
本
稿
は
、「
ア
ー
サ
ー
」
が
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
「
王
」
な
の
か
と

い
う
問
い
か
ら
出
発
し
、
十
二
、
十
三
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
物
語
群
に
お

い
て
彼
の
「
身
体
」
が
果
た
し
た
役
割
を
考
察
し
て
ゆ
く
。
死
や
運
命
を

前
に
し
た
一
登
場
人
物
と
し
て
の
心
理
分
析
、
あ
る
い
は
彼
の
存
在
が
表

象
す
る
中
世
の
道
徳
観
、
こ
う
い
っ
た
観
点
を
あ
え
て
と
ら
な
い
理
由
を

挙
げ
る
な
ら
ば
、
彼
固
有
の
「
人
間
性
」
は
、
彼
の
内
面
に
で
は
な
く
、

そ
の
身
体
に
こ
そ
表
出
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
だ
。「
王
」
な

る
も
の
の
身
体
観
が
叙
述
行
為
や
テ
ク
ス
ト
の
創
出
に
ど
の
よ
う
に
か
か

わ
る
の
か
、
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

１

王
の
身
体

「
ア
ー
サ
ー
」
と
い
う
固
有
名
詞
へ
の
最
初
の
言
及
は
ネ
ン
ニ
ウ
ス
の

『
ブ
ル
ト
ン
史
』（
八
百
年
頃
）
で
あ
る
。
六
世
紀
に
侵
略
者
の
サ
ク
ソ
ン

人
た
ち
と
戦
っ
て
い
た
一
人
の
ブ
ル
ト
ン
人
の
「
指
揮
官
」dux

bellorum

だ
っ
た
。
ベ
イ
ド
ン
山
の
戦
い
で
は
た
だ
一
人
で
九
六
○
人
を
切
り
殺
し
、

勝
利
を
導
い
た
。
彼
は
「
ブ
ル
ト
ン
人
の
王
た
ち
と
共
に
」
戦
っ
て
い
た

が
、
彼
自
身
が
「
王
」
だ
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
後
続
の
他
の
史
料

も
同
様
で
、
ア
ー
サ
ー
の
身
分
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
ら
ず
、
勇
猛
で

あ
っ
た
こ
と
だ
け
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
悲
歌
『
ゴ
ド

ジ
ン
』
が
「
ア
ー
サ
ー
以
外
の
誰
に
も
武
勲
で
劣
ら
な
い
勇
敢
な
戦
士
」

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
の

ア
ー
サ
ー
王
の
身
体
と
聖
杯

中
世
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
正
義

横

山

安
由
美
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は
「
勇
猛
な
戦
士
ア
ー
サ
ー
」
の
像
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
１

。
指
揮
官
は
「
族

長
」
や
「
領
主
」
で
も
あ
り
う
る
し
、
実
際
に
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
聖
人
伝
に

登
場
す
る
ア
ー
サ
ー
は
、
高
慢
で
わ
が
ま
ま
で
好
色
の
、
い
わ
ば
典
型
的

な
権
力
者
像
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
大
団
円
で
神
や
聖
人
の
力
に
屈
服

す
る
存
在
で
あ
る
。

ア
ー
サ
ー
を
厳
密
な
意
味
で
の
「
王
」
に
し
た
の
は
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
オ

ブ
・
モ
ン
マ
ス
の
『
ブ
リ
タ
ニ
ア
列
王
史
』（
一
一
三
六
年
）
で
あ
る
。
彼

の
誕
生
、
戴
冠
、
結
婚
、
戦
功
、
そ
し
て
死
が
通
事
的
に
語
ら
れ
る
か
ら

だ
。
皮
相
的
に
は
、
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
現
在
ま
で
を
対
象
と
す
る
、
実
在

の
人
物
が
多
数
登
場
す
る
「
歴
史
書
」
に
そ
の
血
筋
も
含
め
て
記
述
さ
れ

た
こ
と
は
、
ア
ー
サ
ー
王
の
歴
史
的
実
在
が
公
認
さ
れ
た
か
に
み
え
る
。

と
は
い
え
、
真
偽
と
り
ま
ぜ
て
直
線
的
な
歴
史
を
記
述
す
る
の
が
当
時
の

年
代
記
の
常
で
あ
っ
た
し
、「
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
お
前
も
か
」
と
カ
エ
サ
ル

に
言
わ
し
め
た
あ
の
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
が
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
始
祖
で
あ
る
と
い

う
語
源
的
な
虚
構
に
始
ま
り
、
数
多
く
の
驚
異
的
事
象
を
含
む
本
書
に
対

し
て
、
当
初
か
ら
懐
疑
の
念
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
断
片
的
な
情
報
で
し
か
な
か
っ
た
ア
ー
サ
ー
が
そ
の

「
生
涯
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
現
実
へ
の
レ
フ
ェ
ラ
ン
シ
エ
ル

を
離
れ
て
、
物
語
内
の
完
結
し
た
世
界
に
そ
の
居
地
を
確
保
し
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
書
物
の
企
図
が
「
諸
王
の
歴
史
」historia

regum

だ
か

ら
彼
は
「
王
」rex

に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
高
潔
な
人
格
と
い
う
「
王
で
あ
る

た
め
の
王
」
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
、「
王
」
と
い
う
歴
史
的
身
体
を
得
た
の

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
諸
作
品
は
全
て
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
。

作
者
不
詳
の
レ
ー
の
一
つ
『
メ
リ
オ
ン
』
の
冒
頭
が
、
一
二
○
○
年
頃

の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
般
的
な
ア
ー
サ
ー
「
王
」
像
を
示
し
て
く
れ
る
。

ア
ー
サ
ー
王
が
国
を
治
め
て
い
た
頃

│
│
彼
は
諸
国
を
征
服
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
│
│

そ
し
て
騎
士
た
ち
に
豪
華
な
贈
り
物
を
与
え
て
い
た
頃
２

。

国
内
を
「
統
治
」
し
、
他
国
を
「
征
服
」
し
、
臣
下
た
ち
に
奉
仕
の
代
償
を

与
え
る
。
中
世
封
建
社
会
の
国
王
の
機
能
の
端
的
な
要
約
で
あ
る
。
ま
た

ベ
ル
ー
ル
の
『
ト
リ
ス
タ
ン
物
語
』
に
は
マ
ル
ク
と
ア
ー
サ
ー
と
い
う
二

人
の
王
が
登
場
す
る
。
イ
ズ
ー
の
夫
か
つ
ト
リ
ス
タ
ン
の
伯
父
で
あ
る
マ

ル
ク
王
は
、
恋
人
た
ち
の
動
向
に
一
憂
一
喜
し
な
が
ら
、
傲
慢
さ
、
小
心
、

衝
動
性
な
ど
を
示
す
人
間
的
な
存
在
で
あ
る
。
彼
を
主
語
と
す
る
動
詞
は

「
戦
を
す
る
」「
木
に
登
る
」「
寝
る
」「
人
を
探
す
」「
見
つ
け
る
」「
叫

ぶ
」「
立
ち
上
が
る
」
な
ど
と
い
っ
た
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
人
々

も
王
の
身
を
「
と
ら
え
」、
話
し
か
け
た
り
告
げ
口
を
し
た
り
す
る
。
他

方
ア
ー
サ
ー
王
は
、
何
よ
り
も
「
い
る
（
立
ち
会
う
）」
べ
き
存
在
で
あ
り
、

取
り
囲
む
臣
下
た
ち
の
数
や
各
々
の
価
値
が
王
の
身
体
を
装
飾
す
る
。
あ

る
時
イ
ズ
ー
か
ら
手
紙
を
受
け
取
り
、
彼
女
の
潔
白
証
明
に
証
人
と
し
て

立
ち
会
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。

も
し
ア
ー
サ
ー
王
が
そ
こ
に
来
て
く
だ
さ
っ
て

そ
し
て
世
に
も
優
美
な
甥
の
ゴ
ー
ヴ
ァ
ン
様
、

アーサー王の身体と聖杯
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ジ
ル
フ
レ
様
、
家
令
の
キ
ュ
ー
様
な
ど

百
人
も
の
ご
家
臣
が
ご
一
緒
に
い
て
く
だ
さ
る
な
ら

何
を
聞
い
て
も
嘘
を
つ
か
れ
る
こ
と
な
く

誹
謗
中
傷
に
敢
然
と
戦
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
３

。

中
世
文
学
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（C

orpus
de
la
L
ittérature

m
édiévale

）
に

お
け
る
の
べ
二
千
回
を
越
え
るA

rtus/A
rtu

の
語
の
用
例
を
観
察
し
て
み

る
と
、
き
わ
め
て
概
括
的
で
は
あ
る
が
、
以
下
の
特
徴
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。「
主
格
」
は
一
般
に
、
主
語
、
呼
び
か
け
、
主
語
の
同
格
、
属

詞
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
が
、
ア
ー
サ
ー
を
主
語
と
す
る
動
詞
の
大
多
数
は
、

「
い
る
」「
来
る
」「
与
え
る
」
つ
ま
り
存
在
、
移
動
、
贈
与
な
ど
を
意
味

す
る
。
ま
た
、
直
接
話
法
中
の
呼
格
と
し
て
の
使
用
が
相
対
的
に
多
い
。

つ
ま
り
彼
は
、
人
々
が
そ
こ
に
参
上
し
、
呼
び
か
け
る
べ
き
対
象
で
あ
る
。

「
被
制
格
」
は
直
接
・
間
接
目
的
語
、
状
況
補
語
、
実
詞
の
修
飾
な
ど
に

用
い
ら
れ
る
が
、
ア
ー
サ
ー
の
場
合
、「
ア
ー
サ
ー
王
の
宮
廷
へ
向
か

う
」
な
ど
と
い
っ
た
名
詞
の
限
定
、
つ
ま
り
場
所
を
示
す
副
詞
句
に
お
け

る
用
例
が
多
く
、
逆
に
普
通
の
動
詞
の
目
的
語
と
し
て
の
使
用
は
少
な
い
。

か
ろ
う
じ
て
「
神
が
お
守
り
く
だ
さ
い
ま
す
ア
ー
サ
ー
」
と
い
っ
た
〈
神
〉

を
主
語
と
し
た
文
か
、
ま
た
は
「
会
う
（
見
る
）」veoir

の
場
合
な
ど
に

限
ら
れ
、
こ
れ
も
人
々
が
は
せ
参
じ
て
彼
に
会
う
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

で
あ
る
。
つ
ま
り
王
は
本
質
的
に
〈
王
の
場
〉
を
構
成
す
る
行
為
主
体
で

あ
っ
て
、
客
体
で
は
な
い
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。

ま
た
人
に
物
を
「
与
え
る
」
存
在
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
求
め
」

「
所
有
す
る
」
主
体
で
も
あ
る
。
人
々
は
彼
に
恭
し
く
物
を
提
供
す
る
。

王
の
狩
猟
は
、
力
に
よ
っ
て
「
求
め
る
」
者
の
典
型
的
な
表
現
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
儀
礼
的
に
描
か
れ
る
。「
与
え
る
力
」
は
宮
廷
風
騎
士
道
の
最

大
の
徳
「
気
前
の
よ
さ
」largesse

と
直
截
に
結
び
つ
く
。
最
も
多
く
持
つ

者
は
最
も
多
く
与
え
る
べ
き
者
で
あ
り
、
そ
れ
が
階
級
的
な
ス
テ
ー
タ
ス

を
構
成
す
る
。
王
の
主
要
な
機
能
「（
騎
士
を
）
叙
任
す
る
」adober

は
と

り
も
な
お
さ
ず
「
武
具
を
与
え
る
」
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
一
種
の

男
性
的
な
万
能
感
と
も
結
び
つ
き
、
た
と
え
ば
失
恋
し
、
歌
を
や
め
、
さ

す
ら
い
の
旅
に
出
る
、
ベ
ル
ナ
ル
ト
・
デ
・
ヴ
ェ
ン
タ
ド
ル
ン
の
有
名
な

カ
ン
ソ
「
陽
の
光
を
浴
び
て
雲
雀
が
」
の
〈
私
〉
は
、「
ト
リ
ス
タ
ン
よ
、

も
う
何
も
私
か
ら
受
け
取
り
ま
す
ま
い
」
と
ぼ
や
い
て
い
る
４

。

王
が
所
有
す
る
の
は
土
地
や
財
ば
か
り
で
な
い
。
王
妃
の
身
体
も
そ
の

対
象
で
あ
り
、
生
殺
与
奪
権
を
も
つ
。
ト
リ
ス
タ
ン
が
断
罪
さ
れ
る
の
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
へ
と
運
ば
れ
、
本
来
王
に
謹
呈
さ

れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
「
王
妃
の
身
体
」
を
運
搬
途
中
に
奪
っ
た
こ
と
に
あ

る
。
不
倫
を
知
っ
て
激
怒
し
た
マ
ル
ク
王
は
イ
ズ
ー
を
焼
き
殺
そ
う
と
し

た
り
、
穴
倉
に
暮
ら
す
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
た
ち
に
「
与
え
」
た
り
す
る
。

グ
ニ
エ
ー
ヴ
ル
の
ラ
ン
ス
ロ
と
の
浮
気
を
知
っ
た
ア
ー
サ
ー
王
も
、
彼
女

を
火
で
焼
き
殺
し
、
肉
体
そ
の
も
の
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
し
た
５

。「
偽

グ
ニ
エ
ー
ヴ
ル
事
件
」
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
が
語
る
通
り
、
王
妃
は
、
し
ば

し
ば
誰
か
に
誘
拐
さ
れ
た
り
、
取
り
替
え
ら
れ
た
り
す
る
「
身
体
」
で
あ

る
。
王
妃
が
自
分
で
所
有
す
る
の
は
、
髪
、
指
輪
、
胴
衣
の
留
め
金
と

い
っ
た
彼
女
の
身
体
の
「
部
分
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
従
者
や
騎
士
た
ち
に
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託
し
て
、
意
思
を
表
し
た
り
伝
え
た
り
す
る
。

さ
て
、
忠
実
な
奥
方
が
「
王
の
愛
ら
し
い
半
身
６

」
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
「
半
身
」
の
奪
取
は
王
の
象
徴
的
身
体
の
完
全
性
を
傷
つ
け
る
こ
と

で
あ
る
。
プ
ロ
ッ
プ
の
い
う
「
欠
落
の
補
完
」
に
等
し
い
、
政
治
権
力
の

侵
犯
と
回
復
と
い
う
自
律
的
な
構
造
を
な
す
か
ら
こ
そ
、
中
世
文
学
は
好

ん
で
奥
方
の
不
倫
を
描
い
た
の
だ
。
も
と
よ
り
結
婚
制
度
に
お
い
て
愛
は

前
提
で
も
目
的
で
も
な
い
し
、
禁
忌
が
エ
ロ
ス
の
本
質
の
一
つ
で
は
あ
る

の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
二
義
的
な
理
由
で
し
か
な
い
。「
所
有
」
は
お
の
ず

か
ら
主
体
と
客
体
の
主
従
関
係
を
生
み
出
す
。
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ズ
ー
が

理
想
の
一
対
た
り
う
る
の
は
、
互
い
が
社
会
的
な
意
味
で
の
所
有
・
被
所

有
の
関
係
に
な
い
た
め
に
、
純
粋
に
「
愛
」
を
通
し
て
同
一
人
格
へ
の

「
一
体
化
」
へ
向
か
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
だ
。
ス
イ
カ
ズ
ラ
に

想
い
を
託
し
た
ト
リ
ス
タ
ン
は
こ
う
刻
み
こ
む
。「
愛
す
る
人
よ
、
私
た

ち
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
す
。
私
な
く
し
て
貴
方
な
く
、
貴
方
な
く
し

て
私
は
な
い
７

。」

王
は
ま
た
、〈
王
の
場
〉
に
騎
士
を
受
け
入
れ
、
ま
た
追
放
す
る
者
で

あ
る
。
マ
ル
ク
王
は
「
彼
〔＝

ト
リ
ス
タ
ン
〕
が
王
妃
を
愛
し
た
こ
と
の

た
め
に
、
自
分
の
国
か
ら
彼
を
追
放
し
た
８

」。
騎
士
た
ち
は
、
宮
廷
に

お
い
て
は
王
と
共
に
在
る
者
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
場
所
で
は
「
さ
ま
よ

う
」
者
で
あ
る
。
こ
う
し
た
騎
士
の
機
能
に
つ
い
て
は
シ
ェ
ヌ
リ
の
大
著

『
遍
歴
の
騎
士
』
や
ケ
ー
ラ
ー
の
古
典
的
な
研
究
書
が
参
照
可
能
で
あ
る
９

。

彼
ら
は
王
の
宮
廷
か
ら
旅
立
ち
、
様
々
な
冒
険
を
経
て
宮
廷
に
戻
る
。
王

は
彼
ら
の
冒
険
を
評
価
し
、
騎
士
道
的
な
徳
の
判
断
を
行
う
。
王
は
本
来

的
に
「
判
じ
る
」
者
で
あ
る
。『
列
王
史
』
を
仏
語
化
し
た
ヴ
ァ
ー
ス
の

『
ブ
リ
ュ
物
語
』（
一
一
五
五
年
）
は
王
と
騎
士
た
ち
の
座
す
る
「
円
卓
」la

Table
R
onde

を
導
入
し
、
後
続
の
諸
作
品
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
。
こ

の
創
造
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
に
は
こ
れ
に
よ
っ
て
〈
王
の

場
〉
が
象
徴
的
な
安
定
性
を
確
保
し
た
こ
と
（
中
世
の
宮
廷
は
実
際
に
は

「
移
動
」
し
た
）。
も
う
一
つ
に
は
、
騎
士
た
ち
の
平
等
性
が
具
象
化
さ
れ

た
こ
と
。「
誰
も
が
自
分
が
一
番
だ
と
思
う
高
貴
な
騎
士
た
ち
の
た
め
」

に
ア
ー
サ
ー
が
作
っ
た
の
だ
か
ら
。
こ
う
し
て
王
を
頭
と
す
る
一
つ
の
身

体
が
で
き
あ
が
り
、
王
は
だ
ん
だ
ん
と
戦
う
こ
と
を
や
め
て
ゆ
く
。

ア
ー
サ
ー
王
の
物
語
は
次
々
と
焼
き
直
さ
れ
、
そ
こ
に
新
し
い
挿
話
が

付
け
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
著
者
は
異
な
る
が
、
こ
の
円
卓
の
よ
う
に
、

あ
る
種
の
属
性
は
不
変
の
係
数
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
彼
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
て
い
く
（
も
ち
ろ
ん
細
部
の
差
異
は
依
然
と
し
て

存
在
す
る
）。
ア
ー
サ
ー
の
出
生
の
経
緯
。
ロ
ー
マ
と
の
戦
争
。
名
剣
エ

ク
ス
カ
リ
バ
ー
の
挿
話
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
共
通
項
は
全
て
何
ら

か
の
か
た
ち
で
彼
の
「
身
体
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

血
筋
、
生
と
死
、
場
と
し
て
の
円
卓
、
他
国
の
物
理
的
占
有
の
た
め
の
戦

争
、
そ
し
て
肉
体
的
限
界
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
の
不
死
性
の
示
唆
。

そ
れ
ら
は
彼
が
「
過
去
」
に
確
か
に
実
在
し
て
い
た
と
い
う
記
憶
と
ど
こ

か
で
結
び
つ
く
。
身
体
的
実
在
の
痕
跡
が
一
つ
の
「
根
源
」
と
な
り
、
構

成
力
と
な
っ
て
、
物
語
を
支
え
、
自
律
的
な
文
芸
創
造
を
も
た
ら
し
て
ゆ

く
の
だ
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ブ
・
マ
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
は
「
こ
の
ア
ー
サ
ー

な
る
人
物
に
つ
い
て
、
今
日
も
な
お
ブ
ル
ト
ン
人
た
ち
は
作
り
話
を
語
っ

アーサー王の身体と聖杯
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て
い
る
１０

」
と
証
言
し
た
。
虚
構
性
を
非
難
す
る
主
旨
で
は
な
い
。
む
し

ろ
「
ア
ー
サ
ー
な
る
人
物
が
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
彼
の
子
孫
で
あ
る
ブ

ル
ト
ン
人
た
ち
は
話
を
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
ア
ー
サ
ー
の

「
文
学
性
」
の
承
認
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
の
書
と
の
対
比
と
い
う

意
味
で
、
人
間
の
語
り
の
全
て
は
所
詮
「
作
り
話
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

ま
し
て
十
二
世
紀
の
人
間
か
ら
み
て
も
五
百
年
以
上
前
の
話
な
の
だ
か
ら
。

こ
う
し
て
彼
は
、
物
語
が
物
語
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
「
王
」
と

な
っ
た
。
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
や
マ
ル
ク
と
比
べ
る
と
、
よ
り
純
粋
で
人

工
的
な
王
の
身
体
だ
っ
た
。
ジ
ェ
フ
リ
ー
や
ヴ
ァ
ー
ス
に
お
い
て
は
ア
ー

サ
ー
は
主
人
公
的
な
存
在
だ
っ
た
が
、
い
っ
た
ん
〈
王
の
座
〉
が
で
き
あ

が
っ
て
し
ま
う
と
、
自
動
的
に
副
次
的
人
物
に
な
っ
て
ゆ
く
。

２

補
完
す
る
聖
杯

ア
ー
サ
ー
王
物
語
に
最
初
に
「
聖
杯
」G
raal

が
登
場
す
る
の
は
ク
レ
チ

ア
ン
・
ド
・
ト
ロ
ワ
の
『
ペ
ル
ス
ヴ
ァ
ル
ま
た
は
聖
杯
の
物
語
１１

』
で
あ

る
。
世
間
知
ら
ず
の
愚
か
な
若
者
ペ
ル
ス
ヴ
ァ
ル
が
騎
士
と
し
て
成
長
し
、

聖
杯
と
の
邂
逅
を
求
め
て
旅
す
る
成
長
譚
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
が
騎
士

に
憧
れ
る
の
は
「
金
ぴ
か
の
鎧
」
が
欲
し
い
一
心
、
そ
れ
を
も
ら
い
に

ア
ー
サ
ー
王
の
宮
廷
に
向
か
う
。
宮
廷
の
人
々
を
見
渡
す
が
、
誰
が
王
な

の
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
場
面
が
示
す
の
は
、
騎
士
や
王
と
い
う
の
は
、

装
束
や
そ
れ
ら
し
い
身
ぶ
り
よ
っ
て
初
め
て
そ
れ
と
認
識
さ
れ
る
存
在
で

あ
る
こ
と
、
肉
体
そ
の
も
の
に
は
何
の
力
も
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
な
お

ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
は
宮
廷
に
参
上
し
て
一
目
で
シ
ャ
ル
ル
〔
後
の
七

世
〕
を
見
分
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
中
世
に
お
い
て
不
可
視
を
可
視

に
す
る
の
は
神
的
な
力
だ
け
で
あ
っ
た
。

し
か
も
ペ
ル
ス
ヴ
ァ
ル
は
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
食
事
中
の
広
間
に
乱
入
し
、

馬
の
向
き
を
変
え
る
際
に
王
の
帽
子
を
振
り
落
と
し
て
し
ま
う
。〈
王
の

場
〉
と
王
の
身
体
を
象
徴
的
に
冒
涜
し
て
い
る
。
そ
の
後
若
者
は
一
人
の

釣
り
人
に
招
か
れ
て
城
館
に
滞
在
し
、「
聖
杯
の
行
列
」
を
目
撃
す
る
。

城
主
は
一
度
も
名
乗
ら
な
か
っ
た
が
、
後
に
従
姉
妹
か
ら
そ
れ
が
「
漁
夫

王
」le

R
oi
Pêcheur

と
い
う
「
王
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
王

は
「
両
腿
の
間
」
に
傷
を
負
い
、
い
わ
ば
性
的
に
不
能
で
、
舟
に
よ
っ
て

し
か
移
動
が
で
き
な
い
。
健
常
者
と
傷
病
者
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
ペ

ル
ス
ヴ
ァ
ル
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
ア
ー
サ
ー
と
漁
夫
王
は
対
照
的
で

あ
る
。
青
年
は
、
武
具
を
も
ら
い
に
意
識
的
に
向
か
っ
た
健
全
な
「
王
」

の
も
と
で
は
武
具
が
も
ら
え
ず
、
王
の
身
体
の
有
限
性
を
体
感
し
、
そ
し

て
そ
の
身
体
を
冒
涜
し
て
帰
る
。
王
と
知
ら
ず
に
招
か
れ
た
不
具
の
人
物

か
ら
は
宝
剣
を
も
ら
う
。
漁
夫
王
が
「
王
」
で
あ
る
の
は
、
特
定
の
支
配

領
域
の
存
在
を
示
す
た
め
で
は
な
く
、「
裕
福
」
で
あ
り
「
与
え
る
者
」
と

し
て
の
象
徴
的
役
割
が
物
語
構
造
上
必
要
と
さ
れ
た
た
め
だ
。
だ
が
ペ
ル

ス
ヴ
ァ
ル
に
し
て
み
れ
ば
、「
主
に
誓
っ
て
、
彼
が
釣
り
人
な
の
か
王
な

の
か
な
ん
て
僕
は
知
り
ま
せ
ん
よ
」（vv.3482−83

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
人
の
王
と
の
出
会
い
は
ペ
ル
ス
ヴ
ァ
ル
の
内
面
に
お
い
て
「
王
の
身

体
」
像
を
撹
乱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
彼
が
聖
杯
の
探
索
に
旅

立
つ
と
い
う
の
な
ら
、
聖
杯
は
な
に
か
そ
の
脆
さ
を
補
う
も
の
で
あ
っ
た
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は
ず
だ
。
補
完
す
る
の
は
、
外
見
と
内
実
の
不
一
致
、
生
殖
能
力
、
あ
る

い
は
「
持
ち
て
与
え
る
」
男
性
性
一
般
。
ク
レ
チ
ア
ン
は
聖
杯
を
「
聖
な

る
も
の
」
と
形
容
し
、
中
に
は
「
聖
体
パ
ン
」
が
入
る
と
し
た
。
し
か
し

聖
杯
や
そ
の
探
索
の
結
論
に
つ
い
て
大
い
な
る
謎
を
残
し
た
ま
ま
、
途
中

で
筆
を
止
め
た
。
後
続
の
著
者
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ロ
ン
は
新
約
の
時
代

を
舞
台
に
し
て
『
聖
杯
由
来
の
物
語
１２

』（
一
二
○
○
年
）
を
描
き
、
聖
餐

の
教
義
と
聖
杯
を
結
び
つ
け
た
。
た
だ
し
ロ
ベ
ー
ル
の
意
図
は
、
一
般
に

言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
聖
杯
や
ア
ー
サ
ー
王
物
語
の
説
教
文
学
化
で
は
な

か
っ
た
。
人
間
の
身
体
の
所
有
を
め
ぐ
る
係
争
を
、
聖
杯
の
回
り
に
描
き

出
し
た
の
だ
。

イ
エ
ス
は
人
々
の
罪
を
贖
う
た
め
に
十
字
架
に
か
け
ら
れ
、
そ
し
て
三

日
後
に
復
活
し
、
弟
子
た
ち
に
姿
を
現
わ
し
た
。
表
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
こ
う

だ
が
、
モ
ノ
の
与
奪
と
し
て
考
え
る
と
こ
う
な
る
。
総
督
ピ
ラ
ト
は
ア
リ

マ
タ
ヤ
の
ヨ
セ
フ
に
イ
エ
ス
の
身
体
を
与
え
る
（
埋
葬
を
許
可
す
る
）。

ヨ
セ
フ
は
自
分
自
身
の
墓
に
イ
エ
ス
を
埋
葬
す
る
（
自
分
自
身
の
身
体
が

入
る
べ
き
場
所
に
他
者
を
入
れ
る
）。
イ
エ
ス
の
遺
体
が
消
え
る
（
復
活

す
る
）。（『
ニ
コ
デ
モ
の
福
音
書
』
な
ど
の
外
典
で
は
）
遺
体
消
滅
の
責
任

を
問
わ
れ
て
ヨ
セ
フ
が
捕
縛
、
幽
閉
さ
れ
、
現
世
か
ら
姿
を
消
す
。
神
の

力
で
解
放
さ
れ
る
。

な
る
ほ
ど
初
期
の
聖
書
注
釈
者
や
年
代
記
作
者
は
、
身
体
の
消
滅
と
い

う
物
理
的
な
異
状
に
対
す
る
人
間
の
感
覚
を
強
く
意
識
し
、
合
理
的
説
明

を
試
み
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
を
埋
葬
し
た
の
は
、
な
ぜ
使
徒
た
ち
で
は
な
く
て
、
ヨ
セ

フ
と
ニ
コ
デ
モ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
？

一
人
は
正
し
く
て
（justus

）

揺
る
が
ぬ
心
の
持
ち
主
、
も
う
一
人
は
過
ち
と
無
縁
の
人
間
で
あ
っ

た
。
キ
リ
ス
ト
の
墓
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
。
過
ち
と
も
罪
と

も
無
縁
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
あ
ら
ゆ

る
言
い
逃
れ
を
封
じ
込
め
、
内
部
か
ら
の
証
言
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人

た
ち
に
勝
利
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
も
し
埋
葬
に
携

わ
っ
た
の
が
使
徒
た
ち
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
は
埋
葬

な
ど
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
、
使
徒
た
ち
が
か
ら
だ
を
ど
こ
か
へ
や
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
彼
ら
は
言
う
に
決
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
１３

。

こ
こ
で
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
は
墓
の
「
場
」
と
し
て
の
適
格
性
を
大
き
く
問

う
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
『
フ

ラ
ン
ク
史
』（
六
世
紀
）
を
挙
げ
よ
う
。
イ
エ
ス
の
遺
体
の
消
滅
に
つ
い

て
僧
侶
た
ち
か
ら
咎
め
ら
れ
た
墓
の
番
兵
た
ち
が
言
う
、

「
ヨ
セ
フ
を
返
し
て
く
れ
た
ら
キ
リ
ス
ト
を
返
し
ま
し
ょ
う
。
で
も

我
々
が
神
の
子
を
も
は
や
返
せ
な
い
の
と
同
様
、
あ
な
た
が
た
も
神

の
恩
人
を
返
せ
な
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
す
１４

。」

ヨ
セ
フ
は
何
よ
り
も
イ
エ
ス
の
身
体
の
「
所
有
者
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
消

え
た
。
彼
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
自
分
が
そ
れ
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
と
、

イ
エ
ス
の
復
活
を
証
す
こ
と
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
は
訥
弁
の
人
物
だ
っ

アーサー王の身体と聖杯
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た
。
中
世
で
最
も
普
及
し
た
外
典
『
ニ
コ
デ
モ
の
福
音
書
』
は
、
ニ
コ
デ

モ
は
「
雄
弁
の
人
」、
ヨ
セ
フ
は
そ
の
逆
と
定
義
し
、
ヨ
セ
フ
の
下
手
な

言
説
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
怒
り
狂
っ
て
彼
を
殺
そ
う
と
し
た
、
と

描
く
。
そ
こ
で
『
聖
杯
由
来
の
物
語
』
の
ヨ
セ
フ
は
、「
言
葉
」
で
し
か
な

し
え
な
い
復
活
の
証
言
を
行
う
代
わ
り
に
、
モ
ノ
と
行
動
に
よ
っ
て
イ
エ

ス
の
「
所
有
」
を
証
す
こ
と
を
選
択
し
た
の
だ
│
│
ヨ
セ
フ
は
ピ
ラ
ト
に

仕
え
る
騎
士
で
、
奉
仕
の
対
価
（soudée

）
と
し
て
「
イ
エ
ス
」
と
最
後
の

晩
餐
の
容
器
を
も
ら
う
。
埋
葬
の
際
に
血
が
出
た
の
で
容
器
で
受
け
る
。

そ
の
「
杯
」le

veissel

が
後
の
「
聖
杯
」
で
あ
る
。
長
い
聖
書
解
釈
の
伝
統

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
ひ
と
え
に
所
有
の
社
会
的
な
正
当
性
を
確
保
す
る
た

め
に
こ
う
し
た
設
定
を
用
い
た
の
だ
。

こ
の
作
品
で
は
、
イ
エ
ス
の
言
説
が
頻
繁
に
ヨ
セ
フ
と
ペ
テ
ロ
を
対
比

し
、
獄
中
の
ヨ
セ
フ
救
出
に
あ
た
っ
て
自
分
は
敢
え
て
誰
も
使
徒
た
ち
を

連
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
（
つ
ま
り
復
活
後
一
番
に
現
れ
た
こ
と
）、
誰

よ
り
も
大
き
い
愛
を
ヨ
セ
フ
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い

る
。
弟
子
の
一
人
ユ
ダ
が
自
分
の
「
身
」
を
裏
切
り
、
使
徒
た
ち
は
埋
葬

時
に
逃
亡
す
る
。
他
方
ヨ
セ
フ
は
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、

犯
罪
者
を
埋
葬
す
る
勇
気
を
も
っ
た
。
埋
葬
は
ひ
と
え
に
彼
の
内
面
の

「
正
し
さ
」justitia

に
因
る
と
す
る
の
が
ベ
ー
ダ
そ
の
他
の
聖
書
注
釈
者

の
伝
統
的
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
し
ロ
ベ
ー
ル
は
ペ
テ
ロ
た
ち
が
形
作
っ
て

ゆ
く
〈
教
会
〉
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
外
に
祭
司
的
な
も

の
と
し
て
存
在
し
、
存
在
し
続
け
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
明
瞭
に
位
置
づ

け
て
い
る
。
他
方
、
テ
ク
ス
ト
が
語
る
の
は
、
ヨ
セ
フ
と
そ
の
子
孫
た
ち

の
世
俗
の
共
同
体
で
あ
る
。
最
後
に
一
行
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
う
こ
と

が
示
さ
れ
、
こ
う
し
て
ア
ー
サ
ー
王
の
ロ
ー
グ
ル
王
国
の
前
史
が
形
成
さ

れ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
身
体
の
表
象
、
あ
る
い
は
「
身
体
そ
の
も
の
」
と
し

て
の
聖
杯
を
世
俗
社
会
が
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
続
く
『
メ
ル
ラ

ン
』
で
は
ア
ー
サ
ー
の
誕
生
と
彼
に
よ
る
円
卓
の
創
設
が
語
ら
れ
る
。

３

「
神
秘
体
」と
文
学

初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
聖
餐
の
パ
ン
つ
ま
り
聖
体
が
キ
リ
ス

ト
の
「
神
秘
体
」Corpus

m
ysticum

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
聖
体

が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
十

一
、
十
二
世
紀
の
論
争
を
経
て
、
一
二
一
五
年
の
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
が
全

実
体
変
化
と
実
在
的
臨
在
を
教
義
化
す
る
。
つ
ま
り
聖
体
は
「
真
の
体
」

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、「
神
秘
体
」
と
い
う
呼
称
は
用
い
ら
れ
な

く
な
る
。
代
わ
り
に
「
神
秘
体
」
は
〈
教
会
〉
を
指
す
用
語
と
し
て
用
い
ら

れ
て
ゆ
く
。
聖
杯
物
語
が
誕
生
し
た
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀
に
か

け
て
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
神
秘
体
」
の
語
義
が
変
遷
し
つ
つ
あ
っ
た

時
期
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

教
会
を
キ
リ
ス
ト
の
体
と
と
ら
え
る
発
想
は
古
く
は
パ
ウ
ロ
に
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
が
そ
の
「
頭
」
で
あ
る
。
共
同
体
を
人
体
に
擬
す
る
こ
と
の
長

所
は
、「
頭
」
に
統
御
さ
れ
て
四
肢
が
動
く
有
機
的
統
合
体
の
在
り
方
と

行
動
力
を
端
的
に
示
し
う
る
こ
と
に
あ
る
。「
頭
」
は
卓
越
性
の
ほ
か
に
、

「
体
に
生
命
を
注
ぎ
込
む
源
泉
」
の
意
味
も
も
つ
１５

。
や
が
て
「
国
家
」
も
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ま
た
一
つ
の
「
身
体
」
と
表
現
さ
れ
始
め
、
十
三
世
紀
半
ば
に
は
ヴ
ァ
ン

サ
ン
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ェ
が
政
治
体
を
「
国
家
の
神
秘
体
」Corpus

republi-

cae
m
ysticum

と
表
し
た
。
以
降
、「
法
学
者
た
ち
は
、
自
然
的
人
格
と

対
照
さ
せ
る
と
同
時
に
、
神
学
上
の
用
語
法
と
類
比
さ
せ
る
趣
旨
で
、
自

分
た
ち
の
言
う
擬
制
的
人
格
を
「
神
秘
体
」
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
多

く
な
っ
た
１６

。」
つ
ま
り
叙
任
権
論
争
な
ど
に
お
け
る
対
立
や
葛
藤
を
通

し
て
、
キ
リ
ス
ト
を
頭
と
す
る
神
秘
体
（
教
会
）
と
国
王
を
頭
と
す
る
神

秘
体
（
王
国
）
が
対
置
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
ら

は
「
神
秘
的
人
格
」Persona

m
ystica

と
い
う
表
現
も
用
い
た
が
、「
人

格
」
よ
り
も
、
有
機
的
な
統
一
体
を
表
す
「
体
」
の
方
が
十
三
世
紀
末
ま

で
は
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。

カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
の
大
著
が
示
す
通
り
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
以
来
イ
ギ

リ
ス
の
法
学
者
た
ち
は
「
王
の
二
つ
の
身
体
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
国

王
の
法
制
史
的
機
能
を
考
察
し
た
。
国
王
は
自
然
的
身
体
と
政
治
的
身
体

を
持
ち
、
前
者
が
人
間
的
・
物
理
的
限
界
を
も
つ
の
に
対
し
、
後
者
は

「
不
可
視
」
か
つ
「
不
死
」
で
あ
り
、
持
続
的
な
力
を
も
つ
。
概
念
的
に
は

二
分
で
き
る
が
、
現
実
に
は
自
然
的
身
体
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
そ

の
象
徴
的
な
偉
大
さ
を
損
な
う
こ
と
も
生
じ
る
。
そ
の
た
め
に
、
た
と
え

ば
ル
イ
十
四
世
の
時
代
は
、
豪
奢
な
装
束
を
ま
と
っ
た
「
肖
像
画
」
や

「
メ
ダ
ル
」
に
よ
っ
て
王
の
立
体
的
な
身
体
を
二
次
元
化
し
、
保
存
に
耐

え
う
る
「
物
体
」
と
し
た
。
さ
ら
に
、
ル
イ
・
マ
ラ
ン
の
指
摘
す
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
不
断
の
「
追
従
者
の
言
説
」
を
用
い
て
王
の
権
威
を
発
揚

す
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
た
。
追
従
者
と
は
常
に
〈
王
の
場
〉
に
い
て
、

王
を
見
、
王
を
称
え
る
た
め
に
あ
る
擬
制
の
身
体
で
あ
る
１７

。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
も
う
一
度
、
ア
ー
サ
ー
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は

十
二
世
紀
に
「
王
」
と
し
て
の
身
体
を
獲
得
し
、
そ
の
体
で
与
え
、
統
べ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
中
の
共
同
体
を
手
中
に
お
さ
め
た
。
だ
が
彼
の

自
然
的
身
体
を
見
る
視
線
が
象
徴
的
身
体
の
安
定
性
を
テ
ク
ス
ト
内
で
揺

さ
ぶ
り
続
け
た
。
そ
し
て
「
体
」corpus

の
理
想
形
態
と
し
て
、
聖
杯
が

立
ち
上
が
る
。
聖
杯
が
「
何
を
意
味
す
る
か
」
に
つ
い
て
は
昔
か
ら
多
く

の
議
論
が
あ
り
、
ポ
フ
ィ
レ
は
「
神
」、
ジ
ル
ソ
ン
は
「
神
の
恩
寵
」
で
あ

る
と
し
た
。
神
の
体
が
内
に
含
み
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
す
べ
て
、

と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
聖
杯
は
金
属
的
な
物
質
性
に

お
い
て
、
可
視
性
、
所
有
可
能
性
、
硬
さ
と
強
さ
と
を
も
つ
。
そ
れ
と
同

時
に
、
自
ら
光
を
放
ち
、
見
た
人
全
て
が
歓
喜
に
│
│
つ
ま
り
恩
寵
に
満

た
さ
れ
る
。
そ
れ
が
聖
杯
の
「
意
味
」
で
あ
る
。
お
お
ま
か
な
言
い
方
を

す
れ
ば
、
概
念
的
な
キ
リ
ス
ト
は
〈
教
会
〉
に
与
え
ら
れ
て
言
葉
に
よ
っ

て
教
義
化
さ
れ
た
の
に
対
し
、
身
体
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は
世
俗
社
会
に

与
え
ら
れ
、
言
葉
に
拠
ら
な
い
も
の
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の

限
界
を
超
え
た
「
聖
杯
」
と
し
て
存
在
し
て
い
っ
た
の
だ
。

王
の
象
徴
的
身
体
の
崩
壊
と
聖
杯
の
台
頭
が
裏
表
の
関
係
に
あ
る
こ
と

を
、
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。『
聖
杯
の
探
索
１８

』
の
冒
頭
で
、
ア
ー

サ
ー
王
は
騎
士
全
員
に
探
索
を
命
じ
、
旅
立
た
せ
る
。「
真
の
体
」
聖
杯

を
探
索
さ
せ
る
こ
と
は
、
自
ら
の
「
神
秘
体
」
を
解
体
さ
せ
る
行
為
で
も

あ
っ
た
。「
王
は
臣
民
と
合
体
し
、
臣
民
は
王
と
合
体
す
る
１９

」
の
な
ら
、

彼
ら
の
旅
立
ち
は
四
肢
の
喪
失
に
等
し
い
。
事
実
、
騎
士
た
ち
は
皆
命
を

アーサー王の身体と聖杯
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落
と
し
、
宮
廷
に
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
サ
ラ
ス
の
町
で
聖

杯
に
出
あ
っ
た
ガ
ラ
ア
ド
も
一
年
間
「
王
」
と
し
て
君
臨
し
た
の
ち
、
自

ら
選
ん
で
天
に
昇
る
。
聖
杯
も
ま
た
天
に
還
り
、
ア
ー
サ
ー
自
身
が
こ
れ

に
再
会
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
一
人
生
還
し
た
ボ
オ
ー
ル
が
、
目

撃
者
と
し
て
一
連
の
出
来
事
を
語
り
、
王
は
彼
に
命
じ
て
書
を
作
ら
せ
る
。

そ
れ
が
こ
の
『
聖
杯
の
探
索
』
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
中
世
の
世
俗
の
書
物
の
多
く
は
、
庇
護
者
で
あ
る
（
現
実

の
）「
王
」
に
謹
呈
さ
れ
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
。
そ
の
書
物
が
そ
の

王
の
「
追
従
者
」
で
し
か
な
い
の
は
あ
ま
り
に
虚
し
い
。
だ
か
ら
書
き
手

た
ち
は
、〈
王
の
場
〉
の
外
に
出
て
、
別
途
「
王
」
の
身
体
を
作
り
上
げ
た
。

彼
ら
は
ア
ー
サ
ー
と
い
う
「
他
者
」
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
試
み
た
よ
う
な

意
味
で
の
〈
自
我
〉
と
い
う
形
態
に
お
い
て
で
は
な
く
、
身
体
と
い
う
形

態
に
お
い
て
承
認
し
た
か
ら
で
あ
る
。『
聖
杯
の
探
索
』
な
る
書
物
が
そ

の
「
ア
ー
サ
ー
王
」
の
意
思
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
の
な
ら
、
こ
こ
で

王
は
生
み
出
す
身
体
、
生
み
出
す
意
思
と
し
て
、
書
物
に
お
い
て
化
体
し

て
い
る
。

続
く
『
ア
ー
サ
ー
王
の
死
』
は
、
文
字
通
り
彼
の
「
死
」
を
語
る
。
ロ
ー

マ
帝
国
に
挑
ん
だ
戦
争
の
失
敗
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
反
旗
を
翻
し
た
実

の
息
子
モ
ル
ド
レ
に
、
妻
グ
ニ
エ
ー
ヴ
ル
を
奪
わ
れ
、
一
騎
打
ち
の
末
自

分
も
殺
さ
れ
る
と
い
う
、「
身
体
」
へ
の
最
大
の
裏
切
り
。「
王
の
政
治
的

身
体
が
、
殺
害
可
能
で
犠
牲
化
不
可
能
な
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
の
身
体
と
見
間

違
う
ほ
と
似
通
っ
て
い
た
」
と
は
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ペ
ン
の
言
葉
で

あ
る
２０

。
殺
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
不
死
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ア
ー

サ
ー
王
の
自
然
的
身
体
は
著
者
た
ち
の
視
線
の
「
中
」
し
か
な
い
の
だ
か

ら
。グ

ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
修
道
院
は
一
一
九
一
年
、
ア
ー
サ
ー
と
グ
ニ
エ
ー

ヴ
ル
の
墓
を
発
掘
し
た
と
発
表
す
る
。
客
寄
せ
に
よ
っ
て
財
政
難
を
打
開

す
る
た
め
の
苦
肉
の
策
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
簡
単
に
偽
り
の
身
体

（
遺
体
）
の
、
し
か
し
現
実
に
お
け
る
、
発
掘
を
許
し
て
し
ま
う
よ
う
な

脆
さ
が
、
ア
ー
サ
ー
の
「
身
体
」
に
は
あ
っ
た
。
も
し
彼
が
テ
ク
ス
ト
内

で
、
た
と
え
ば
ル
イ
十
四
世
の
よ
う
に
「
朕
は
国
家
な
り
」
な
ど
と
言
っ

て
〈
私
〉
と
い
う
固
有
名
そ
の
も
の
を
国
家
と
し
て
宣
言
し
て
い
た
ら
、

少
し
は
事
情
は
異
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な

い
。
対
照
的
に
、
聖
遺
物
の
盗
掘
や
捏
造
で
名
高
い
そ
の
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ

リ
ー
で
す
ら
も
、「
聖
杯
」
の
発
掘
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
「
聖
餐
」
の
道
具
で
し
か
も
本
物
の
聖
血
を
容
れ
た
と
い
う

伝
承
を
も
つ
器
の
存
在
は
、
あ
ま
り
に
政
治
的
に
危
険
だ
っ
た
。
そ
れ
と

同
時
に
、
テ
ク
ス
ト
内
で
聖
杯
が
、「
空
を
飛
ん
で
」「
遍
在
し
」、
超
全

的
な
存
在
感
を
確
保
し
き
っ
て
い
た
た
め
に
、
朽
ち
た
金
属
片
と
し
て
の

「
発
掘
」
を
テ
ク
ス
ト
外
の
人
間
た
ち
に
許
さ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。エ

ル
マ
ン
・
ド
・
ト
ゥ
ル
ネ
の
証
言
が
示
す
通
り
、
十
二
世
紀
の
ブ
ル

ト
ン
人
た
ち
は
遠
い
未
来
に
お
け
る
「
王
の
帰
還
」
を
信
じ
て
い
た
。

ア
ー
サ
ー
王
に
つ
い
て
「
話
」
を
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、

王
の
不
死
も
信
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
「
王
」
だ

か
ら
で
あ
る
。

60



王
と
は
持
続
体
を
示
す
名
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
民
が
存
続
す
る
か

ぎ
り
、
人
民
の
首
長
か
つ
統
治
者
と
し
て
常
に
存
在
し
続
け
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て
、
こ
の
名
に
お
い
て
王
は
決
し
て
死
ぬ

こ
と
が
な
い
２１

。

中
世
の
政
治
哲
学
で
は
「
王
冠
と
正
義
は
決
し
て
死
な
な
い
」。
だ
が

正
義
は
「
不
可
視
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
世
俗
文
学
の
作
者
た
ち
は
、
ア
ー

サ
ー
の
身
体
を
用
い
て
正
義
を
可
視
化
し
よ
う
と
し
た
。
教
会
と
王
国
と

い
う
二
つ
の
共
同
体
を
二
元
論
的
に
対
比
さ
せ
る
思
考
様
式
の
中
で
、
教

会
の
教
義
が
、
そ
れ
が
本
来
的
に
人
間
の
言
説
に
拠
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
絶
対
で
は
な
い
こ
と
を
ど
こ
か
で
知
っ
て
い
た
彼
ら
は
、
代
わ

り
に
世
俗
の
共
同
体
を
「
脱
構
築
さ
れ
え
な
い
身
体
」
と
し
て
構
築
し
、

操
作
し
よ
う
と
試
み
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
「
絶
対
」
と
い
う
概
念

に
親
和
性
を
も
っ
て
い
た
彼
ら
が
、
こ
う
し
た
視
点
で
テ
ク
ス
ト
を
創
出

す
る
様
は
、
刺
激
的
で
す
ら
あ
る
。
中
世
の
諸
作
品
を
「
真
に
個
人
的
な

文
体
の
不
在
か
ら
生
ま
れ
る
不
愉
快
さ
や
、
章
句
や
定
式
の
ほ
と
ん
ど
眠

気
を
さ
そ
う
紋
切
型
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
憂
鬱
２２

」
な
ど
と
評
す

る
者
も
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
立
体
的
に
立
ち
上
が
る
空
間
と
、
そ
こ

に
躍
動
す
る
身
体
を
こ
そ
、
私
た
ち
は
自
ら
の
身
体
を
通
し
て
鑑
賞
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

か
つ
て
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
「
コ

ミ
ュ
ニ
オ
ン
」
だ
と
述
べ
、
聖
体
拝
領
に
お
け
る
「
体
」
の
根
源
的
現
前

は
間
身
体
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
想
形
態
で
あ
る
と
し
た
２３

。
そ

う
し
た
発
想
に
通
じ
る
も
の
が
ロ
ベ
ー
ル
や
、
さ
ら
に
前
を
辿
れ
ば
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
な
ど
に
あ
る
。『
聖
杯
由
来
の
物
語
』
で
は
、
ア
リ
マ
タ

ヤ
の
ヨ
セ
フ
は
イ
エ
ス
を
「
見
て
、
愛
し
」、
そ
れ
ゆ
え
に
身
体
を
受
け

取
り
、
埋
葬
し
た
。
続
作
の
『
メ
ル
ラ
ン
』
で
は
、
ユ
テ
ル
パ
ン
ド
ラ
ゴ

ン
王
が
公
爵
夫
人
イ
ジ
ェ
ル
ヌ
を
「
見
て
、
愛
し
た
２４

」。
そ
こ
で
メ
ル

ラ
ン
が
ユ
テ
ル
パ
ン
ド
ラ
ゴ
ン
を
タ
ン
タ
ジ
ェ
ル
公
に
変
身
さ
せ
て
イ

ジ
ェ
ル
ヌ
へ
の
思
い
を
遂
げ
さ
せ
た
。
実
態
と
し
て
は
不
倫
だ
が
、
外
見

的
に
は
夫
人
は
夫
の
「
身
」
を
裏
切
っ
て
お
ら
ず
、
息
子
ア
ー
サ
ー
の
誕

生
が
身
体
的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
。
い
ず
れ
も
「
見
て
」
直
ち
に
「
愛
」
に

至
る
の
だ
が
、
社
会
的
制
約
か
ら
彼
ら
は
そ
れ
を
「
言
葉
」
で
示
す
こ
と

が
で
き
ず
、
相
手
の
「
身
体
を
取
る
」
と
い
う
行
動
で
こ
れ
を
解
決
す
る
。

と
も
あ
れ
、
視
覚
を
通
し
た
他
者
の
認
識
と
そ
れ
に
よ
る
身
体
の
所
有
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
が
、「
愛
」
と
い
う
名
の
正
義
に

よ
っ
て
貫
か
れ
、
そ
れ
が
理
想
の
間
身
体
的
、
あ
る
い
は
間
人
格
的
な
関

係
性
を
表
現
し
て
い
る
。
ア
ー
サ
ー
は
そ
う
い
う
正
義
の
身
体
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
彼
の
作
ら
せ
た
円
卓
は
「
最
後
の
晩
餐
」
の
卓
の
「
再
現
」
で

あ
り
、
そ
し
て
聖
杯
の
現
れ
る
場
と
な
っ
て
、
人
々
を
「
合
一
」
さ
せ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
な
お
ト
レ
ヴ
ー
の
辞
書
（
十
八
世
紀
）
は
、
ア
リ
マ
タ

ヤ
の
ヨ
セ
フ
伝
説
と
の
結
び
つ
き
と
贖
罪
の
神
秘
の
た
め
に
、「
聖
杯
」

saint
graal

は
「
本
物
の
血
」sang

réal

ま
た
は
「
王
の
血
」sang

royal

と

も
呼
ば
れ
て
い
る
、
と
記
し
て
い
る
２５

。
綴
り
や
音
声
も
ま
た
、
王
と
聖

杯
を
限
り
な
く
近
づ
け
た
。

アーサー王の身体と聖杯
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キ
リ
ス
ト
教
的
政
治
神
学
が
目
指
し
た
の
が
「
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
的
身

体
と
の
類
比
に
よ
っ
て
国
家
の
道
徳
的
か
つ
政
治
的
な
身
体
の
連
続
性
を

保
証
す
る
こ
と
２６

」
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
俗
の
文
学
は
、
キ
リ
ス
ト
の
神

秘
的
身
体
と
の
類
比
に
よ
っ
て
王
の
身
体
の
も
つ
物
体
的
「
欠
落
」
を
埋

め
、
テ
ク
ス
ト
内
世
界
の
真
実
性
を
保
証
し
た
。
そ
れ
が
「
創
造
」
だ
っ

た
。ヨ

セ
フ
の
「
正
し
さ
」
と
は
、
保
身
の
た
め
に
言
葉
を
消
費
す
る
代
わ

り
に
、
我
が
身
を
顧
み
ず
に
、
し
か
し
身
（
行
動
）「
に
よ
っ
て
」
身
体
の

内
な
る
「
義
」
を
か
た
ち
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
本
質
は
、
他
者

の
身
体
に
向
か
い
、
そ
れ
を
保
全
し
よ
う
と
す
る
希
求
の
う
ち
に
あ
る
。

ア
ー
サ
ー
の
「
正
し
さ
」
も
ま
た
、
彼
が
身
体
で
あ
り
、
身
体
に
よ
っ
て

生
き
、
表
す
こ
と
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
中
世
の
「
正
義
」
と
は
、
抽
象
概

念
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
与
え
ら
れ
た
モ
ラ
ル
で
も
な
く
、
人
間
一
人

一
人
の
身
体
が
作
る
「
身
ぶ
り
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
語
る
こ
と
の
正
義
」

に
つ
い
て
、
興
味
深
い
示
唆
を
現
代
の
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
ま
さ
に
「
身
」
を
賭
け
て
永
ら
く
言
葉
を
紡
い
で
こ
ら
れ
た

天
沢
退
二
郎
先
生
に
対
し
て
、
深
い
感
謝
と
尊
敬
の
念
を
表
明
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
。
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