ク
ス
が
、
私
財
を
す
べ
て
貧
者
に
分
け
与
え
る
場
面
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
本
来
の
主
題
で
あ
る
聖
人
の
施
し
は
画
面
上
景
に
後
退
し
て

い
る
。
宮
殿
の
よ
う
な
建
物
の
基
壇
上
に
若
き
聖
ロ
ク
ス
が
立
ち
、
財
布

を
開
け
て
硬
貨
を
配
っ
て
い
る
。
彼
の
周
り
に
は
半
裸
の
子
ど
も
、
幼
児

を
抱
い
た
女
性
や
男
性
が
群
が
り
、
施
し
を
求
め
て
小
鉢
や
手
を
伸
ば
し

図 5　
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て
い
る
。
画
面
右
端
か
ら
手
押
し
車
を
押
し
て
現
れ
る
男
性
に
よ
っ
て
右

か
ら
画
面
中
景
へ
と
視
線
を
導
く
構
成
と
、
若
き
ロ
ク
ス
の
円
光
か
ら
、

鑑
賞
者
は
世
俗
的
な
富
を
捨
て
て
貧
者
に
施
す
聖
人
の
善
行
と
い
う
主
題

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
目
を
引
く
の
は
前
景
を
占
め
る
群
像

で
あ
ろ
う
︻
図
６
︼。

　

左
前
景
の
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
男
女
と
施
し
の
硬
貨
を
手
に
す
る
子
ど

も
た
ち
か
ら
な
る
貧
者
の
一
群
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
近
世
の
怠
惰
な
貧

民
イ
メ
ー
ジ
に
頻
出
す
る
﹁
ジ
プ
シ
ー
の
一
家
﹂
と
類
似
し
て
い
る
。
地

面
に
置
か
れ
た
杖
、
水
筒
用
の
瓢
箪
は
彼
ら
が
町
か
ら
町
へ
と
放
浪
す
る

社
会
的
周
縁
者
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
破
れ
た
上
衣
か
ら
む
き
出
し

に
な
っ
た
裸
の
下
肢
と
、
地
面
に
座
っ
た
女
性
が
も
ら
っ
た
硬
貨
を
落
と

し
て
い
る
木
鉢
は
、
物
乞
い
で
生
き
る
貧
者
の
記
号
で
あ
る
。
し
か
し
、

ニ
コ
ル
ズ
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
否
定
的
意
味
を
帯
び
た
ア
ル
プ
ス
以
北

の
貧
民
家
族
像
と
は
異
な
り
、
こ
の
貧
民
一
家
は
﹁
古
典
主
義
化
﹂
さ
れ

た
身
体
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
き
わ
存
在
感
の
あ
る
、
膝
を
組
ん
で

体
を
ね
じ
る
男
性
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
引
用
︵
ヴ
ァ
チ
カ
ン
教
皇
宮
殿
署
名

の
間
壁
画
︽
聖
体
の
論
議
︾
の
ア
ダ
ム
︶
で
あ
り
、
一
五
九
四
／
九
五
年

の
ロ
ー
マ
行
き
前
後
に
ア
ン
ニ
ー
バ
レ
・
カ
ラ
ッ
チ
が
古
典
主
義
化
傾
向

を
加
速
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
22
。
左
腕
に
男
児
を
抱
き
な
が
ら
、

施
し
の
硬
貨
を
見
せ
る
子
ど
も
に
笑
み
を
向
け
る
こ
の
貧
し
い
父
親
像
に

は
、
怠
惰
な
乞
食
へ
の
揶
揄
や
浮
浪
者
へ
の
蔑
視
は
見
ら
れ
な
い
。

　

ニ
コ
ル
ズ
は
、
足
萎
え
を
台
車
で
運
ぶ
半
裸
の
男
性
に
、
貧
し
い
者

同
士
の
互
恵
と
隣
人
愛
の
理
想
像
を
読
み
取
っ
て
い
る
23
。
同
じ
こ
と
は
、

図 6　
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聖
人
の
元
に
集
ま
る
群
衆
の
最
後
尾
に
い
る
、
ち
ょ
う
ど
画
面
中
央
に
描

か
れ
た
男
性
に
も
指
摘
で
き
る
︻
図
６
︼。
彼
が
左
手
に
持
っ
た
ヴ
ィ
オ

ラ
は
、
路
上
で
ギ
ロ
ン
ダ
を
奏
で
て
施
し
を
促
す
盲
人
を
想
起
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、
前
方
で
振
り
返
る
老
女
の
声
を
聴
く
よ
う
に
眼
を
閉
じ
た
顔
を

こ
ち
ら
に
傾
け
る
仕
草
か
ら
、
こ
の
人
物
が
盲
人
で
あ
る
と
分
か
る
。
彼

の
前
で
は
、
膝
上
ま
で
の
短
い
衣
し
か
着
け
て
い
な
い
少
年
が
聖
人
の
ほ

う
に
駆
け
寄
っ
て
い
る
。
少
年
の
左
肩
に
は
盲
人
の
右
手
が
置
か
れ
て
お

り
、
彼
が
た
だ
施
し
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
盲
人
の
導
き
手
を
務

め
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
場
面
は
、
フ
ェ
デ
リ
コ
・
バ
ロ
ッ

チ
の
︽
民
衆
の
聖
母
︾︵
一
五
七
六
～
七
九
、
ウ
ッ
フ
ィ
ー
ツ
ィ
美
術
館
︶

︻
図
７
︼
の
前
景
右
側
に
描
か
れ
た
、
盲
目
の
ギ
ロ
ン
ダ
弾
き
と
彼
か
ら

硬
貨
の
施
し
を
受
け
る
足
萎
え
を
想
起
さ
せ
よ
う
24
。

し
か
し
な
が
ら
、
助
け
合
う
貧
民
た
ち
の
描
写
は
単
な
る
理
想
化
の
表

現
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
十
四
世
紀
に
は
パ
ド
ヴ
ァ
や
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
で
盲
人
と
四
肢
障
害
者
が
相
互
扶
助
団
体
を
結
成
し
て
お
り
、

十
五
世
紀
に
は
ド
イ
ツ
語
圏
に
も
広
が
っ
た
25
。
一
六
一
三
年
に
ロ
ー
マ

で
も
同
様
の
信
徒
会
が
結
成
さ
れ
、
公
共
空
間
で
物
乞
い
を
行
う
認
可
を

教
皇
か
ら
勝
ち
取
っ
た
26
。
身
障
者
同
士
が
互
い
の
目
と
足
と
な
っ
て
助

け
合
う
姿
は
、
隣
人
愛
の
美
徳
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
怠
惰
な
﹁
偽
の
貧

者
﹂
と
自
ら
を
弁
別
し
、
施
し
に
値
す
る
真
の
貧
者
と
し
て
自
活
権
を
主

張
す
る
身
障
者
＝
貧
者
の
実
際
の
活
動
を
念
頭
に
読
み
取
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

　

貧
者
像
の
理
想
化
は
、
一
六
〇
九
年
に
早
世
し
た
ア
ン
ニ
ー
バ
レ
・
カ

ラ
ッ
チ
の
後
を
継
ぎ
、
ロ
ー
マ
に
古
典
主
義
絵
画
の
流
れ
を
作
っ
た
ド
メ

ニ
キ
ー
ノ
︵
一
五
八
一
～
一
六
四
一
年
︶
に
よ
っ
て
大
々
的
に
展
開
さ
れ

た
27
。
ロ
ー
マ
の
フ
ラ
ン
ス
人
共
同
体
教
会
で
あ
る
サ
ン
・
ル
イ
ジ
・
デ

イ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ー
ジ
聖
堂
の
ポ
レ
礼
拝
堂
に
彼
が
描
い
た
フ
レ
ス
コ
壁

画
連
作
の
う
ち
、︽
聖
女
カ
エ
キ
リ
ア
の
施
し
︾︵
一
六
一
一
～
一
四
年
︶

︻
図
８
︼
に
は
、
互
恵
と
自
助
に
溢
れ
た
あ
る
べ
き
貧
民
像
が
明
瞭
に
描

か
れ
て
い
る
28
。

ド
メ
ニ
キ
ー
ノ
は
、
ア
ン
ニ
ー
バ
レ
の
構
図
に
倣
っ
て
、
宮
殿
の
テ
ラ

ス
の
上
か
ら
衣
類
を
貧
者
に
分
け
与
え
る
聖
女
を
画
面
右
上
景
に
後
退
さ

せ
、
画
面
半
分
を
施
し
を
受
け
る
貧
民
の
描
写
に
充
て
た
。
画
面
前
景
で

図 7　
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は
、
一
枚
の
布
を
奪
い
合
う
子
ど
も
と
こ
れ
を
叱
る
母
親
、
左
端
に
立
つ

古
着
商
に
聖
女
か
ら
施
さ
れ
た
衣
服
や
布
地
を
見
せ
て
売
ろ
う
と
す
る
男

女
が
描
か
れ
、
救
う
に
値
し
な
い
怠
惰
な
貧
民
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
景
で
は
︻
図
９
︼、
老
人
を
抱
き
か
か
え
て
石
段

を
上
る
男
性
を
中
心
に
、
肩
車
を
し
て
助
け
合
い
な
が
ら
施
し
に
手
を
伸

ば
す
子
ど
も
た
ち
、
幼
子
を
抱
い
た
女
性
や
老
人
、
裸
の
子
に
服
を
着
せ

る
ベ
ー
ル
姿
の
寡
婦
が
配
さ
れ
て
い
る
。
前
景
と
比
較
す
る
と
、
段
上
に

描
か
れ
て
い
る
の
は
善
意
と
相
互
扶
助
の
精
神
に
溢
れ
た
理
想
的
貧
者
と

解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
景
と
中
景
を
分
け
る
階
段
が
、
貧
民
の
魂
を

怠
惰
の
悪
徳
か
ら
慈
愛
の
美
徳
へ
と
上
昇
さ
せ
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
匠
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
以
後
の
貧
民
像
の
理
想
化
プ

ロ
セ
ス
で
幾
度
と
な
く
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
29
。

　

十
六
世
紀
後
半
に
現
れ
た
相
互
扶
助
の
精
神
を
も
つ
理
想
的
な
﹁
良
き

貧
民
﹂
イ
メ
ー
ジ
は
、
貧
困
層
に
物
乞
い
を
禁
じ
て
労
働
を
課
す
救
貧
政

策
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
カ
ラ
ッ
チ
が
活
躍
し

て
い
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
は
、
真
の
困
窮
民
を
救
貧
院
に
強
制
的
に
収
用
す
る

措
置
を
他
都
市
に
先
立
つ
一
五
六
三
年
に
始
め
た
都
市
で
あ
る
30
。
十
六

世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
、
諸
都
市
で
は
老
人
、
悔
悛
娼
婦
、
そ
し
て
身
障

者
で
は
な
い
貧
民
に
分
け

て
救
貧
施
設
が
設
立
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
労
働
を

課
し
て
い
た
31
。
近
世
の

新
た
な
貧
民
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
、
表
象
に
お
い
て
も
現

実
の
政
策
に
お
い
て
も
階

級
性
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
強

く
規
定
さ
れ
て
い
た
。

図 8　
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（
三
）
ロ
ー
マ
の
特
異
性
―
―
貧
者
像
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化

　

聖
都
ロ
ー
マ
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
よ
う
な
世
俗
行
政
に
よ
る
選
択

的
救
貧
政
策
へ
の
移
行
は
見
ら
れ
ず
、
近
世
を
通
じ
て
施
し
手
の
救
済
を

説
く
善
行
論
の
観
点
か
ら
貧
民
救
済
を
捉
え
る
傾
向
が
強
い
。
他
都
市
で

盛
ん
に
な
る
貧
民
収
容
施
設
内
部
の
閉
鎖
的
な
活
動
よ
り
も
、
公
的
空
間

で
の
儀
礼
化
さ
れ
た
慈
善
が
重
ん
じ
ら
れ
、
救
済
対
象
の
資
質
を
問
わ
な

い
伝
統
的
な
救
貧
主
義
が
主
流
だ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
十
六
世
紀
後
半
に
ト
レ
ン
ト
公
会
議
︵
一
五
四
五
～
六
四
年
︶

が
閉
会
し
対
抗
宗
教
改
革
運
動
が
実
践
さ
れ
た
一
時
期
の
み
、
貧
民
・
乞

食
の
放
浪
者
対
策
と
し
て
分
離
主
義
的
隔
離
政
策
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

一
五
六
九
年
に
教
皇
ピ
ウ
ス
五
世
は
貧
民
を
市
内
四
地
区
に
集
め
て
食

物
を
配
給
し
た
。
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
出
身
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
十
三
世
は
、
お
そ

ら
く
故
郷
の
貧
民
隔
離
政
策
を
念
頭
に
、
一
五
八
一
年
に
ロ
ー
マ
市
内
の

病
気
ま
た
は
障
害
を
も
つ
全
て
の
乞
食
を
カ
ラ
カ
ラ
浴
場
跡
の
旧
ド
メ
ニ

コ
会
修
道
院
サ
ン
・
シ
ス
ト
に
強
制
収
容
す
る
法
令
を
出
し
、
登
録
し
た

老
若
男
女
の
貧
民
に
大
行
列
を
組
ま
せ
て
サ
ン
・
シ
ス
ト
院
に
入
所
さ
せ

る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
な
っ
た
︵
態
勢
不
十
分
で
頓
挫
︶。
ロ
ー
マ
大

改
造
を
遂
行
し
た
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
五
世
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
十
三
世
の
後

を
継
い
で
旧
市
街
の
シ
ス
ト
橋
近
く
に
二
千
人
収
容
可
能
な
サ
ン
・
シ
ス

ト
施
療
院
を
建
設
し
、
一
五
八
七
年
に
全
貧
民
の
収
容
と
路
上
で
の
物
乞

い
行
為
の
全
面
禁
止
を
布
告
し
た
。
彼
は
、
身
体
障
害
者
に
は
剃
髪
と
灰

色
の
服
の
着
用
を
義
務
づ
け
、
施
療
院
に
収
容
し
て
食
糧
を
供
給
す
る
一

方
で
、
貧
民
女
性
に
は
裁
縫
、
男
性
に
は
読
み
書
き
・
職
能
教
育
を
与
え

て
公
共
事
業
に
活
用
す
る
分
離
主
義
的
政
策
を
取
っ
た
。
し
か
し
教
皇
の

死
後
は
集
権
力
を
失
い
、
以
後
十
七
世
紀
末
の
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス

十
二
世
に
よ
る
サ
ン
・
ミ
ケ
ー
レ
総
合
救
貧
院
設
立
ま
で
組
織
的
貧
民
政

策
は
な
さ
れ
ず
、
修
道
会
、
信
徒
会
に
よ
る
個
別
慈
善
の
域
を
出
な
か
っ

た
32
。

　

聖
年
を
は
じ
め
膨
大
な
数
の
巡
礼
者
を
受
け
入
れ
た
近
世
の
ロ
ー
マ
で

は
、
貧
民
人
口
率
が
他
都
市
の
二
～
三
倍
と
高
く
33
、
集
権
的
な
貧
民
強

制
収
容
策
は
困
難
だ
っ
た
。
十
六
世
紀
末
の
選
択
的
救
貧
政
策
も
教
皇
個

人
の
意
向
に
頼
る
面
が
大
き
く
、
サ
ン
・
シ
ス
ト
救
貧
院
の
場
合
も
シ
ク

ス
ト
ゥ
ス
五
世
の
死
後
に
収
容
人
数
が
激
減
す
る
な
ど
一
時
的
な
試
み
に

終
わ
っ
た
。

　

サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
マ
ッ
ジ
ョ
ー
レ
大
聖
堂
右
袖
廊
の
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ

礼
拝
堂
に
あ
る
教
皇
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
五
世
の
墓
廟
に
は
、
テ
ヴ
ェ
レ
河
岸

の
サ
ン
・
シ
ス
ト
院
に
向
か
う
行
列
を
記
念
し
た
興
味
深
い
浮
彫
り
パ
ネ

ル
が
含
ま
れ
て
い
る
︵
ニ
コ
ラ
・
ピ
ッ
ピ
、
エ
ジ
デ
ィ
オ
・
デ
ッ
ラ
・
リ

ヴ
ィ
エ
ラ
︽
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
五
世
に
よ
る
サ
ン
・
シ
ス
ト
救
貧
院
設
立
︾、

一
五
八
七
年
頃
︶︻
図
10
︼。
前
景
に
エ
ク
レ
シ
ア
と
慈
愛
の
女
性
擬
人
像

が
坐
し
、
中
景
か
ら
後
景
に
か
け
て
粗
石
の
ア
ー
チ
扉
が
特
徴
的
な
救
貧

院
と
宗
教
行
列
が
表
さ
れ
て
い
る
。
右
中
景
に
描
か
れ
た
一
群
を
見
る
と
、

松
葉
杖
で
体
を
支
え
た
半
裸
の
男
性
身
障
者
を
先
頭
に
、
ベ
ー
ル
を
か
ぶ

っ
て
俯
い
た
寡
婦
と
思
わ
れ
る
女
性
、
上
衣
の
み
の
壮
年
の
貧
民
、
老
人

が
左
側
の
救
貧
院
の
ほ
う
に
進
ん
で
お
り
、
彼
ら
が
入
所
す
る
貧
民
を
現

す
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
パ
ネ
ル
で
は
、
伝
統
的
な
貧
者
像
で
あ
る
男
性
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身
障
者
が
最
も
目
立
つ
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
が
、
寡
婦
、
壮
年
男
性
、

老
い
た
男
性
と
い
う
他
の
貧
民
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
教
皇
の
慈
善
事
業
を
彩
る

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
可
視
化
さ
れ
て
い
る
。

四　

貧
民
母
子
像
の
系
譜

（
一
）
慈
愛
の
美
徳
擬
人
像

　

キ
リ
ス
ト
教
的
隣
人
愛
や
﹁
七
つ
の
善
行
﹂
の
表
現
に
は
、
キ
リ
ス
ト

や
使
徒
に
よ
る
病
人
の
治
癒
、
聖
人
の
貧
者
＝
病
人
へ
の
施
し
や
看
護

と
い
っ
た
物
語
主
題
の
ほ
か
、
対
神
徳
の
ひ
と
つ
﹁
慈
愛
︵
カ
リ
タ
ス
︶﹂

概
念
の
擬
人
像
が
あ
る
。
甲
斐
は
、
バ
ロ
ッ
チ
の
︽
民
衆
の
聖
母
︾
の
前

景
左
に
大
き
く
描
か
れ
た
母
子
三
人
の
群
像
を
分
析
す
る
過
程
で
﹁
慈

愛
﹂
女
性
擬
人
像
の
系
譜
を
辿
り
直
し
て
い
る
。
慈
愛
に
は
物
質
的
な
恵

み
を
表
す
﹁
隣
人
愛
﹂
の
次
元
と
、
神
へ
の
愛
と
い
う
霊
的
な
次
元
の
美

徳
を
表
す
﹁
慈
愛
﹂
が
あ
る
。
十
三
世
紀
半
ば
か
ら
イ
タ
リ
ア
の
聖
堂
装

飾
の
中
に
女
性
擬
人
像
が
現
れ
た
。
前
者
は
貧
者
や
弱
者
へ
の
施
し
と
い

う
具
体
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
後
者
は
炎
や
心
臓
な
ど
愛
を
象
徴
す
る
ア

ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
例
が
一
般
的
だ
が
、
十
四
世
紀
前
半

よ
り
、
慈
愛
擬
人
像
と
し
て
の
授
乳
の
母
子
群
像
が
登
場
し
た
。
甲
斐
に

よ
る
と
最
初
期
の
例
が
テ
ィ
ー
ノ
・
デ
ィ
・
カ
マ
イ
ー
ノ
に
よ
る
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
洗
礼
堂
の
た
め
の
母
子
群
像
︵
一
三
二
一
年
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、

バ
ル
デ
ィ
ー
ニ
美
術
館
︶︻
図
11
︼
で
あ
る
34
。

両
の
乳
房
を
子
ど
も
に
吸
わ
せ
る
女
性
座
像
は
、
古
代
に
お
い
て
は

豊
饒
を
司
る
大
地
女
神
テ
ル
ス
や
ホ
ル
ス
に
授
乳
す
る
イ
シ
ス
女
神
の
イ

図10　

図 11　
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メ
ー
ジ
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
皇
帝
の
美
徳
︵
ピ
エ
タ
ス
︶、
キ
リ
ス
ト
教

中
世
で
は
エ
ク
レ
シ
ア
︵
信
徒
を
霊
的
な
乳
で
育
む
教
会
︶
の
女
性
擬
人

像
に
用
い
ら
れ
た
長
い
歴
史
を
持
つ
35
。
子
ど
も
に
授
乳
す
る
女
性
像
が

慈
愛
擬
人
像
と
な
っ
た
十
四
世
紀
前
半
は
、
イ
タ
リ
ア
中
部
で
イ
エ
ス
に

授
乳
す
る
聖
母
マ
リ
ア
図
像
が
盛
ん
に
作
ら
れ
た
時
代
で
も
あ
る
36
。
マ

イ
ル
ズ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
は
深
刻
な
食
糧
難
と
経
済
危

機
だ
け
で
な
く
、
都
市
民
の
間
に
高
ま
っ
た
乳
母
制
度
の
需
要
や
、
こ
れ

に
反
対
す
る
聖
職
者
や
男
性
知
識
人
か
ら
の
母
乳
育
児
の
奨
励
な
ど
、
授

乳
行
為
が
社
会
的
な
争
点
だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
37
。
授
乳
は
乳

児
と
い
う
最
も
弱
き
存
在
に
と
っ
て
不
可
欠
な
物
質
的
な
恵
み
で
あ
り
、

同
時
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
ら
が
神
へ
の
愛
に
比
し
た
﹁
見
返
り
を
求

め
な
い
母
性
愛
﹂
の
観
念
を
も
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
幼
児
に
授

乳
す
る
女
性
像
が
一
般
に
﹁
母
子
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

甲
斐
は
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
の
母
子
像
を

用
い
た
︽
慈
愛
︾
表
現
の
展
開
を
後
づ
け
、
一
五
〇
〇
年
代
に
は
絵
画
・

彫
刻
双
方
に
子
ど
も
を
伴
う
慈
愛
女
性
擬
人
像
が
一
般
化
し
た
と
述
べ
て

い
る
38
。

（
二
）
貧
民
母
子
像
の
象
徴
性

　

慈
愛
の
美
徳
と
母
子
像
の
結
合
を
念
頭
に
、
施
し
・
看
護
・
治
癒
な
ど

の
隣
人
愛
と
物
質
的
な
慈
善
の
場
面
を
見
直
す
と
、
幼
児
を
伴
う
貧
し
い

身
な
り
の
女
性
︵
貧
民
母
子
︶
が
し
ば
し
ば
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
︻
図
４
︼39
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
救
貧
法
で
は
、
救
済
す
べ
き
貧
者

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
﹁
乳
飲
み
子
を
抱
え
た
貧
し
い
女
性
﹂
を
加
え
て
い
る
。

伝
統
的
な
貧
者
像
は
足
萎
え
や
病
人
な
ど
伝
統
的
に
男
性
ば
か
り
だ
っ
た

が
、
十
六
世
紀
以
降
は
新
た
な
救
貧
政
策
を
反
映
し
て
か
、﹁
恥
じ
ら
う

貧
者
︵
没
落
市
民
︶﹂、
老
人
、
寡
婦
の
ほ
か
、
社
会
の
最
底
辺
に
い
た
母

親
た
ち
も
正
当
な
慈
善
対
象
と
し
て
可
視
化
さ
れ
た
。
母
で
あ
る
こ
と
を

明
示
す
る
た
め
に
、
片
方
の
乳
房
を
は
だ
け
て
授
乳
す
る
姿
も
多
い
。

　

ル
ー
ク
マ
ー
カ
ー
は
、
十
七
世
紀
絵
画
に
お
い
て
、
物
語
主
題
に
含
ま

れ
る
慈
愛
の
象
徴
的
意
味
を
補
足
す
る
た
め
に
﹁
慈
愛
﹂
の
擬
人
像
と

し
て
母
子
群
像
が
挿
入
さ
れ
た
、
と
非
常
に
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
40
。

上
述
し
た
、
慈
善
に
関
わ
る
物
語
主
題
に
副
次
的
人
物
と
し
て
描
か
れ
た

授
乳
の
母
子
像
も
ま
た
、
慈
愛
と
い
う
概
念
の
擬
人
像
だ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
カ
ラ
ッ
チ
の
︽
聖
ロ
ク
ス
の
施
し
︾

で
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
、
画
面
の
ほ
ぼ
中
央
に
佇
む
母
子
像
で
あ
る
。

　

も
う
一
度
、
カ
ラ
ッ
チ
の
画
面
を
見
直
し
て
み
よ
う
︻
図
５
・
６
︼。

左
前
景
の
群
像
と
右
上
景
で
台
の
上
か
ら
金
銭
を
施
す
聖
人
と
を
つ
な
ぐ

重
要
な
位
置
に
、
た
っ
ぷ
り
と
布
を
纏
っ
た
裸
足
の
女
性
が
左
胸
に
乳
児

を
抱
い
て
階
段
を
降
り
て
い
る
。
他
の
貧
者
が
施
す
聖
人
の
も
と
に
集
ま

る
か
、
す
で
に
硬
貨
を
手
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
女
性
だ
け
は

硬
貨
や
木
の
椀
な
ど
施
し
の
受
け
手
と
し
て
の
印
を
持
た
な
い
。
古
代
ロ

ー
マ
の
マ
ト
ロ
ン
像
を
思
わ
せ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
身
ぶ
り
は
、
彼
女

に
高
貴
な
雰
囲
気
を
与
え
て
い
る
。
構
図
の
要
と
な
る
位
置
や
、
衣
を
押

さ
え
な
が
ら
背
後
の
貧
者
︵
少
年
に
導
か
れ
る
盲
人
︶
に
観
者
の
注
意
を

促
す
身
振
り
は
、
こ
の
女
性
像
が
画
面
全
体
の
意
味
内
容
に
深
く
関
わ
る
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こ
と
を
示
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
中
央
の
母
子
像
を
慈
愛
の
擬
人
像
と
見

な
し
、
周
囲
に
風
俗
画
の
よ
う
に
展
開
す
る
貧
民
群
像
を
慈
愛
の
物
質
的

な
表
れ
︵
隣
人
愛
︶
と
捉
え
、
全
体
と
し
て
慈
愛
の
あ
る
べ
き
姿
を
表
す

と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
善
行
と
し
て
の
救
貧
論
で
は
、
施
す
相
手
を
見

誤
ら
な
い
こ
と
︵
真
／
偽
の
区
別
︶
と
、
神
へ
の
愛
と
隣
人
愛
に
裏
打
ち

さ
れ
た
誠
実
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
た
。
カ
ラ
ッ
チ
は
、
施
し
の
受
け
手
で

あ
る
母
子
像
を
、
神
へ
の
愛
と
隣
人
愛
か
ら
な
る
慈
愛
の
擬
人
像
に
昇
華

さ
せ
て
、
施
し
手
、
受
け
手
双
方
の
倫
理
的
正
し
さ
を
強
調
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
堂
々
と
階
段
を
下
り
る
母
親
像
は
、
真
の
貧
者
に
ふ
さ

わ
し
い
美
徳
と
は
何
か
、
ま
た
善
行
を
救
済
の
道
た
ら
し
め
る
の
は
慈
愛

の
美
徳
で
あ
る
こ
と
を
観
者
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五　

十
七
世
紀
ロ
ー
マ
の
ペ
ス
ト
図
像
に
お
け
る
貧
民
像
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

一
六
三
〇
年
前
後
に
大
規
模
な
ペ
ス
ト
流
行
に
襲
わ
れ
た
イ
タ
リ
ア
諸

都
市
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
公
式
ペ
ス
ト
祭
壇
画
を
契
機
に
、

ペ
ス
ト
図
像
に
疫
病
犠
牲
者
の
描
写
が
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

ま
で
検
討
し
て
き
た
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
の
貧
民
イ
メ
ー
ジ
の
変
容

を
ふ
ま
え
て
、
ペ
ス
ト
患
者
・
犠
牲
者
の
描
写
を
確
認
す
る
と
、
ペ
ス
ト

犠
牲
者
の
身
体
描
写
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
以
後
、
一
五
四
〇
年
代
に
形
成
さ
れ

た
新
た
な
貧
者
像
を
継
承
し
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
41
。

（
一
）
貧
民
と
し
て
の
ペ
ス
ト
犠
牲
者
像

　

一
六
五
六
年
の
ナ
ポ
リ
の
大
ペ
ス
ト
流
行
終
焉
を
記
念
し
て
描
か
れ
た

ル
カ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
の
祭
壇
画
︵
ル
カ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
︽
一
六
五
六

年
ナ
ポ
リ
の
ペ
ス
ト
情
景
と
キ
リ
ス
ト
に
と
り
な
す
聖
母
、
聖
ヤ
ヌ
ア
リ

ウ
ス
︾
一
六
六
〇
～
六
一
年
頃
、
ナ
ポ
リ
王
宮
︶︻
図
12
︼
を
例
に
ペ
ス

ト
犠
牲
者
の
身
体
を
観
察
す
る
と
、
黒
ず
ん
だ
皮
膚
や
リ
ン
パ
腺
の
腫
瘍

と
い
っ
た
よ
く
知
ら
れ
た
腺
ペ
ス
ト
の
症
状
が
写
実
的
に
描
写
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
半
裸
、
み
す
ぼ
ら
し
い
身
な
り
、
力
な
く
横
た
わ
る
ポ

ー
ズ
な
ど
貧
者
の
指
標
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
身
体図12　
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は
古
典
彫
像
の
よ
う
な
比
例
と
筋
肉
を
備
え
た
理
想
化
さ
れ
た
﹁
美
し

い
﹂
貧
者
の
系
譜
を
受
け
継
い
で
い
る
。
ま
さ
に
、
救
貧
論
で
説
か
れ
た

と
こ
ろ
の
労
働
に
適
し
た
体
を
持
ち
な
が
ら
他
者
の
慈
善
に
頼
る
貧
者
、

す
な
わ
ち
偽
の
貧
者
が
想
起
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
罪
や
悪
の
イ
メ
ー
ジ

と
取
り
換
え
可
能
な
、
逆
さ
ま
に
横
臥
す
る
身
体
描
写
は
、
否
定
的
な
印

象
を
さ
ら
に
強
め
て
い
よ
う
。

　

病
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
貧
者
イ
メ
ー
ジ
は
貧
民
と
病
人
を
同
一
視
す
る

伝
統
的
な
貧
者
観
念
を
継
承
し
た
も
の
だ
が
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
貧
者

＝
ペ
ス
ト
犠
牲
者
の
描
写
は
中
世
末
ま
で
の
貧
者
像
︵
身
体
障
害
を
抱
え

た
男
性
、
老
人
、
巡
礼
者
︶
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
結
論
を
先
取

り
す
る
な
ら
、
男
性
犠
牲
者
の
身
体
に
は
﹁
理
想
化
﹂
が
施
さ
れ
、
女
性

犠
牲
者
の
身
体
に
は
慈
愛
の
欠
如
と
も
呼
ぶ
べ
き
否
定
的
な
操
作
が
加
え

ら
れ
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
異
な
る
描
写
が
端
的
に
現
れ
る
の
が
、

ペ
ス
ト
図
像
に
お
け
る
母
子
像
で
あ
る
。

　

公
式
ペ
ス
ト
画
像
に
犠
牲
者
像
が
挿
入
さ
れ
始
め
た
一
六
三
〇
年
に
、

ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン
は
ロ
ー
マ
で
旧
約
聖
書
に
取
材
し
た
歴
史
画
︽
ア
シ

ュ
ド
ド
の
ペ
ス
ト
︾︵
一
六
三
〇
～
三
一
頃
、
パ
リ
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
︶

︻
図
13
︼
を
制
作
し
た
。
そ
の
前
景
中
央
に
は
、
胸
を
は
だ
け
て
横
臥
す

る
母
と
そ
の
乳
房
に
す
が
る
乳
児
、
死
臭
に
鼻
を
つ
ま
ん
で
埋
葬
し
よ
う

と
す
る
男
性
の
群
像
が
描
か
れ
た
。
こ
の
群
像
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
原
画
に

よ
る
銅
版
画
︽
モ
ル
ベ
ッ
ト
︾︵
一
五
一
四
年
頃
︶︻
図
14
︼
に
由
来
す

る
42
。
プ
ッ
サ
ン
が
ラ
フ
ァ
エ
ロ
を
再
解
釈
し
て
ペ
ス
ト
図
像
に
導
入
し

た
貧
民
母
子
像
は
多
く
の
芸
術
家
に
影
響
を
与
え
、
ペ
ス
ト
の
情
景
を
表

図13　
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す
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
し
て
一
六
三
〇
年
代
以
降
に
ロ
ー
マ
以
外
の
都
市

で
も
広
く
引
用
・
参
照
さ
れ
た
︻
図
12
︼。

　

貧
民
イ
メ
ー
ジ
に
お
け
る
母
子
像
の
系
譜
と
、﹁
慈
愛
﹂
の
擬
人
像
と

の
連
続
性
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
犠
牲
者
母
子
の
群
像
は
、
総
じ
て
否
定

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
死
ん
だ
母
親
は
も
は
や
子
ど
も
に
栄
養
と
保
護
を
与
え
ら
れ
な

い
。
慈
愛
の
擬
人
像
と
し
て
一
般
化
し
た
授
乳
の
母
子
像
と
反
対
に
、
救

済
に
値
す
る
貧
民
の
必

要
条
件
―
―
慈
愛
と
互

恵
の
美
徳
―
―
を
欠
い

た
存
在
と
な
っ
て
し
ま

う
。
次
に
、
画
面
の
下

辺
や
隅
な
ど
周
縁
的
な

位
置
に
描
か
れ
る
こ
と

が
多
く
、
力
な
く
仰
向

け
に
横
た
わ
る
身
体
に

は
神
罰
に
打
倒
さ
れ
た

悪
の
イ
メ
ー
ジ
と
同
じ

造
形
言
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
特
に
祭
壇
画

で
は
上
空
で
救
済
を
と

り
な
す
聖
母
マ
リ
ア
と

対
置
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

罪
と
死
を
も
た
ら
し
た
エ
バ
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
母
親
像
の
存
在
に
よ

っ
て
、
観
者
は
画
面
前
景
を
埋
め
る
男
性
犠
牲
者
の
古
典
主
義
的
な
身
体

も
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
る
よ
う
促
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
、
都
市
当
局
が
発
注
し
た
公
的
ペ
ス
ト
祭
壇
画
の
場
合
、
よ
り

社
会
政
策
的
な
意
味
合
い
が
強
く
な
る
。
十
七
世
紀
の
ペ
ス
ト
祭
壇
画
の

特
質
の
ひ
と
つ
は
、
母
子
像
を
含
め
ペ
ス
ト
犠
牲
者
の
周
囲
に
看
護
者
や

霊
導
師
の
姿
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
誰
に
も
看
取
ら
れ
ず
見
捨
て

ら
れ
た
犠
牲
者
の
姿
は
、
臨
終
の
秘
蹟
を
受
け
ず
に
死
ぬ
と
い
う
恐
ろ
し

い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
ト
レ
ン
ト

公
会
議
に
お
い
て
、
救
済
に
は
聖
職
者
が
執
行
す
る
七
つ
の
秘
蹟
が
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
を
教
義
と
し
て
確
認
し
、
十
六
世
紀
末
か
ら
宗
教
画
を
通

し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
都
市
民
の
教
化
が
行
わ
れ
た
か
ら
だ
。
臨
終
の
秘
蹟

︵
最
終
告
解
、
最
終
聖
体
拝
領
、
終
油
︶
を
受
け
な
い
者
は
、
現
世
の
罪

の
赦
し
を
得
ず
に
罪
の
中
に
死
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
美

徳
を
欠
い
た
︵
＝
救
済
に
値
し
な
い
︶
犠
牲
者
＝
貧
民
に
地
獄
堕
ち
の
運

命
が
待
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
誰
に
も
顧
み
ら
れ
ず
積

み
重
な
る
遺
体
が
、
最
後
の
審
判
図
に
お
け
る
地
獄
の
描
写
を
連
想
さ
せ

る
、
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
救
わ
れ
る
べ
き
ペ
ス
ト
患
者
の
表
象

　

貧
者
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
ペ
ス
ト
犠
牲
者
の
群
像
は
、
社
会
全
体
に
慈

愛
の
美
徳
と
そ
れ
に
基
づ
く
善
行
の
実
践
が
足
り
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
。

こ
の
欠
損
を
補
う
よ
う
に
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
に
ペ
ス
ト
患
者

図14　
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に
霊
的
な
救
い
を
与
え
る
聖
人
を
栄
光
化
し
た
図
像
が
量
産
さ
れ
た
。
そ

の
原
型
と
な
っ
た
主
題
が
﹁
ミ
ラ
ノ
の
ペ
ス
ト
患
者
を
見
舞
う
聖
カ
ル

ロ
・
ボ
ッ
ロ
メ
ー
オ
﹂
で
あ
る
。

　

一
五
七
五
年
の
ペ
ス
ト
大
流
行
で
大
き
な
犠
牲
を
出
し
た
ロ
ン
バ
ル
デ

ィ
ア
地
方
で
は
、
ト
レ
ン
ト
公
会
議
決
議
の
起
草
者
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク

改
革
の
先
頭
に
た
っ
た
カ
ル
ロ
・
ボ
ッ
ロ
メ
ー
オ
︵
一
五
三
八
～
八
四
年
︶

が
、
ミ
ラ
ノ
大
司
教
と
し
て
大
司
教
区
全
体
の
ペ
ス
ト
対
策
の
陣
頭
指

揮
を
執
っ
た
。
彼

は
自
ら
ペ
ス
ト
患

者
を
見
舞
い
、
秘

蹟
を
授
け
、
ま
た

ミ
ラ
ノ
の
人
々
を

カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰

に
向
か
わ
せ
る
た

め
三
日
間
に
わ
た

る
悔
悛
と
嘆
願
の

行
列
を
組
織
し

た
。
一
五
八
四
年

の
カ
ル
ロ
の
死
の

直
後
か
ら
列
聖
運

動
が
始
ま
り
、
信

仰
拡
大
の
一
環
と

し
て
、
ペ
ス
ト
流

行
中
の
カ
ル
ロ
の
行
い
を
含
む
カ
ル
ロ
伝
連
作
が
多
く
描
か
れ
た
︵
チ
ェ

ー
ザ
レ
・
ネ
ッ
ビ
ア
︽
ペ
ス
ト
患
者
へ
の
最
終
聖
体
拝
領
と
聖
釘
行
列
す

る
聖
カ
ル
ロ
︾
一
六
〇
四
年
、
パ
ヴ
ィ
ア
、
コ
レ
ー
ジ
ョ
・
ボ
ッ
ロ
メ
ー

オ
︶︻
図
15
︼。
一
六
一
〇
年
に
列
聖
さ
れ
て
か
ら
は
、
彼
の
聖
人
伝
に
取

材
し
た
宗
教
画
が
急
増
し
た
。
代
表
的
な
図
像
が
、
聖
カ
ル
ロ
・
ボ
ッ
ロ

メ
ー
オ
が
罹
患
の
危
険
を
顧
み
ず
掘
立
小
屋
の
並
ぶ
隔
離
施
設
を
見
舞
っ

て
、
貧
し
い
患
者
た
ち
に
臨
終
の
秘
蹟
を
授
け
る
場
面
で
あ
る
。

　

十
七
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
絵
画
に
聖
職
者
が
聖
体
拝
領
を
施
す
祭
壇
画
が

増
え
た
こ
と
に
着
目
し
た
ベ
ッ
ク
ル
は
、
そ
の
原
型
と
し
て
﹁
瀕
死
の
ペ

ス
ト
患
者
に
最
終
聖
体
拝
領
を
授
け
る
聖
カ
ル
ロ
﹂
図
像
を
収
集
・
検
証

し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
画
題
が
聖
カ
ル
ロ
と
い
う
一
人
の
聖
人
を
称
揚
す

る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
ト
レ
ン
ト
公
会
議
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
正
統

教
義
と
し
て
再
確
認
さ
れ
た
聖
餐
の
秘
蹟
︵
ミ
サ
典
礼
で
聖
職
者
に
よ
っ

て
聖
別
さ
れ
た
パ
ン
と
ワ
イ
ン
を
キ
リ
ス
ト
の
肉
と
血
と
し
て
信
徒
が
与

る
︶
の
教
化
・
宣
教
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
43
。

　
﹁
聖
カ
ル
ロ
の
ペ
ス
ト
﹂
が
生
ん
だ
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
主
題
が
、

ミ
ラ
ノ
市
全
体
の
悔
悛
を
示
し
神
の
慈
悲
を
歎
願
す
る
た
め
に
聖
カ
ル
ロ

が
組
織
し
た
﹁
聖
釘
︵Sacro

 C
h

io
d

o

︶
の
行
列
﹂
で
あ
る
。
ペ
ス
ト
流

行
の
凄
惨
な
光
景
の
中
を
、
キ
リ
ス
ト
を
十
字
架
に
打
ち
つ
け
た
釘
の
ひ

と
つ
と
信
じ
ら
れ
た
聖
遺
物
を
掲
げ
た
聖
カ
ル
ロ
が
進
む
様
を
描
い
た
数

多
く
の
作
例
は
、
麻
の
綱
を
首
に
巻
い
て
罪
の
悔
い
改
め
を
呼
び
か
け
る

大
司
教
の
篤
い
信
仰
心
を
表
現
し
て
い
る
。

　

十
六
世
紀
末
に
誕
生
し
た
二
つ
の
聖
カ
ル
ロ
主
題
が
登
場
す
る
ロ
ー
マ

図15　
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の
祭
壇
画
の
事
例
を
通
し
て
、
貧
民
母
子
像
の
新
た
な
意
味
づ
け
を
考
え

て
み
た
い
。

　

ロ
ー
マ
の
サ
ン
テ
ィ
・
カ
ル
ロ
・
エ
・
ビ
ア
ジ
オ
・
ア
イ
・
カ
テ
ィ
ナ

ー
リ
聖
堂
は
、
聖
カ
ル
ロ
と
つ
な
が
り
の
深
い
バ
ー
ナ
ビ
ッ
ト
会
聖
堂
で

あ
る
。
ミ
ラ
ノ
人
共
同
体
の
資
金
に
よ
っ
て
聖
カ
ル
ロ
に
献
げ
ら
れ
た
聖

堂
が
完
成
す
る
と
、
内
陣
に
掲
げ
る
祭
壇
画
コ
ン
ペ
が
行
わ
れ
た
。
ロ
ー

マ
の
盛
期
バ
ロ
ッ
ク
画
壇
を
代
表
す
る
ピ
エ
ト
ロ
・
ダ
・
コ
ル
ト
ー
ナ
は
、

︽
ミ
ラ
ノ
の
ペ
ス
ト
に
お
け
る
聖
カ
ル
ロ
の
聖
釘
行
列
︾
を
提
出
し
、
祭

壇
画
の
委
嘱
を
勝
ち
取
っ
た
︵
一
六
五
〇
～

六
七
年
、
ロ
ー
マ
、
サ
ン
・
カ
ル
ロ
・
ア

イ
・
カ
テ
ィ
ナ
ー
リ
聖
堂
︶︻
図
16
︼。
画
面

右
奥
か
ら
左
に
向
か
っ
て
、
天
蓋
の
下
で
聖

釘
を
掲
げ
て
深
い
悔
悛
の
表
情
を
浮
か
べ
た

聖
カ
ル
ロ
が
歩
い
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
に
、

画
面
前
景
に
は
二
種
類
の
貧
者
が
登
場
す
る
。

右
側
に
は
、
背
後
か
ら
別
の
貧
者
に
介
添
え

さ
れ
た
半
裸
の
男
性
が
、
聖
遺
物
と
聖
人
を

崇
め
て
い
る
。
肩
と
脚
を
む
き
出
し
に
し
た

格
好
か
ら
彼
が
物
乞
い
で
生
き
る
貧
者
で
あ

り
、
そ
の
青
白
い
皮
膚
か
ら
ペ
ス
ト
に
罹
患

し
た
病
人
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
左

側
で
は
、
両
手
を
合
わ
せ
て
聖
遺
物
に
祈
る

赤
衣
の
女
性
の
手
前
で
、
青
紫
の
衣
を
付
け

た
若
い
女
性
が
聖
人
の
前
に
跪
き
、
祝
福
を

請
う
よ
う
に
乳
児
を
差
し
出
し
て
い
る
。
前

者
は
瀕
死
の
ペ
ス
ト
患
者
と
し
て
の
貧
民
男

性
、
後
者
は
貧
民
母
子
で
あ
り
、
近
世
に
現

図16　
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れ
た
信
仰
心
に
溢
れ
た
﹁
理
想
的
﹂
貧
民
像
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
異
な
る
一

組
の
人
物
で
表
し
て
い
る
。

　

同
じ
祭
壇
画
コ
ン
ペ
に
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
ニ
ャ
ー
ル
が
提
出
し
た
図
像
は
、

十
七
世
紀
の
ペ
ス
ト
図
像
に
挿
入
さ
れ
た
貧
民
母
子
の
意
味
を
考
え
る
上

で
非
常
に
重
要
と
思
わ
れ
る
。
ミ
ニ
ャ
ー
ル
が
選
ん
だ
主
題
は
、︽
ミ
ラ

ノ
の
ペ
ス
ト
患
者
に
聖
体
拝
領
を
授
け
る
聖
カ
ル
ロ
︾︵
一
六
四
七
年
頃
、

カ
ー
ン
美
術
館
︶︻
図
17
・ 

18
︼
で
あ
る
。
聖
堂
の
内
部
に
設
定
さ
れ
た

画
面
に
は
、
ベ
ッ
ド
や
マ
ッ
ト
レ
ス
、
床
に
半
裸
の
病
人
た
ち
が
横
た
わ

っ
て
お
り
、
こ
れ
が
ペ
ス
ト
患
者
の
隔
離
施
設
︵
ラ
ザ
レ
ッ
ト
︶
で
あ
る

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
大
き
な
開
口
部
の
向
こ
う
に
サ
ン
タ
ン
ジ
ェ
ロ
城
と

ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
城
壁
が
見
え
、
こ
の
空
間
が
十
六
世
紀
末
の
ミ
ラ
ノ
で
は

な
く
ロ
ー
マ
郊
外
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

画
面
の
中
央
に
は
、
長
い
蝋
燭
を
灯
し
聖
具
を
も
っ
た
助
祭
と
、
ラ
ザ

レ
ッ
ト
を
運
営
す
る
修
道
士
と
思
わ
れ
る
黒
衣
の
人
物
に
付
き
添
わ
れ
て
、

赤
い
枢
機
卿
服
を
着
た
聖
カ
ル
ロ
が
聖
杯
か
ら
聖
体
の
パ
ン
を
差
し
出
し

て
い
る
。
彼
が
聖
餐
の
秘
蹟
を
授
け
る
の
は
若
い
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は

図17　
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裸
足
を
投
げ
出
す
よ
う
に
座
り
、
男
性
に
抱
き
か
か
え
ら
れ
て
上
半
身
を

起
こ
し
て
聖
人
を
仰
い
で
い
る
。
床
に
敷
い
た
む
し
ろ
と
前
景
右
隅
に
置

か
れ
た
小
鉢
、
投
げ
出
し
た
裸
足
か
ら
、
彼
女
が
施
し
で
生
き
る
極
貧
の

女
性
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
貧
民
女
性
の
膝
に
は
幼
児
が
力
尽

き
た
よ
う
に
う
つ
ぶ
せ
に
な
っ
て
い
る
。
女
性
は
青
ざ
め
た
顔
色
を
し
、

左
腕
は
子
ど
も
の
上
に
だ
ら
り
と
落
ち
て
い
る
こ
と
か
ら
、
死
が
近
づ
い

た
ペ
ス
ト
患
者
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
聖
カ
ル
ロ
が
授
け
る
聖
体
拝

領
は
、
最
終
告
解
と
赦
し
、
終
油
か
ら
な
る
臨
終
の
秘
蹟
の
一
部
で
あ
り
、

魂
の
救
済
を
得
る
た
め
の
最
終
聖
体
拝
領
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
作
品
で
は
、
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
る
男
性
患
者
で
は
な
く
、
疫
病
の

犠
牲
に
な
っ
た
貧
民
女
性
が
、
死
を
前
に
し
て
魂
の
救
済
の
糧
と
な
る
聖

体
を
授
か
る
情
景
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
が
救
済
に
値
す
る

貧
者
＝
ペ
ス
ト
犠
牲
者
と
な
る
の
は
、
そ
の
右
手
に
架
け
ら
れ
た
ロ
ザ
リ

オ
の
数
珠
に
象
徴
さ
れ
る
篤
い
信
仰
の
美
徳
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
論
で
検
討
し
て
き
た
近
世
の
貧
民
像
へ
の
多
様
な
ま
な
ざ
し
を
鑑
み
る

な
ら
、
ミ
ニ
ャ
ー
ル
が
描
い
た
貧
困
と
病
に
よ
っ
て
死
ぬ
運
命
に
あ
る
母

子
は
、
胸
を
は
だ
け
て
地
面
に
横
臥
す
る
母
子
像
と
反
対
に
、
男
性
聖
人

の
手
か
ら
救
済
の
糧
を
与
え
ら
れ
た
理
想
的
な
貧
困
母
子
像
と
し
て
表
象

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
貧
民
母
子
像
は
慈
愛
の
美
徳
を
表

す
こ
と
を
止
め
、
男
性
聖
職
者
の
慈
愛
に
溢
れ
た
最
後
の
施
し
を
一
身
に

受
け
る
従
順
な
受
益
者
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

　

近
世
イ
タ
リ
ア
絵
画
で
は
貧
者
の
描
き
方
が
大
き
く
変
化
し
た
。
新
た

な
貧
者
の
表
象
は
﹁
救
済
に
値
す
る
貧
者
は
誰
か
？
﹂
と
い
う
問
い
を
観

者
に
投
げ
か
け
た
。
そ
の
答
え
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
は
、
病
人
、
寡
婦
、

悔
悛
娼
婦
の
ほ
か
、
名
誉
の
た
め
困
窮
を
訴
え
に
く
い
、
本
来
可
視
化
さ

れ
に
く
い
﹁
恥
じ
入
る
﹂
貧
者
で
あ
る
。
一
方
、
助
け
合
う
物
乞
い
の
姿

を
借
り
て
、
慈
愛
と
信
仰
心
と
い
っ
た
美
徳
を
持
つ
者
の
み
が
受
益
者
と

な
る
こ
と
、
ペ
ス
ト
の
よ
う
に
死
が
目
前
に
迫
る
時
に
は
そ
の
よ
う
な
美

徳
あ
る
貧
者
の
魂
が
救
済
に
値
す
る
こ
と
が
説
か
れ
た
。
近
世
に
慈
愛
の

美
徳
が
母
子
像
で
表
さ
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
幼
い
子
供
を
置
き
去

り
に
し
て
疫
病
に
倒
れ
る
女
性
像
は
、
慈
愛
の
美
徳
を
反
転
さ
せ
た
イ
メ

ー
ジ
と
も
読
め
る
。
特
に
子
に
乳
房
を
分
け
与
え
な
い
、
あ
る
い
は
分
け

与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
貧
し
い
女
性
は
、
き
わ
め
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
特
性

の
強
い
貧
者
像
で
あ
る
。
こ
う
し
た
階
級
性
を
付
さ
れ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ

れ
た
貧
民
像
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
鑑
賞
者
は
、
施
し
の
担
い
手
と
受
け

手
の
双
方
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
自
ら
の
階
級
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
重
ね
合
わ
せ
て
、
貧
者
へ
の
ま
な
ざ
し
と
社
会
的
振
る
舞
い
を
変
え
る

よ
う
促
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
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［
附
記
］
本
研
究
は
、
平
成
二
十
二
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
﹁
若

手
研
究
Ｂ
﹂︵
課
題
番
号22720040

︶
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

註1 
N

ich
o

ls, To
m

, T
h

e a
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f p
o
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n
y a

n
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tu
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r im
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gery
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an

ch
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ew
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o
rk, 

M
an

ch
ester U

n
iversity P
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2 
O

th
ers a

n
d
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u
tca

sts in
 E

a
rly M

o
d
ern

 E
u

ro
p
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ictu
rin
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th
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rgin
s, ed
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y To

m
 N

ich
o

ls, A
d

lsh
o

t-B
u

rlin
gto

n
,   

A
sh

gate, 2007.

3 

七
つ
の
善
行
は
マ
タ
イ
伝
の
﹁
わ
た
し
が
飢
え
て
い
た
時
に
食
べ
さ

せ
、
喉
が
渇
い
て
い
た
時
に
飲
ま
せ
、
旅
を
し
て
い
た
時
に
宿
を
貸
し
、

裸
の
時
に
着
せ
、
病
気
の
時
に
見
舞
い
、
牢
に
い
た
時
に
訪
ね
て
く
れ

た
﹂
に
死
者
の
埋
葬
を
加
え
た
物
質
的
慈
善
を
指
す
。

4 

ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る
と
、﹁
キ
リ
ス
ト
の
貧
者
﹂
が
清
貧
の
誓

い
を
立
て
た
托
鉢
修
道
士
よ
り
も
貧
民
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
三
三
〇
年
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
ー
ニ
に
よ
る
再
解
釈
以
降
で
あ
る
。H

en
-

d
erso

n
, Jo

h
n

, P
iety a

n
d
 ch

a
rity in

 La
te M

ed
ieva

l Flo
ren

ce, 

C
h

icago
, U

n
iversity o

f C
h

icago
 P

ress, 1994, p
. 258.

5 

物
乞
い
を
風
刺
し
た
サ
モ
サ
タ
の
ル
キ
ア
ヌ
ス
︵
一
二
五
頃
～

一
八
〇
年
以
後
︶
の
『
寄
生
虫
：
物
乞
い
は
職
業
で
あ
る
こ
と
の
論
証
』

︵
人
文
主
義
者
グ
ア
リ
ー
ノ
・
ダ
・
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
に
よ
っ
て
一
四
一
八

年
に
ラ
テ
ン
語
訳
︶
を
念
頭
に
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
物
乞
い
で
生
き
る

浮
浪
者
を
﹁
無
頓
着
と
怠
惰
﹂
以
外
に
修
練
の
い
ら
な
い
気
儘
で
楽
し

い
﹁
職
業
﹂
と
揶
揄
し
て
い
る
。Leo

n
 B

attista A
lb

erti, M
o
m

u
s, 

tran
s. S. K

n
igh

t, C
am

b
rid

ge-Lo
n

d
o

n
, 2003, p

. 131.

6 
Ib

id., p
p

. 131-2. C
fr. Pestilli, Livio

, “B
lin

dn
ess, lam

en
ess an

d 
m

en
dican

cy in
 Italy (fro

m
 th

e 14th
 to

 th
e 18th

 cen
tu

ries)”, 
O

th
ers a

n
d
 o

u
tca

sts in
 E

a
rly M

o
d
ern

 E
u

ro
p
e, p

p
. 107-129, 

p
. 109.; N

ich
o

ls, o
p
.cit., p

p
. 57-58.

7 

イ
タ
リ
ア
半
島
で
は
フ
ラ
ン
ス
軍
の
侵
攻
と
と
も
に
梅
毒
が
蔓
延
し

た
た
め
﹁m

al fran
cese

︵
フ
ラ
ン
ス
病
︶﹂
と
呼
ば
れ
た
。
発
疹
や
潰

瘍
な
ど
外
面
的
な
身
体
症
状
を
伴
う
梅
毒
は
、
同
じ
く
身
体
疾
患
を
伴

う
ら
い
病
、ペ
ス
ト
な
ど
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
感
染
症
と
混
同
さ
れ
﹁
不

治
の
病
﹂
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
。
十
六
世
紀
前
半
に
は
梅
毒
専
門
施
療

院
が
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
に
つ
く
ら
れ
た
。

8 
P

u
llan

, B
rian

, R
ich

 a
n

d
 p

o
o

r in
 R

en
a

issa
n

ce V
en

ice, 
O

x
fo

rd
, B

rack
w

ell, 1
9

7
1

, p
.2

2
1

.; C
o

ttrell, P
h

ilip
, “P

o
o

r 
su

b
stitu

tes: Im
agin

g d
isease an

d
 vagran

cy in
 R

en
aissan

ce 
V

en
ice”, O

th
ers a

n
d

 o
u

tca
sts in

 E
a

rly M
o
d

ern
 E

u
ro

p
e, 

p
p

. 63-85, p
p

. 63-64. 

こ
の
法
令
は
一
五
二
九
年
に
厳
格
化
さ
れ
た
。

9 
C

h
am

b
ers, D

.S., B
rian

 P
u

llan
 ed

s., V
en

ice:a
 d

o
cu

m
en

ta
-

ry h
isto

ry 1
4

5
0

-1
6

3
0

, O
x

fo
rd

, 1993, p
p

.304, 308-9.

ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
救
貧
法
は
、
一
五
七
四
、七
八
、九
三
年
に
改
定
更
新
さ
れ
た
。

10 
V

ives, Ju
an

 Lu
is, D

e su
b

ven
tio

n
e p

a
u

p
eru

m
 sive D

e 
h

u
m

a
n

is n
ecessita

tib
u

s, lib
ri II, Selected

 w
o

rk
s o

f 
J.L

.V
ives, vo

l. IV, tran
s. n

o
tes ed

ited
 b

y C
. M

ath
eeu

ssen
, 

C
. Fan

tazzi, assistan
ce o

f J. D
e Lan

d
tsh

eer, Leid
en

-B
o

sto
n

, 
B

rill, 2002. 

ラ
テ
ン
語
版
は
一
五
二
六
年
ブ
ル
ー
ジ
ュ
で
二
版
、

一
五
三
〇
年
パ
リ
、
一
五
三
二
年
リ
ヨ
ン
、
一
五
五
五
年
バ
ー
ゼ
ル
で
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貧者のジェンダー

出
版
さ
れ
た
。

11 
Ib

id
., lib

.I, cap
p

. 5-6.

12 
Ib

id
., lib

. II, cap
p

. 1-8. 

こ
う
し
た
世
俗
行
政
に
よ
る
新
た
な
貧
民
政

策
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
が
担
っ
て
き
た
伝
統
的
な
貧
者
観
と
相
容
れ
な

い
点
が
多
く
﹁
残
酷
﹂
と
の
批
判
も
予
想
さ
れ
る
た
め
、
ビ
ベ
ス
は
段

階
的
な
施
策
導
入
を
助
言
し
て
い
る
。

13 

ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
ゲ
レ
メ
ク
『
憐
れ
み
と
縛
り
首
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史

の
な
か
の
貧
民
』
早
坂
真
理
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
︵1986

︶。

14 
A

ik
em

a, B
ern

ard
, “Lo

ren
zo

 Lo
tto

: la Pala d
i San

t’A
n

to
-

n
in

o
 e l’O

sservan
za d

o
m

an
ican

a a V
en

ezia”, M
itteilu

n
gen

 
d
es K

u
n

sth
isto

risch
en

 In
stitu

tes in
 Flo

ren
z, 33, 1989, n

.1, 

p
p

. 127-140, p
p

. 132ff. 

本
作
に
言
及
し
た
リ
ー
ス
の
論
稿
は
、
下
層

民
が
登
場
す
る
絵
画
主
題
と
作
例
の
提
示
に
留
ま
っ
て
い
る
。R

iis, 
T

h
o

m
as, “I p

o
veri n

ell’arte italian
a (seco

li X
V

-X
V

III)”, 
T
im

o
re e ca

rità
. I p

o
veri n

ell’Ita
lia

 m
o

d
ern

a
, A

tti d
el 

co
n

vegn
o

, a cu
ra d

i G
io

rgio
 Po

liti, M
ario

 R
o

sa, Fran
co

 d
ella 

P
eru

ta, C
rem

o
n

a, Lib
reria d

el C
o

n
vegn

o
 ed

itrice, 1
9

8
2

, 
p

p
.45-58.

15 
A

ikem
a, a

rt.cit., p
. 132.

16 
C

esare R
ip

a, Ico
n

o
lo

gia
, R

o
m

a, G
iglio

tti, 1593; R
o

m
a, Facii, 

1603; Pad
o

va, To
zzi, 1611.

17 

十
六
世
紀
前
半
か
ら
、
フ
ラ
ン
ド
ル
と
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

地
域
を
中
心
に
、
身
体
を
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
戯
画
化
さ
れ
た
﹁
怠
惰
な

乞
食
﹂
イ
メ
ー
ジ
が
作
り
出
さ
れ
た
。
ル
カ
ス
・
フ
ァ
ン
・
レ
イ
デ
ン

の
連
作
版
画
︵
一
五
〇
九
頃
～
一
〇
年
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
国
立
版

画
室
︶
で
は
、
物
乞
い
は
男
女
と
も
身
体
の
障
害
や
疾
病
を
示
す
義
手

義
足
を
付
け
ず
、
衣
服
に
両
手
を
隠
し
労
働
を
嫌
う
﹁
怠
惰
﹂
の
身
ぶ

り
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
労
働
で
き
る
身
体
を
も
ち
な
が
ら
他
者
の

施
し
に
依
存
す
る
﹁
怠
惰
な
乞
食
﹂
と
し
て
の
偽
貧
者
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
。N

ich
o

ls, o
p
.cit., p

. 194.

18 
Ib

id
., p

p
. 152-158.

19 
Ib

id
., p

p
. 158-161.

20 
Ib

id
., p

p
. 162-165.

21 

拙
稿
、﹁
近
世
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
に
お
け
る
ペ
ス
ト
祈
願
行
列
の
聖

母
マ
リ
ア
図
像
―
―
疫
病
平
定
と
癒
し
の
宗
教
政
治
学
﹂
博
士
学
位

論
文
、
千
葉
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、

七
六
～
一
二
八
頁
。

22 
N

ich
o

ls, o
p
.cit., p

p
. 170-173.

23 
Ib

id
.

24 

︽
民
衆
の
聖
母
︾
の
図
像
解
釈
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
教
行
『
フ
ェ
デ

リ
コ
・
バ
ロ
ッ
チ
と
カ
ッ
プ
チ
ー
ノ
会
―
慈
愛
の
薔
薇
と
祈
り
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
』
あ
り
な
書
房
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

25 
Pestilli, a

rt.cit., n
o

te 63.

26 
C

ajan
i, Lu

ig
i, “G

li Statu
ti d

ella C
o

m
p

agn
ia d

ei ciech
i, 

zo
p

p
i e stro

p
p

iati d
ella V

isitazio
n

e (1
6

9
8

)”, R
icerch

e p
er 

la
 Sto

ria
 R

eligio
sa

 d
i R

o
m

a
, III, R

o
m

a, 1979,  p
p

. 281-313.

27 

浦
上
雅
司
﹁
カ
ル
ロ
・
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
マ
ル
ヴ
ァ
ジ
ー
ア
著
﹁
ド

メ
ニ
キ
ー
ノ
伝
﹂
翻
訳
﹂『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
四
一
巻
二
号
、

二
〇
〇
九
年
九
月
、
七
五
七
～
八
〇
九
頁
、
七
六
三
頁
。

28 

ポ
レ
礼
拝
堂
壁
画
に
つ
い
て
、
マ
ル
ヴ
ァ
ジ
ー
ア
は
霊
感
源
と
な
っ

た
ア
ン
ニ
ー
バ
レ
の
︽
聖
ロ
ク
ス
︾
と
比
し
て
﹁
下
町
風
俗
画
﹂
と
厳

し
く
批
判
し
て
い
る
。
前
掲
論
文
、
七
七
〇
～
七
七
一
頁
。﹁
ア
ン
ニ
ー

バ
レ
が
描
い
た
情
景
は
抑
制
が
効
い
て
堂
々
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に

比
べ
る
と
、
ド
メ
ニ
コ
の
絵
は
幼
稚
で
卑
俗
で
あ
る
。
ア
ン
ニ
ー
バ
レ



142

の
絵
に
は
多
様
な
行
為
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。︵
略
︶
こ
れ
ら
の
一
切

が
富
を
配
分
し
貧
困
を
癒
す
と
い
う
絵
画
の
内
容
に
適
っ
て
い
る
。
だ

が
、
ド
メ
ニ
コ
の
絵
で
は
主
要
な
画
題
か
ら
全
く
か
け
離
れ
た
逸
話
的

情
景
、
無
関
係
で
お
ど
け
た
幼
稚
な
情
景
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
子

供
た
ち
は
誰
も
素
直
で
楽
し
そ
う
で
あ
り
、
敬
虔
で
重
々
し
く
真
剣
な

施
し
の
雰
囲
気
を
台
無
し
に
し
て
い
る
﹂。

29 
N

ich
o

ls, o
p
.cit., p

p
. 141-44.

30 
Pestilli, a

rt.cit., p
. 118.

31 

こ
う
し
た
救
貧
施
設
は
ト
レ
ン
ト
公
会
議
決
議
を
受
け
て
司
教
権

や
教
区
司
祭
あ
る
い
は
男
性
修
道
会
の
監
督
下
に
置
か
れ
た
が
、
運

営
主
体
や
規
約
な
ど
は
既
存
の
修
道
会
系
／
在
俗
信
徒
会
系
扶
助
組

織
を
雛
型
に
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

で
は
十
六
世
紀
半
ば
か
ら
貧
困
少
女
や
孤
児
少
女
を
収
容
し
読
み

書
き
と
裁
縫
を
教
え
未
熟
練
労
働
で
自
活
を
図
る
慈
善
更
生
施
設

︵C
o

n
servato

rio
, O

sp
ed

ale d
elle Po

vere A
b

b
an

d
o

n
ate

︶
が
現

れ
た
。
公
式
年
代
記
で
は
行
政
や
男
性
修
道
会
の
主
導
が
語
ら
れ
る

が
実
質
的
な
運
営
主
体
は
修
道
女
や
寡
婦
で
あ
り
、
十
五
世
紀
以
来

の
﹁Serb

an
za

﹂
の
よ
う
な
修
道
女
が
運
営
す
る
少
女
寄
宿
制
を
モ
デ

ル
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。C

fr. Stro
cch

ia, Sh
aro

n
 T., “Taken

 in
to

 
cu

sto
d

y: girls an
d

 co
n

ven
t gu

ard
ian

sh
ip

 in
 R

en
aissan

ce 
Flo

ren
ce”, R

en
a

issa
n

ce Stu
d
ies , vo

l. 17, n
o

. 2, 2003, p
p

. 177-
2

0
0

.; Terp
stra, N

ich
o

las, “M
o

th
ers, sisters, an

d
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au
gh

ters: 
girls an

d
 co

n
servato

ry gu
ard

ian
sh

ip
 in

 th
e R

en
aissan

ce 
Flo

ren
ce”, ib

id
., p

p
.211-229.

32 

ロ
ー
マ
で
は
総
合
的
貧
民
収
容
・
更
生
施
設
と
し
て
テ
ヴ
ェ
レ
河

リ
ー
パ
港
に
サ
ン
・
ミ
ケ
ー
レ
院
が
で
き
る
ま
で
集
権
的
な
貧
民
収

容
・
更
生
施
設
は
組
織
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
教

区
、
修
道
会
、
信
徒
会
レ
ベ
ル
の
救
貧
組
織
は
増
加
し
て
い
る
。
例
え

ば
一
五
八
九
年
に
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
イ
ン
・
ル
チ
ー
ナ
教
区
で

は
教
区
聖
堂
後
見
枢
機
卿
︵
設
立
時
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
司
教
と
し
て
聖
画

像
改
革
や
ト
レ
ン
ト
決
議
を
実
践
し
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
・
パ
レ
オ
ッ

テ
ィ
︶
の
保
護
の
も
と
教
区
の
貧
し
い
病
人
を
助
け
る
信
徒
会
が
結
成

さ
れ
た
︵
規
約
：O

rd
in

i d
ella

 co
n

grega
tio

n
e d

i S.Lo
ren

zo
 in

 
Lu

cin
a

, p
er i Poveri in

ferm
i d

ella
 Pa

rro
ch

ia
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La povertà è sempre stata, e ancora oggi è uno dei problemi sociali. Nella Storia 

dell’arte italiana abbiamo le numerose immagini della povertà da cui si può trarre 

gli sguardi svariati, non privi delle contraddizioni, verso i poveri. Vengono definiti, 

innanzitutto, come oggetti della carità cristiana, ma la povertà stessa può significare 

anche una scelta positiva, una forma ideale di Imitatio Christi, per gli ordini 

mendicanti. Dalla seconda metà del Quattrocento, però, emerge un’atteggiamento 

nuovo che vide in poveri il male da eliminare dalla società urbana. In questo saggio, 

si cerca di chiarire le trasformazioni degli sguardi verso i poveri nei Cinque-Seicento 

in Italia mettendo l’occhio sulle rappresetazioni del Gender.

Tradizionalmente Poveri di Christo furono rappresentati dalle figure 

maschili, disabili o vecchi, oppure dai pellegrini, da cui particolarità fisiche è facile 

comprendere che loro furono beneficiari legittimi delle opere misericordiose. 

Verso la metà del Quattrocento, invece, da parte degli intellettuali, ad esempio gli 

umanisti Leon Battista Alberti o Juan Luis Vives, si manifestavano le accuse ai poveri 

mendicanti d’essere peccatore della pigrizia quindi il male da cacciare via dagli 

spazi pubblici urbani. Con questa trasformazione del pauperismo, le città, Venezia 

prima fra tutte, presero atto la politica secolare del pauperismo selettivo, anziché 

quello indiscriminato e religioso che tradizionalmente viene legittimato dalla Chiesa 

cattolica.

Dall’analisi intorno alla pala d’altare veneziana del Lorenzo Lotto (L’elemosina 

di Sant’Antonino, 1540-42), quella bolognese del Annibale Carracci (L’elemosina 

di San Rocco, 1588-95), e l’affresco romano del Domenichino(Santa Cecilia 

distribuisce i beni ai poveri, 1611-14), si è verificato che nella pittura italiana dei 

Cinque-Seicento la rappresentazione della povertà si trasformava a produrre le nuove 

categorie visive dei poveri attraverso le figure femminili: poveri vergognosi, vedove, 
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e madri con bambini. Facendo delle ulteriori considerazioni sopra l’immagine della 

povera madre con bambino, abbiamo scoperto che questa sarebbe stata una variante 

dell’allegoria della Carità, ma in contesti diversi, come la pala commemorativa della 

pestilenza di Napoli avrebbe potuto significare la peccatrice che venga distrutta dalla 

punizione divina, o al contrario, il simbolo delle vittime ideali che dopo pentimento 

dei propri peccati, riabbracciando la fede cattolica e prendendo i sacramenti dai 

santi sacertodi vengono promesse la salvazione, non del corpo ma dell’anima. Così, 

nelle città italiane della Prima Età Moderna il problema sempre aumentato della 

povertà e le trasformazioni del pauperismo producevano le nuove rappresentazioni 

“genderizzati” dei poveri, dalle quali potevano essere influenzati pure gli sguardi e gli 

atteggiamenti dei loro osservatori contemporanei.
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