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中
世
に
お
け
る
女
性
の
経
済
活
動
お
よ
び
社
会
的
貢
献
に
関
す
る
覚
書

六
一
（
四
〇
一
）

一
、
は
じ
め
に

　

現
在
Ｅ
Ｕ
の
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
ベ
ル
ギ
ー
と
そ
こ
に
隣
接

す
る
北
部
フ
ラ
ン
ス
一
帯
は
、
中
世
に
お
い
て
は
イ
タ
リ
ア
と
並

ん
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
都
市
化
の
進
ん
だ
先
進
地
帯
で
あ
っ
た
。

こ
の
地
域
で
は
、
十
三
世
紀
に
女
性
専
用
の
集
落
ベ
ギ
ン
ホ
フ
が

誕
生
し
、
近
代
ま
で
命
脈
を
保
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
北
部
を
中
心
と

す
る
フ
ラ
マ
ン
語
地
域
で
は
そ
の
多
く
が
囲
壁
や
水
路
に
囲
ま
れ

た
都
市
の
中
の
都
市
の
相
貌
を
保
ち
十
三
カ
所
が
世
界
遺
産
に
登

録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
、
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
そ
れ

を
筆
頭
に
ベ
ル
ギ
ー
観
光
の
目
玉
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ

が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
日
本
人

も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う（

１
）。

　

こ
の
女
性
専
用
集
落
の
大
き
な
特
徴
は
、
居
住
者
が
配
偶
者
を

持
た
な
い
単
身
女
性
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
集
落
は
、
女
性
た
ち

自
身
の
手
に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
た
点
で
も
際
立
っ
て
い
る
。

集
落
の
長
は
ベ
ギ
ン
ホ
フ
長
と
よ
ば
れ
、
一
名
か
ら
四
名
程
度
で

構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
選
出
は
、
古
参
の
構
成
員
や
集
落
内
委
員

会
の
長
に
よ
る
選
挙
制
で
あ
っ
て
、
時
に
五
〇
〇
名
か
ら
一
〇
〇

〇
人
を
超
え
る
女
性
た
ち
を
統
括
し
た（

２
）。

　

こ
こ
に
居
住
し
た
女
性
た
ち
こ
そ
、
半
聖
半
俗
の
性
格
を
帯
び

て
正
装
時
に
は
黒
や
ベ
ー
ジ
ュ
の
衣
装
を
ま
と
い
、
ヴ
ェ
ー
ル
を

着
用
す
る
女
性
単
身
者
ベ
ギ
ン
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
り
ベ
ル
ギ
ー
一
帯
が
革
命
防
衛
軍
に
占
拠

さ
れ
た
際
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
宗
教
団
体
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
を

否
定
さ
れ
、
諸
々
の
福
祉
団
体
と
一
括
さ
れ
た
た
め
に
、
ベ
ギ
ン

ホ
フ
関
連
史
料
も
福
祉
施
設
・
団
体
関
連
史
料
と
一
体
化
さ
れ
世

俗
の
管
理
下
に
入
っ
た（

３
）。
こ
の
た
め
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
を
福
祉
施
設

中
世
に
お
け
る
女
性
の
経
済
活
動
お
よ
び
社
会
的
貢
献
に
関
す
る
覚
書

─
─
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ベ
ギ
ン
を
中
心
に
─
─

上
　
條
　
敏
　
子
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六
二
（
四
〇
二
）

の
範
疇
に
い
れ
る
研
究
者
も
あ
る
が
、
本
来
の
ベ
ギ
ン
は
祈
り
と

労
働
の
生
活
に
よ
り
自
活
す
る
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
生
活

は
簡
素
を
旨
と
し
た
が
、
宗
教
団
体
と
し
て
の
経
済
力
は
相
当
な

も
の
で
、
時
に
数
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
敷
地
内
に
専
用
の
礼
拝
堂
、

施
療
院
を
持
ち
、
独
自
の
貧
民
救
済
制
度
聖
霊
タ
ー
フ
ェ
ル
に
よ

り
困
窮
者
の
援
助
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
営
機
関
は
、
当
該

地
域
の
都
市
内
部
ま
た
周
辺
村
落
な
ど
近
隣
地
帯
に
土
地
や
家
屋

を
所
有
し
、
所
領
管
理
ま
で
行
う
こ
と
も
あ
っ
た（

４
）。

　

そ
の
管
理
の
実
態
を
如
実
に
示
す
の
が
ベ
ギ
ン
ホ
フ
関
連
史
料

の
中
で
も
膨
大
な
量
を
誇
る
会
計
簿
や
レ
ン
テ
帳
で
あ
り
、
自
活

す
る
女
性
の
自
立
的
団
体
と
し
て
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
性
格
は
、
そ

の
存
在
に
よ
り
否
定
し
よ
う
が
な
い（

５
）。
近
年
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
修

復
、
保
存
活
動
の
機
運
の
高
ま
り
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ら
会
計
簿

の
分
析
に
も
手
が
つ
け
ら
れ
、
富
裕
な
宗
教
団
体
と
し
て
の
ベ
ギ

ン
ホ
フ
の
性
質
、
そ
こ
で
の
生
活
に
も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た（

６
）。

　

こ
の
機
運
の
筆
頭
に
あ
る
の
が
レ
ウ
ヴ
ェ
ン
市
の
フ
ロ
ー
ト
＝

ベ
ギ
ン
ホ
フ
で
あ
り
、
こ
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
に
は
一
三
九
五
年
か
ら

一
七
九
一
年
ま
で
ほ
ぼ
途
切
れ
な
く
現
存
す
る
聖
霊
タ
ー
フ
ェ
ル

の
会
計
簿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は

つ
つ
ま
し
く
も
堅
実
な
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
運
営
実
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
見
ら
れ
る
簡
素
を
む
ね
と
す
る
生
活
の
指
針
は
、
十
三
世
紀
半

ば
の
ベ
ギ
ン
運
動
勃
興
時
に
記
録
さ
れ
た
マ
シ
ュ
ー
＝
パ
リ
ス
の

年
代
記
、
オ
イ
グ
ニ
ー
ス
の
マ
リ
ア
（
ワ
ニ
の
マ
リ
）
伝
、
十
四

世
紀
初
頭
に
記
さ
れ
た
ヘ
ン
ト
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
に
関
す
る
回
想
録

の
記
述
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い（

７
）。

　

ベ
ギ
ン
に
つ
い
て
は
、
女
性
だ
け
で
集
ま
っ
て
暮
ら
し
た
こ
と

か
ら
好
奇
の
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
ベ
ギ
ン
運

動
が
軌
道
に
の
り
は
じ
め
る
以
前
の
ベ
ギ
ン
の
先
駆
者
オ
イ
グ
ニ 

ー
ス
の
マ
リ
ア
が
低
地
地
方
の
年
代
記
に
一
般
庶
民
と
し
て
は
唯

一
、
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
と
並
ん
で
没
年
を
記
載
さ
れ

て
い
る
事
実
が
明
白
に
語
る
よ
う
に
、
同
時
代
の
地
域
の
人
々
に

と
っ
て
マ
リ
ア
は
抜
群
の
知
名
度
を
誇
る
聖
女
と
し
て
の
地
位
を

確
立
し
て
お
り
、
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
と
並
び
称
さ
れ

た
こ
と
か
ら
も
突
出
し
た
時
代
の
申
し
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
史
料
に
親
し
ん
だ
経
験
の
あ
る
者
で
あ
れ

ば
、
中
世
の
年
代
記
の
記
載
事
項
は
通
例
天
変
地
異
や
為
政
者
の

交
代
、
戦
争
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
衆
知
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
ま

じ
っ
て
オ
イ
グ
ニ
ー
ス
の
マ
リ
ア
の
名
前
が
登
場
す
る
こ
と
は
、

彼
女
が
富
裕
と
は
い
え
一
介
の
市
民
層
に
生
ま
れ
、
し
か
も
女
性

で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
驚
嘆
に
価
す
る
。
元
来
マ
リ
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六
三
（
四
〇
三
）

ア
は
、
都
市
民
の
両
親
の
も
と
に
う
ま
れ
、
十
四
才
で
結
婚
し
た

が
、
夫
と
は
兄
弟
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
な
が
ら
私
財
を
投
じ
て

困
窮
す
る
ラ
イ
病
者
の
看
護
に
当
た
っ
た
。
そ
れ
が
、
聖
女
と
し

て
あ
が
め
ら
れ
た
そ
も
そ
も
の
発
端
で
あ
り
、
聖
女
と
し
て
の
名

声
に
は
、
元
来
身
を
粉
に
し
て
慈
善
活
動
に
あ
た
っ
た
こ
と
が

与
っ
て
い
た（

８
）。

　

ベ
ギ
ン
共
同
体
に
関
す
る
歴
史
書
を
ひ
も
と
け
ば
、
貧
困
化
し

た
女
性
の
収
容
施
設
と
し
て
の
ベ
ギ
ン
館
像
を
十
九
世
紀
末
に

ビ
ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
ら
が
広
め
て
以
来
、
ベ
ギ
ン
の
経
済
活
動
や
社
会

的
貢
献
は
、
完
全
に
研
究
者
の
関
心
の
外
に
置
か
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
清
貧
を
旨
と
し
て
自
活
す
る
女
性
の
集
団
と
し
て
の
ベ
ギ

ン
の
経
済
活
動
・
社
会
的
貢
献
は
、
こ
の
マ
リ
ア
の
生
涯
か
ら
も

示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
今
後
も
っ
と
光
が
あ
て
ら
れ
て
よ
い
研
究

課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ベ
ギ
ン
の
経
済
活
動
と
社

会
的
貢
献
に
着
目
し
て
ベ
ギ
ン
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
概
観
し
、

ベ
ギ
ン
た
ち
の
聖
性
の
獲
得
に
お
け
る
慈
善
の
役
割
に
つ
い
て
も

詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
ベ
ギ
ン
の
経
済
活
動
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究

と
新
し
い
知
見

　

前
述
の
よ
う
に
、
ベ
ギ
ン
の
経
済
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

ヘントのスィント＝エリザベート＝ベギンホフの内部風景



史
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四
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四
〇
四
）

で
研
究
者
の
関
心
の
外
に
置
か
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ま
と
ま
っ

た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
の
、
職
布
関
連
の
諸
工
程
に
か
か

わ
っ
た
こ
と
が
既
知
の
事
項
と
な
っ
て
お
り
、
十
五
世
紀
に
は
ケ

ル
ン
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
な
ど
各
地
で
ベ
ギ
ン
の

経
済
活
動
が
ツ
ン
フ
ト
と
の
軋
轢
を
う
む
ま
で
に
な
り
、
そ
の
活

動
に
規
制
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

９
）。
ま
た
、
ベ
ギ

ン
の
多
彩
な
社
会
、
経
済
活
動
を
網
羅
的
に
ひ
ろ
っ
た
研
究
者
と

し
て
は
ノ
イ
マ
ン
が
お
り
、
マ
イ
ン
ツ
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、

ケ
ル
ン
で
ベ
ギ
ン
が
従
事
し
て
い
た
職
業
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
読
み
書
き
教
育
、
捨
て
子
・
ス
ト
リ
ー
ト
ギ
ャ
ン
グ
の

世
話
、
救
済
院
で
の
病
人
看
護
、
貧
者
、
巡
礼
に
対
す
る
奉
仕
、

訪
問
に
よ
る
看
護
、
死
者
の
た
め
の
祈
り
と
通
夜
・
葬
列
へ
の
参

列
、
家
事
（
洗
濯
・
調
理
）、
職
布
、
糸
紡
ぎ
、
裁
縫
、
ビ
ー
ル

醸
造
、
製
粉
、
写
本
、
巡
礼
の
代
行
、
印
刷
所
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る）

10
（

。

　

ほ
か
に
も
ベ
ギ
ン
の
経
済
活
動
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ッ
ペ
ン
、

オ
リ
ス
ラ
ー
ヘ
ル
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
マ
ク
ド
ン
ネ
ル
に
比
較
的
ま

と
ま
っ
た
記
述
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
病
人
看
護
の
ほ

か
で
四
人
が
共
通
し
て
あ
げ
て
い
る
の
が
職
布
産
業
に
関
連
し
た

労
働
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ベ
ギ
ン
運
動
の
中
心
と
な
っ
た
北

部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
基
幹
産
業
が
職
布
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
矛

盾
せ
ず
、
ベ
ギ
ン
が
職
布
産
業
に
深
く
関
与
し
た
こ
と
は
、
疑
い

な
い
。

　

し
か
も
、
通
説
で
は
、
織
布
の
初
期
工
程
と
仕
上
げ
の
工
程
を

担
い
、
都
市
に
安
価
な
労
働
力
を
提
供
し
た
と
さ
れ
る
ベ
ギ
ン
で

あ
る
が
、
一
四
八
三
年
に
ヘ
ー
レ
ン
タ
ル
ス
の
ベ
ギ
ン
は
同
市
の

亜
麻
布
産
出
量
の
三
九
、
六
％
を
製
造
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る）

11
（

。

　

従
来
の
研
究
は
、
や
や
も
す
れ
ば
ベ
ギ
ン
に
よ
る
生
産
活
動
が

ツ
ン
フ
ト
と
の
競
合
か
ら
衝
突
に
至
る
の
は
、
ま
れ
で
、
そ
の
生

産
活
動
は
過
大
評
価
す
べ
き
で
な
い
と
見
な
し
て
き
た
が）

12
（

、
こ
の

数
字
は
、
そ
う
し
た
説
明
を
く
つ
が
え
す
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
織
布
の
工
程
を
ベ
ギ
ン
が
担
っ
た
事
自
体
、
初
期
中
世

以
来
女
性
の
領
分
と
さ
れ
て
き
た
織
布
が
、
あ
る
時
期
以
降
、
織

布
の
工
程
に
つ
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
男
性
に
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
す
る
中
世
の
女
子
労
働
に
関
す
る
通
説
を
裏
切
る
も
の
で
あ

る
。

　

こ
と
に
興
味
深
い
の
が
、
織
元
で
あ
っ
た
ト
ゥ
ル
ネ
の
デ
・
プ

レ
の
ベ
ギ
ン
、
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
の
例
で
あ
る
。
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
は
、

ベ
ギ
ン
の
糸
紡
ぎ
工
四
〇
人
を
束
ね
る
富
裕
な
織
元
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る）

13
（

。
こ
の
ほ
か
に
も
、
南
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
諸
都
市
で
は
、

銀
行
業
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
貸
付
を
お
こ
な
っ
て
い
た
ベ
ギ
ン
、
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遺
産
に
複
数
の
家
屋
や
、
中
世
に
お
い
て
は
ひ
じ
ょ
う
に
高
価
で

あ
っ
た
書
物
を
含
め
て
い
た
ベ
ギ
ン
な
ど
、
経
済
力
が
劣
っ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
ベ
ギ
ン
の
姿
は
各
地
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る）

14
（

。

こ
う
し
た
例
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ベ
ギ
ン
を
貧
し
く
職
布
産
業

の
底
辺
を
担
う
だ
け
の
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
一
人
の
織
元
に
対
し
て
四
〇
人
の
糸
紡
ぎ
工
が
い

る
と
い
う
収
奪
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
は
、
一
般
社
会
で
も
ベ
ギ
ン

共
同
体
で
も
か
わ
る
こ
と
が
な
く
、
少
数
の
富
め
る
者
を
一
般
労

働
者
が
支
え
て
い
た
状
況
は
、
当
時
に
共
通
し
て
み
ら
れ
た
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
貧
し
い
市
民
の
存
在
を
持
っ
て
、
市
民
が
貧
し

か
っ
た
と
い
う
議
論
が
な
り
た
た
な
い
よ
う
に
、
貧
し
い
ベ
ギ
ン

の
存
在
を
持
っ
て
ベ
ギ
ン
一
般
が
貧
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
は
、
銀
行
業
を
営
む
ベ
ギ
ン
な
ど
が
い
た
こ
と
を
確
認

し
な
が
ら
も
研
究
者
た
ち
が
ベ
ギ
ン
は
貧
し
か
っ
た
と
評
し
が
ち

な
の
は
、
個
々
人
の
間
の
経
済
力
の
格
差
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
て

い
な
い
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
実
際
よ
り
貧
し
く
申
告
す
る
こ
と

で
利
益
の
あ
る
納
税
関
係
資
料
を
も
と
に
貧
困
率
を
推
し
量
っ
て

い
る
こ
と
も
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
実
は
、
貧
困
率
の
調
査
は
、

不
況
期
の
対
策
と
し
て
行
わ
れ
た
面
が
つ
よ
く
、
好
、
不
況
の
経

済
循
環
の
波
を
考
慮
に
い
れ
ず
に
、
不
況
期
の
史
料
か
ら
、
貧
困

率
を
推
し
量
っ
て
一
般
化
し
て
し
ま
う
と
物
事
が
一
面
的
に
み
え

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
低
賃
金
労
働
の
代
表
格
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
糸
紡
ぎ
に
し
て
も
、
十
四
世
紀

の
デ
ィ
ー
ス
ト
の
ベ
ギ
ン
は
「
敬
虔
な
乙
女
は
糸
車
に
手
を
触
れ

る
だ
け
で
食
べ
て
行
け
る
」
と
述
べ
て
い
た
と
い
う
か
ら）

15
（

、
好
不

況
期
を
度
外
視
し
て
中
世
を
一
括
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

英
仏
間
に
百
年
戦
争
が
勃
発
し
た
一
三
三
七
年
、
エ
ド
ワ
ー
ド

三
世
が
、
原
毛
の
輸
出
と
外
国
産
衣
料
の
輸
入
を
禁
止
し
て
、
毛

織
物
を
国
内
産
業
と
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
こ
と
で
、
そ
の
後

の
二
〇
年
間
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
毛
織
物
産
業
は
驚
異
的
な
発
展

古式由来の衣装をまとい市中に外出する
ベギン（ヘント）
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を
見
せ
、
南
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
で
は
毛
織
物
業
に
か
か
わ
る
職
人

一
般
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
南
ネ
ー
デ
ル

ラ
ン
ト
は
そ
れ
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
毛
織
物
の
輸
出
地

帯
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
そ
の
原
料
で
あ
る
羊
毛
の
供
給
者
で

あ
っ
た
。
そ
の
構
造
が
こ
わ
れ
て
ゆ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
毛
織

物
業
が
他
国
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
が
十
四
世
紀
か

ら
十
六
世
紀
の
過
程
な
の
で
あ
る
。「
ベ
ギ
ン
の
特
権
」
と
よ
ば

れ
る
ツ
ン
フ
ト
の
規
制
を
受
け
な
い
自
由
な
製
品
の
売
買
、
な
ら

び
に
通
常
の
徒
弟
制
度
の
免
除
が
う
と
ん
じ
ら
れ
、
ベ
ギ
ン
の
生

産
活
動
に
規
制
が
か
け
ら
れ
て
い
く
の
も
、
十
五
世
紀
以
降
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
国
際
競
争
激
化
に
よ
る
経
済
環
境
悪
化
以
前
に
は
、

ツ
ン
フ
ト
規
制
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
中

世
の
あ
る
時
期
ま
で
ベ
ギ
ン
に
よ
る
手
工
業
は
、
お
お
む
ね
許
容

さ
れ
て
お
り
、
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

三
、
資
産
を
運
用
す
る
ベ
ギ
ン

カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
マ
リ
キ
エ
ル
と
ア
グ
ネ
ス
・
デ
ス

コ
ー
デ
ン

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
ベ
ギ
ン
の
経
済
活
動
が
多
岐
に
わ
た
り
、

と
り
わ
け
織
布
産
業
に
深
く
関
与
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
ベ
ギ
ン
の
経
済
活
動
に
い
ま
で
い
う

資
産
運
用
が
含
ま
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。「
貧
し
い
」
と
ひ
と
く

く
り
に
さ
れ
が
ち
な
単
身
女
性
の
顕
著
な
例
外
を
次
に
紹
介
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
語
圏
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
一
都
市
リ
ー
ル
の
ベ
ギ
ン
、

カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
マ
リ
キ
エ
ル
は
、
一
二
八
五
年
六
月
十
五
日

付
け
の
寄
進
書
に
よ
れ
ば
、
自
身
の
死
者
ミ
サ
費
用
な
ら
び
に
命

日
に
貧
者
に
分
配
す
る
喜
捨
の
費
用
に
あ
て
る
た
め
に
八
〇
ト
ゥ

ル
ネ
ポ
ン
ド
を
ク
レ
ー
ル
マ
リ
修
道
院
に
寄
進
し
た
が
そ
の
費
用

は
彼
女
が
リ
ー
ル
市
に
所
有
す
る
家
屋
三
戸
か
ら
と
り
た
て
ら
れ

る
レ
ン
テ
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た）

16
（

。
家
屋
三
戸
は
、
当
時
の

大
都
市
の
住
民
が
貸
家
に
居
住
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ

と
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
例
外
的
な
財
産
で
あ
る）

17
（

。
存
命
中
の
彼

女
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
だ
け
で
悠
々
と
暮
ら
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
た
リ
ー
ル
か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
ド
ゥ
エ
で
も
十
四
世
紀
の
は

じ
め
に
ベ
ギ
ン
、
ア
グ
ネ
ス
・
デ
ス
コ
ー
デ
ン
が
ブ
ル
ー
ジ
ュ
に

所
有
す
る
土
地
か
ら
年
二
三
〇
ポ
ン
ド
も
の
収
入
を
レ
ン
テ
の
形

で
得
て
い
た）

18
（

。
こ
の
金
額
が
い
か
に
莫
大
で
あ
っ
た
か
は
、
当
時

の
遺
言
書
で
行
わ
れ
る
遺
贈
や
奉
仕
に
対
す
る
謝
礼
の
金
額
と
較

べ
る
と
は
っ
き
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
高
額
の
レ
ン
テ
収
入
が
得
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ら
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
の
リ
ー
ル
や
ド
ゥ
エ
の
近
隣
都
市
の
資

産
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
の
相
場
が
年
率
一
〇
か
ら
十
七
パ
ー
セ
ン

ト
と
、
我
々
か
ら
見
る
と
羨
ま
し
い
く
ら
い
高
か
っ
た
こ
と
が
あ

る）
19
（

。
ア
グ
ネ
ス
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
資
産
の
あ
る
女
性
が

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
よ
り
生
計
を
立
て
る
こ
と
は
比
較
的
容

易
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
北
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ギ
ン
た
ち
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ゲ
イ
ン
で
暮
ら
せ
る
ほ
ど
の
資
産
を
ど
の
よ
う
に
手
に
入
れ
た
か

だ
が
、
ひ
と
つ
に
は
地
域
に
固
有
の
財
産
権
と
の
か
か
わ
り
が
推

定
さ
れ
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
夫
婦
共
有
財
産
制
度
に
よ
っ
て
、

結
婚
後
手
に
入
れ
た
財
産
は
夫
婦
の
共
有
財
産
に
く
み
い
れ
ら
れ

た
。
ま
た
一
度
結
婚
し
た
女
性
が
子
供
を
も
う
け
た
あ
と
で
夫
と

死
別
し
た
場
合
に
は
、
全
財
産
を
、
結
婚
し
た
後
子
供
を
も
う
け

ず
に
夫
と
死
別
し
た
場
合
に
は
全
財
産
の
二
分
の
一
を
、
相
続
で

き
た
こ
と
が
お
お
き
い
と
み
ら
れ
る
。（
残
り
の
二
分
の
一
は
直

系
親
族
の
も
の
と
な
っ
た）

20
（

）。
寡
婦
と
な
っ
た
女
性
が
、
相
続
財

産
を
も
っ
て
ベ
ギ
ン
の
共
同
体
に
加
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
否
定

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
ひ
と
つ
に
は
、
ド
ゥ
エ
な
ど
で
は
、

高
貴
な
身
分
の
女
性
が
複
雑
な
家
庭
環
境
ゆ
え
に
ベ
ギ
ン
共
同
体

の
一
員
と
し
て
う
け
い
れ
ら
れ
た
例
が
確
認
で
き
、
未
婚
で
も
相

当
の
財
産
を
も
っ
て
共
同
体
に
加
わ
っ
て
い
た
例
も
皆
無
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る）

21
（

。

　

こ
の
問
題
に
こ
こ
で
こ
れ
以
上
た
ち
い
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

こ
こ
に
あ
げ
た
よ
う
な
富
裕
な
共
同
体
員
は
、
自
身
の
収
入
や
時

間
を
ほ
か
の
共
同
体
員
を
助
け
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
も
、
地
域

へ
の
社
会
貢
献
に
役
立
て
る
こ
と
も
容
易
に
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

共
同
体
の
長
と
な
っ
て
、
恵
ま
れ
な
い
仲
間
の
た
め
に
尽
く
す
、

地
域
の
人
々
の
た
め
に
尽
く
す
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、

ベ
ギ
ン
の
社
会
的
貢
献
活
動
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

平服のベギン（ヘント）
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四
、
ベ
ギ
ン
の
社
会
貢
献
活
動

ベ
ギ
ン
の
社
会
貢
献
活
動
と
し
て
は
、
教
育
、
看
護
の
分
野
が
名

高
く
、
地
域
民
に
よ
り
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う

ち
、
病
人
看
護
と
看
取
り
を
中
心
に
、
ク
リ
ス
チ
ー
ナ
・
ガ
イ
ド

ラ
の
研
究
を
て
が
か
り
に
看
護
と
看
取
り
死
者
祭
祀
を
中
心
に
ベ

ギ
ン
の
社
会
貢
献
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い）

22
（

。

　

ベ
ギ
ン
が
病
め
る
者
、
死
に
ゆ
く
者
、
死
せ
る
者
に
か
か
わ
る

活
動
に
携
わ
っ
た
事
の
明
ら
か
な
証
拠
は
中
世
の
お
び
た
だ
し
い

数
の
史
料
の
な
か
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
ベ
ギ
ン
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー

ル
、
都
市
民
や
ベ
ギ
ン
自
身
の
遺
言
書
、
説
教
の
テ
ク
ス
ト
、
聖

人
伝
、
美
術
作
品
の
よ
う
な
多
様
な
資
料
の
検
討
を
通
じ
て
、
ベ

ギ
ン
が
社
会
の
な
か
で
も
っ
と
も
脆
弱
な
構
成
員
の
世
話
に
密
接

に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
の
具
体
的
な
証
拠
が
例
示
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

　

ベ
ギ
ン
た
ち
が
瀕
死
の
都
市
民
を
自
宅
に
訪
問
し
、
臨
終
の
後

に
は
死
体
を
清
め
、
埋
葬
場
所
ま
で
付
き
添
い
、
死
者
の
命
日
に

は
魂
の
た
め
の
祈
り
を
さ
さ
げ
た
こ
と
の
証
拠
は
都
市
民
に
相
当

の
地
位
が
あ
っ
て
そ
う
し
た
行
為
を
依
頼
す
る
遺
言
書
を
残
し
て

い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
行
為
に
対
し
て
な

ん
ら
か
の
対
価
が
支
払
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
書
か
れ
た
文
書
に

は
の
こ
ら
な
い
。
ベ
ギ
ン
の
慈
善
に
か
か
わ
る
し
っ
か
り
と
し
た

情
報
を
突
き
止
め
る
作
業
は
、
あ
た
か
も
干
し
草
の
山
の
中
の
針

を
探
す
試
み
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る）

23
（

。
ま
た
バ
イ
ナ
ム
が
指
摘
し

た
よ
う
に
、
女
性
が
一
般
に
か
か
わ
っ
て
い
た
行
為
に
ベ
ギ
ン
が

か
か
わ
っ
た
場
合
、
そ
の
活
動
は
記
録
に
残
り
に
く
い
と
い
う
面

も
あ
る
。
職
布
産
業
へ
の
従
事
、
病
人
の
看
護
、
遺
体
を
埋
葬
で

き
る
状
態
に
整
え
る
、
子
守
、
糸
紡
ぎ
な
ど
を
す
る
ベ
ギ
ン
は
、

同
時
代
の
観
察
者
に
は
強
い
印
象
を
の
こ
さ
ず
、
特
に
書
き
と
め

る
に
価
す
る
何
か
と
は
映
ら
な
い
か
ら
で
あ
る）

24
（

。

　

し
か
し
、
大
量
に
あ
る
と
も
特
に
利
用
し
や
す
い
と
も
い
え
な

い
史
料
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
ベ
ギ
ン
が
共
同
体
成
員
の
身

体
的
、
精
神
的
苦
痛
を
緩
和
す
る
に
当
た
り
大
き
く
貢
献
し
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

㈠
、
規
約
遺
言
書
等
に
み
る
ベ
ギ
ン
の
慈
善
活
動

　

ベ
ギ
ン
の
慈
善
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
と
し
て
規
約
は
あ

ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
有
益
で
あ
る）

25
（

。
ヘ
ン
ト
の
ス
ィ
ン
ト

＝
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
＝
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
初
期
の
規
約
は
ベ
ギ
ン
に
病

人
看
護
を
義
務
づ
け
て
い
な
い
が
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
壁
の
外
で
の

ベ
ギ
ン
の
行
動
を
規
制
し
た
部
分
の
長
々
し
い
く
だ
り
は
、
結
婚

式
、
キ
リ
ス
ト
降
誕
祭
、
男
性
と
同
席
の
上
で
の
食
事
を
避
け
る
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こ
と
の
ほ
か
に
、
屋
内
に
女
性
が
い
な
い
場
合
に
は
男
性
患
者
の

看
護
を
行
わ
な
い
よ
う
ベ
ギ
ン
に
求
め
て
い
る）

26
（

。
こ
う
し
た
禁
止

条
項
か
ら
は
、
病
気
の
市
民
へ
の
訪
問
看
護
が
ヘ
ン
ト
の
ベ
ギ
ン

た
ち
の
定
番
の
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る）

27
（

。

　

ま
た
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
規
約
は
、
施
物
の
分
配
や

病
人
看
護
の
よ
う
な
慈
善
活
動
を
行
う
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し

て
い
る
。
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
ベ
ギ
ン
た
ち
は
、「（
病
人
に
）
や
わ
ら

か
い
ベ
ッ
ド
を
整
え
、
適
切
な
食
事
を
用
意
し
、
足
を
洗
う
」
と

い
う
形
で
病
人
に
心
を
配
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
病
人

が
う
つ
状
態
に
な
っ
た
り
、
絶
望
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
義
務
を

果
た
す
よ
う
指
示
さ
れ
て
も
い
た）

28
（

。
ま
た
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
ベ
ギ
ン

ホ
フ
の
規
約
は
ベ
ギ
ン
が
通
夜
で
遺
体
の
守
り
を
す
る
間
「
悪
ふ

ざ
け
を
す
る
」（
軽
率
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
か
）
事
を
禁
じ

て
い
る）

29
（

。

　

こ
こ
か
ら
は
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
ベ
ギ
ン
が
葬
送
儀
礼
に
何
ら
か
の

役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
ヘ
ン
ト
の

ス
ィ
ン
ト
＝
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
の
ベ
ギ
ン
の
場
合
に
は
葬
送
儀
礼
へ

の
関
与
は
、
そ
う
し
た
行
為
に
つ
い
て
の
規
定
の
部
分
の
文
面
が

常
に
女
性
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
仲
間
の
ベ
ギ
ン
の
場
合
に
限
ら
れ

た
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
が
、
市
民
の
遺
言
書
な
ど
を
用
い
る
こ

聖霊ターフェルの家屋の寄進をベギンホフ長が確認した 1300 年の文書
（ヘント、スィント＝エリザベート＝ベギンホフ）
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と
で
、
他
地
域
で
は
ベ
ギ
ン
が
市
民
の
葬
送
儀
礼
に
参
加
す
る
こ

と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
場
合
の
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る）

30
（

。

　

例
え
ば
、
ト
ゥ
ル
ネ
住
民
は
死
を
前
に
し
て
ベ
ギ
ン
に
思
い
を

は
せ
、
彼
女
た
ち
に
葬
列
に
参
列
し
て
も
ら
う
こ
と
を
望
ん
だ
。

一
四
一
六
年
づ
け
の
あ
る
夫
妻
の
遺
言
書
は
、
二
人
の
遺
体
が

ス
ィ
ン
ト
＝
カ
タ
リ
ー
ナ
＝
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
若
い
女
性
に
よ
っ
て

墓
ま
で
運
ば
れ
る
よ
う
に
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一

四
四
五
年
づ
け
の
別
の
遺
言
書
は
マ
ギ
ー
ヌ
・
ワ
ル
キ
ン
ヌ
が
遺

体
を
墓
地
に
運
ぶ
報
酬
と
し
て
地
域
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
八
人
の
若

い
女
性
に
二
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
遺
贈
し
て
い
る）

31
（

。

　

シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
市
で
は
、
埋
葬
場
所
ま
で
死
者
に
付
き
添

い
死
者
の
た
め
に
祈
る
こ
と
の
見
返
り
と
し
て
受
け
取
っ
た
収
益

は
ベ
ギ
ン
の
主
要
な
収
入
源
で
あ
っ
た
と
み
な
す
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

よ
う
な
研
究
者
も
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ベ
ギ
ン
は
、

ラ
イ
ン
川
流
域
諸
都
市
の
都
市
民
の
遺
言
書
に
頻
繁
に
出
現
し
て

お
り
、
市
民
は
葬
式
で
貧
民
に
喜
捨
を
分
与
す
る
役
割
を
ベ
ギ
ン

に
課
す
こ
と
で
、
慈
善
の
媒
介
者
の
役
割
を
ベ
ギ
ン
に
も
た
せ
て

い
た）

32
（

。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ま
た
、
十
五
世
紀
の
ア
ル
ザ
ス
の
人
文
主
義
者

カ
イ
ザ
ー
ス
ベ
ル
ク
の
説
教
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
、

シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
市
の
市
民
が
墓
地
ま
で
死
者
に
付
き
添
う
こ

と
を
せ
ず
、
ベ
ギ
ン
と
そ
の
男
性
版
の
ベ
ガ
ル
ド
だ
け
で
葬
送
の

行
列
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
と
言
っ
て
非
難
し
て
い

る）
33
（

。
こ
の
非
難
は
、
少
な
く
と
も
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
市
で
は
、

ベ
ギ
ン
が
死
者
の
埋
葬
に
密
接
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
。

　

ま
た
、
ツ
ィ
ン
メ
ル
ン
の
町
の
名
士
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ォ
ル
ン
ヘ
ア

が
一
四
九
五
年
に
瀕
死
の
床
に
あ
っ
た
時
、
死
に
際
し
て
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
院
の
管
財
人
の
み
が
立
ち
あ
う
こ
と

を
望
み
、
ベ
ギ
ン
の
立
会
い
は
望
ま
な
い
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
、
慣
例
を
外
れ
た
要
望
で
あ
っ
て
、
通
常

は
病
気
が
重
く
瀕
死
の
床
に
あ
る
時
に
は
そ
う
し
た
女
性
た
ち
に

付
き
添
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る）

34
（

。

　

ま
た
ド
ゥ
エ
に
関
す
る
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
同
市
で
は
十
三

世
紀
の
前
半
の
少
な
く
と
も
二
通
の
遺
言
書
が
ベ
ギ
ン
に
埋
葬
場

所
ま
で
死
者
に
付
き
添
わ
せ
る
よ
う
要
請
し
て
い
る）

35
（

。
ま
た
、

ド
ゥ
エ
の
市
民
の
中
に
は
、
小
規
模
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ト
型
の
ベ
ギ
ン

館
の
設
立
と
、
そ
こ
に
住
ま
う
女
性
た
ち
の
祈
り
を
求
め
た
遺
言

書
が
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
遺
言
者
の
ひ
と
り
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
パ

イ
レ
ー
ト
は
二
つ
の
小
さ
な
ベ
ギ
ン
用
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ト
の
設
立
の

た
め
の
遺
産
を
残
し
、
ベ
ギ
ン
が
毎
日
聖
母
マ
リ
ア
像
の
前
で
彼

の
魂
の
た
め
に
祈
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
聖
母
の
五
つ
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の
祝
日
、
キ
リ
ス
ト
降
誕
祭
、
復
活
祭
、
聖
霊
降
臨
祭
、
万
聖
節

に
は
ろ
う
そ
く
に
火
が
と
も
さ
れ
、
聖
母
像
の
前
で
彼
と
彼
の
両

親
と
何
人
か
の
名
前
を
挙
げ
ら
れ
た
寄
進
者
の
魂
の
た
め
に
、
よ

り
複
雑
な
祈
り
が
さ
さ
げ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で

あ
る）

36
（

。

　

こ
の
遺
言
書
か
ら
は
、
ベ
ギ
ン
た
ち
の
生
活
の
な
か
に
息
づ
い

て
い
た
日
常
的
な
祈
り
の
風
景
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

聖
母
マ
リ
ア
の
と
り
な
し
を
ベ
ギ
ン
が
得
や
す
い
と
信
じ
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
市
民
が
、
死
後
に
お
け
る

ベ
ギ
ン
の
祈
り
を
有
益
と
考
え
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　

ド
ゥ
エ
の
都
市
文
書
同
様
興
味
深
い
の
が
、
ト
ゥ
ル
ネ
の
都
市

文
書
で
あ
る
。「
ト
ゥ
ル
ネ
歴
史
考
古
学
会
」
編
の
遺
言
集
に
は
、

一
四
〇
〇
年
か
ら
一
四
九
二
年
に
か
け
て
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
墓
地
に

埋
葬
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
五
人
の
遺
言
書
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
の
多
く
が
埋
葬
の
見
返
り
と
し
て
多
額
の
遺
産
を
遺
贈
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
五
通
の
遺
言
書
の
う
ち
三
通
が
す
で
に
ベ

ギ
ン
ホ
フ
墓
地
に
眠
る
愛
す
る
者
の
傍
ら
に
葬
ら
れ
る
こ
と
を
望

ん
で
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
マ
ル
ゲ
リ
ー
タ
・
フ
ロ
マ
ー
ジ
ュ
と

い
う
名
前
の
ベ
ギ
ン
は
祖
母
の
遺
体
の
近
く
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と

を
希
望
し
て
お
り
、
ま
た
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ブ
ル
ゴ
ワ
ー
ズ
は
、
寡
婦

で
あ
っ
た
が
夫
で
は
な
く
父
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
ベ
ギ
ン
ホ
フ
墓

地
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
以
上
の
遺
言
書
が
示
す

の
は
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
墓
地
が
好
ま
し
い
埋
葬
場
所
と
し
て
市
民

に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

37
（

。

　

ヘ
ン
ト
の
ス
ィ
ン
ト
＝
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
＝
ベ
ギ
ン
ホ
フ
で
は
、

ベ
ギ
ン
ホ
フ
墓
地
へ
の
一
般
市
民
の
埋
葬
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
が
、
そ
の
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
に
は
、
遺
言
者
の
命
日
に
寄
進
者

の
魂
の
た
め
に
祈
り
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
指
示
し
貨
幣
を
遺
贈
し

た
遺
言
書
が
何
通
か
含
ま
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
ブ
エ
ル
ケ
ル
・

フ
ァ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ワ
ー
レ
の
寡
婦
の
マ
ル
ゲ
リ
ー
タ
の
遺
言

書
は
、
ブ
エ
ル
ケ
ル
の
命
日
に
ベ
ギ
ン
が
病
人
の
看
護
に
出
向
き
、

ス
ィ
ン
ト
＝
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
の
ベ
ギ
ン
全
員
が
ミ
ゼ
レ
ー
レ
を
唱

え
て
追
悼
の
記
念
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
死
者
の
追
悼
、

救
霊
の
た
め
に
ミ
サ
設
立
を
依
頼
す
る
こ
と
や
貧
者
へ
の
施
物
を

命
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
救
霊
を
願
っ
て
病
人
看
護
を
義
務
づ

け
た
遺
言
書
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
り
、
こ
の
遺
言
書
は
ベ
ギ
ン

に
よ
る
病
人
看
護
を
め
ぐ
る
中
世
の
人
々
の
意
識
を
探
る
手
が
か

り
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
遺
言
書
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
ベ

ギ
ン
に
よ
る
病
人
看
護
が
有
益
な
事
業
と
し
て
市
民
権
を
得
て
い

た
事
実
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
生
前
寄
進
者
自
身
が
ベ

ギ
ン
の
看
護
を
受
け
て
い
た
可
能
性
も
あ
る）

38
（

。
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㈡
、
聖
人
伝
に
み
る
ベ
ギ
ン
の
慈
善
活
動

　

再
考
を
要
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
史
料
類
型
は
ベ
ギ
ン
に
関
す
る

聖
人
伝
史
料
で
あ
る
。
十
三
世
紀
初
頭
に
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ィ
ノ
修

道
参
事
会
士
で
あ
っ
て
の
ち
に
ア
ッ
コ
ン
司
教
と
な
る
ジ
ャ
ッ

ク
・
ド
・
ヴ
ィ
ト
リ
は
オ
イ
グ
ニ
ー
ス
の
マ
リ
ア
伝
を
書
い
た
。

マ
リ
ア
は
リ
エ
ー
ジ
ュ
司
教
区
出
身
の
敬
虔
な
女
性
で
一
般
に
最

初
の
ベ
ギ
ン
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ほ
ど
な
く
、
彼
の
著
作
に
ド

ミ
ニ
コ
会
士
の
ト
マ
ス
・
ド
・
カ
ン
テ
ィ
ン
プ
レ
の
著
作
が
追
加

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ト
マ
ス
は
、
オ
イ
グ
ニ
ー
ス
の
マ
リ

ア
伝
の
補
遺
と
、
初
期
ベ
ギ
ン
運
動
に
か
か
わ
っ
た
別
の
二
人
の

女
性
の
伝
記
を
著
し
た
。
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ミ
ラ
ビ
リ
ス
と
ア

イ
ウ
エ
ー
ル
の
リ
ュ
ト
ガ
ル
ト
の
二
人
で
あ
る
。
最
近
の
英
語
圏

で
は
聖
人
伝
は
お
そ
ら
く
ベ
ギ
ン
研
究
者
が
活
用
で
き
る
史
料
の

中
で
最
も
頻
繁
に
参
照
さ
れ
て
い
る
史
料
で
あ
る
が）

39
（

、
聖
人
伝
だ

け
を
き
り
は
な
し
て
、
奇
跡
や
幻
視
体
験
を
追
求
す
る
の
で
な
く
、

ベ
ギ
ン
ホ
フ
規
約
、
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
、
遺
言
書
、
都
市
文
書
と

併
せ
て
再
検
討
す
る
こ
と
で
ベ
ギ
ン
の
霊
性
の
支
柱
と
彼
女
た
ち

の
病
人
と
死
者
へ
の
か
か
わ
り
の
関
係
に
関
し
て
新
た
な
視
野
が

開
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

ヨ
ア
ン
ナ
・
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
は
、
そ
の
論
稿
「
模
倣
と
し
て
の

現
実
│
│
│
低
地
地
方
の
ベ
ギ
ン
に
お
け
る
宗
教
的
想
像
力
の
役

割
」
の
な
か
で
い
く
つ
か
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
規
約
の
言
い
回
し
が

ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
・
ヴ
ィ
ト
リ
が
オ
イ
グ
ニ
ー
ス
の
マ
リ
ア
の
装
い

方
、
振
舞
い
方
、
霊
性
の
あ
り
か
た
を
叙
述
す
る
に
際
し
て
用
い

た
言
い
回
し
に
ご
く
近
い
こ
と
の
強
力
な
証
拠
を
提
示
し
た
。

ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
は
、
マ
リ
ア
の
生
活
の
日
常
的
な
デ
ィ
テ
ー
ル
が

ベ
ギ
ン
ホ
フ
規
約
の
起
草
者
に
ひ
ろ
い
あ
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る）

40
（

。
筆
者
は
女
性
た
ち
が
聖
人
伝
に
自

ら
の
模
範
を
見
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
が
、

ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
規
約
の
起
草
者
が
聖
人
伝
に
ベ

ギ
ン
が
行
動
規
範
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
例
を
み
て
い
た
可
能
性

は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

病
人
看
護
、
看
取
り
、
死
者
の
世
話
は
マ
リ
ア
の
伝
記
の
目

立
っ
た
特
徴
で
あ
っ
て
、
マ
リ
ア
伝
の
数
章
は
自
ら
の
共
同
体
の

成
員
の
た
め
に
彼
女
が
行
っ
た
慈
善
行
為
の
あ
れ
こ
れ
を
叙
述
す

る
の
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

  

以
下
は
実
際
の
、
聖
人
伝
の
記
述
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
神
を
敬
う
心
か
ら
、
彼
女
は

可
能
な
限
り
外
的
慈
善
行
為
に
携
わ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
慈

善
行
為
の
な
か
で
、
マ
リ
ア
が
特
に
傾
注
し
た
の
が
病
人
に
付
き

添
い
、
痛
悔
を
求
め
る
死
者
を
看
取
り
、
埋
葬
に
立
ち
会
う
こ
と
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で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
場
面
で
マ
リ
ア
は
し
ば
し
ば
天
の
秘
密
に

か
か
わ
る
事
柄
を
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
知
っ
た
の
で
あ
っ
た）

41
（

 

。

　

マ
リ
ア
の
徳
を
示
す
た
め
、
ヴ
ィ
ト
リ
は
そ
れ
か
ら
、
マ
リ
ア

が
か
つ
て
重
篤
な
病
に
お
ち
い
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ
修
道
参
事

会
士
の
妹
の
臨
終
の
床
に
付
き
添
っ
て
い
た
時
の
逸
話
を
語
っ
て

い
る
。
息
を
引
き
取
る
間
際
の
女
性
の
周
り
に
群
れ
な
す
悪
魔
を

見
て
、
マ
リ
ア
は
平
素
の
つ
つ
ま
し
さ
を
忘
れ
、
即
座
に
女
性
の

傍
ら
に
駆
け
寄
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
場
に
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ

修
道
参
事
会
士
た
ち
を
大
い
に
驚
か
せ
た
。
マ
リ
ア
は
不
浄
な
霊

と
戦
い
女
性
が
罪
を
悔
い
る
気
持
ち
に
な
っ
て
地
獄
行
き
を
免
れ

る
の
に
十
分
な
時
間
を
稼
ぐ
。
こ
の
間
マ
リ
ア
は
、
女
が
煉
獄
で

過
ご
す
時
間
が
減
じ
る
よ
う
女
の
魂
の
た
め
に
祈
り
続
け
た
の
で

あ
る
。

　

マ
リ
ア
伝
の
続
く
四
章
の
逸
話
も
お
も
し
ろ
い
。
マ
リ
ア
は
、

女
性
宗
教
者
の
死
の
床
に
臨
席
し
た
が
、
そ
の
時
、
聖
母
マ
リ
ア

が
死
に
ゆ
く
女
に
う
ち
わ
で
風
を
送
っ
て
い
る
幻
視
を
み
た
。
祝

福
さ
れ
た
老
人
の
病
床
に
付
き
添
っ
て
い
た
時
に
は
、
女
を
知
ら

ぬ
ま
ま
生
涯
を
過
ご
し
た
老
人
が
煉
獄
を
通
ら
ず
に
直
接
に
天
国

に
昇
っ
て
ゆ
く
間
大
勢
の
天
使
が
歓
喜
す
る
の
に
居
合
わ
せ
た
。

オ
イ
グ
ニ
ー
ス
の
あ
る
参
事
会
士
の
母
親
に
付
き
添
っ
て
慰
め
る

に
当
た
っ
て
は
、
彼
女
が
痛
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
、
自
ら
の

肉
体
に
痛
み
を
与
え
て
苛
ん
だ）

42
（

。
医
者
に
診
せ
て
も
は
か
ば
か
し

く
な
か
っ
た
場
合
も
含
め
て
、
マ
リ
ア
の
も
と
に
は
治
癒
を
願
っ

て
足
の
骨
折
や
そ
の
他
の
疾
患
を
抱
え
て
や
っ
て
く
る
人
々
が
い

た
。

　

我
々
は
、
こ
れ
ら
の
逸
話
を
マ
リ
ア
の
目
覚
ま
し
い
超
自
然
の

力
の
例
証
と
し
て
あ
げ
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
逸
話
は
マ
リ

ア
の
日
常
の
活
動
ひ
い
て
は
、
彼
女
の
周
辺
に
い
た
ベ
ギ
ン
の
日

常
の
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
大
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
引

用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
逸
話
か
ら
ま
ご
う
方
な
く
浮
か
び

上
が
る
の
は
地
域
社
会
に
は
い
っ
て
い
っ
て
時
に
私
宅
に
赴
き
、

病
人
や
老
人
の
世
話
を
す
る
の
が
マ
リ
ア
の
霊
性
の
重
要
な
要
素

で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
マ
リ
ア
伝
の
作
者
は
マ
リ
ア
の
奇
跡
に

よ
る
治
癒
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
あ
る
が
、
治
癒
の
多
く
は
奇
跡

と
い
う
よ
り
は
る
か
に
実
際
的
な
次
元
の
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
リ

ア
は
病
人
や
死
に
ゆ
く
者
の
ベ
ッ
ド
の
脇
に
座
り
、
慰
め
の
言
葉

を
か
け
、
食
べ
物
を
口
に
運
び
、
病
ん
だ
り
怪
我
を
し
た
り
し
た

と
こ
ろ
の
あ
る
身
体
に
手
を
あ
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

43
（

。

　

ク
リ
ス
チ
ー
ナ
・
ミ
ラ
ビ
リ
ス
は
ベ
ギ
ン
運
動
の
初
期
段
階
に

関
与
し
た
も
う
一
人
の
女
性
で
あ
る
が
、
彼
女
も
少
な
く
と
も
一

度
は
死
に
ゆ
く
者
を
看
取
っ
て
い
る
。
伝
記
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ズ
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伯
の
ル
イ
が
市
の
床
に
あ
っ
た
と
き
、
伯
は
ク
リ
ス
チ
ー
ナ
を
呼

び
寄
せ
、
ほ
か
の
者
た
ち
が
全
員
退
席
す
る
よ
う
頼
ん
だ
。
そ
れ

か
ら
伯
は
ク
リ
ス
チ
ー
ナ
の
足
元
に
完
全
に
ひ
れ
伏
し
、
自
ら
の

罪
を
ク
リ
ス
チ
ー
ナ
に
告
白
し
た）

44
（

。
煉
獄
で
の
却
罰
を
減
じ
る
の

に
最
も
効
果
的
な
祈
り
と
伯
が
考
え
た
の
が
彼
女
の
祈
り
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ン
ト
、
ト
ゥ
ル
ネ
、
レ
ウ
ヴ
ェ
ン
、
ド
ゥ
エ
の
市
民
は
、
病

床
に
あ
る
時
、
ベ
ギ
ン
に
看
護
し
て
も
ら
う
こ
と
を
、
魂
の
た
め

に
祈
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
望
み
、
は
た
ま
た
埋
葬
の
場
所
ま
で
付

き
添
っ
て
も
ら
い
、
あ
る
い
は
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
墓
地
に
埋
葬
さ

れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
や
は
り
同
じ
感
情
に
突
き
動
か
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う）

45
（

。

　

ベ
ギ
ン
運
動
に
つ
ら
な
っ
た
女
性
た
ち
の
伝
記
か
ら
は
魂
の
ゆ

く
す
え
が
彼
女
た
ち
の
心
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
例
え
ば
ク
リ
ス
チ
ー
ナ
・
ミ
ラ
ビ
リ
ス
は
パ
ン
が
焼
か
れ

て
い
る
か
ま
ど
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
り
、
時
に
何
日
間
も
凍
て
つ

く
水
の
中
に
首
ま
で
つ
か
っ
て
い
た
り
、
絞
首
台
で
首
を
つ
っ
て

み
た
り
、
墓
に
入
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
同
時
代
人
に

煉
獄
の
責
め
苦
を
実
演
し
て
教
訓
を
与
え
痛
悔
に
導
く
目
的
の
も

の
で
あ
っ
た）

46
（

。

　

上
に
述
べ
た
聖
人
伝
史
料
は
ま
た
、
ベ
ギ
ン
が
周
囲
の
人
々
を

い
や
し
続
け
、
死
後
は
そ
の
格
別
効
験
あ
ら
た
か
な
祈
り
に
よ
っ

て
魂
を
静
め
た
こ
と
、
ま
た
苦
痛
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
関
し
て
は

ま
だ
こ
の
地
上
に
あ
る
者
ば
か
り
で
な
く
煉
獄
に
あ
る
者
を
も
対

象
と
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
・
ヴ
ィ

ト
リ
は
、
苦
し
ん
で
い
る
魂
に
対
す
る
マ
リ
ア
の
共
感
に
つ
い
て

し
ば
し
ば
述
べ
て
い
る
。
マ
リ
ア
は
「
煉
獄
で
責
め
苦
に
あ
っ
て

い
る
も
の
た
ち
に
対
す
る
心
か
ら
の
愛
情
あ
ふ
れ
る
親
切
心
に
み

ち
み
ち
て
い
た
」。
ま
た
、「
自
ら
の
祈
り
で
は
あ
き
た
ら

ず
・
・
・
彼
女
は
ほ
か
の
人
々
の
祈
り
や
ミ
サ
か
ら
少
な
か
ら
ぬ

と
り
な
し
を
得
て
い
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　

不
思
議
な
力
を
持
ち
幻
視
を
見
る
ベ
ギ
ン
は
、
ご
く
ご
く
ま
れ

に
存
在
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
彼
女
ら
よ
り
は
平
凡
な
同
僚

た
ち
は
、
ベ
ギ
ン
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
、
彼
女
た
ち

の
例
か
ら
多
少
な
り
と
も
学
ん
だ
と
ガ
イ
ド
ラ
は
考
え
て
い
る
。

そ
の
証
拠
と
し
て
、
彼
女
が
採
用
し
て
い
る
の
が
、
ベ
リ
ウ
オ
の
、

十
三
世
紀
の
ベ
ギ
ン
に
行
わ
れ
た
説
教
の
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
托
鉢
修
道
士
は
、
煉
獄
の
魂
の
た
め
に
祈
る
よ
う
に
頻

繁
に
ベ
ギ
ン
に
勧
奨
し
て
い
た
が
、
托
鉢
修
道
士
に
言
わ
せ
れ
ば
、

そ
の
こ
と
で
、
煉
獄
の
魂
は
ベ
ギ
ン
に
感
謝
し
な
い
で
は
い
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た）

47
（

。
同
じ
く
バ
イ
ナ
ム
が
語
っ
て
い
る

十
四
世
紀
初
頭
の
ベ
ギ
ン
は
、
煉
獄
の
魂
の
た
め
に
俗
人
女
性
が
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聖
餐
を
供
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
こ
と
は
司
祭
が
ミ
サ
を

挙
げ
る
の
と
同
様
の
効
力
を
持
つ
と
議
論
し
て
い
た
と
い
う）

48
（

。
ベ

リ
ウ
オ
や
バ
イ
ナ
ム
が
あ
げ
て
い
る
例
は
ベ
ギ
ン
の
な
か
で
も
カ

リ
ス
マ
性
を
も
っ
た
聖
女
以
外
の
一
般
の
ベ
ギ
ン
に
も
実
行
可
能

な
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ギ
ン
の
聖
性
は
常
人
に
は
到

底
達
成
不
可
能
な
奇
跡
で
は
な
く
、
日
常
的
な
慈
善
行
為
の
つ
み

か
さ
ね
に
由
来
し
え
た
と
言
え
よ
う
。
ガ
イ
ド
ラ
が
い
う
よ
う
に
、

ベ
ギ
ン
た
ち
は
各
方
面
か
ら
死
に
ゆ
く
者
に
と
っ
て
の
物
理
的
、

精
神
的
な
力
に
な
る
こ
と
を
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
お
そ
ら

く
、
女
性
た
ち
は
そ
う
し
た
激
励
を
折
に
触
れ
て
肝
に
銘
じ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

マ
リ
ア
は
修
道
院
に
こ
も
っ
て
暮
ら
す
修
道
女
で
は
な
か
っ
た

が
、
聖
女
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ベ
ギ
ン
が
目
標
と
し
た
も
の
で
あ

る
、
と
ま
で
ガ
イ
ド
ラ
は
言
う）

49
（

。
マ
リ
ア
は
ま
た
、
死
に
立
ち
会

い
、
あ
る
い
は
他
者
の
息
絶
え
よ
う
と
す
る
身
体
の
世
話
を
す
る

こ
と
で
共
感
を
示
し
た
が
、
こ
れ
も
し
ば
し
ば
ベ
ギ
ン
が
お
こ

な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
か
ら
は
、
多
く
の
ベ

ギ
ン
が
社
会
の
中
で
最
も
窮
地
に
あ
る
人
々
に
対
す
る
奉
仕
に
積

極
的
に
か
か
わ
っ
た
事
実
が
明
ら
か
で
あ
る
。
病
者
の
看
護
と
看

取
り
を
行
う
こ
と
で
ベ
ギ
ン
は
死
後
の
世
界
に
い
た
る
ま
で
他
者

に
対
す
る
ケ
ア
を
継
続
さ
せ
た
。
埋
葬
で
き
る
よ
う
遺
体
を
準
備

す
る
こ
と
、
永
眠
の
場
所
ま
で
死
者
に
付
き
添
う
こ
と
、
煉
獄
の

死
者
の
た
め
に
多
く
の
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ベ
ギ
ン
は

き
わ
め
て
必
要
度
の
高
い
援
助
を
提
供
し
て
周
囲
の
者
に
希
望
を

与
え
た
と
ガ
イ
ド
ラ
は
結
論
づ
け
て
い
る）

50
（

。

五
、
結
語

　

ベ
ギ
ン
に
注
目
す
る
こ
と
で
後
期
中
世
の
女
性
の
経
済
活
動
と

社
会
的
貢
献
に
関
す
る
計
り
知
れ
な
い
洞
察
が
え
ら
れ
た
。
さ
ま

ざ
ま
な
手
が
か
り
か
ら
は
、
女
性
た
ち
が
旺
盛
な
経
済
活
動
を
行

い
、
簡
素
な
生
活
を
む
ね
と
し
な
が
ら
、
と
き
に
財
力
を
た
く
わ

え
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
余
暇
を
も
ち
い
て
、
地
域
社
会
の
も
っ
と

も
窮
し
て
い
る
人
々
に
身
体
的
、
精
神
的
援
助
を
与
え
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

地
域
、
共
同
体
の
規
模
に
よ
り
許
さ
れ
た
慈
善
の
範
囲
の
差
異

は
、
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
が
、
埋
葬
で
き
る

よ
う
遺
体
を
準
備
す
る
こ
と
、
永
眠
の
場
所
ま
で
死
者
に
付
き
添

う
こ
と
、
煉
獄
の
死
者
の
た
め
に
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

女
性
た
ち
は
き
わ
め
て
必
要
度
の
高
い
援
助
を
提
供
し
て
周
囲
の

者
に
希
望
を
与
え
た
。
近
隣
住
民
の
遺
言
書
に
ベ
ギ
ン
が
頻
繁
に

現
れ
る
の
も
、
彼
女
ら
が
提
供
し
た
奉
仕
活
動
が
人
々
の
目
に
と

ま
り
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
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ベ
ギ
ン
の
社
会
的
貢
献
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
間
で
つ
と

に
語
り
継
が
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
ご
く
最
近
ま
で
本

格
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
女
性
た
ち
の
経
済

活
動
、
社
会
的
貢
献
の
歴
史
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
当
た
り
前
の
よ

う
に
存
在
し
て
い
る
が
語
ら
れ
な
い
も
の
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。
今
後
は
、
都
市
共
同
体
に
対
し
て
彼
女
た
ち
が
提
供
し
た

精
神
的
、
物
理
的
さ
さ
え
に
つ
い
て
歴
史
家
は
よ
り
自
覚
的
で
あ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

註（１
）　

一
九
八
八
年
に
リ
エ
ー
ル
、
デ
ィ
ー
ス
ト
、
ト
ン
ヘ
ー
レ
ン
、
コ

ル
ト
レ
イ
ク
、
メ
ッ
ヘ
レ
ン
、
ヘ
ン
ト
（
ス
ィ
ン
ト
ア
マ
ン
ド
ゥ
ス

べ
ル
ヒ
、
ク
ラ
イ
ン
＝
ベ
ギ
ン
ホ
フ
）、
ホ
ー
ホ
ス
ト
ラ
ー
テ
ン
、
ブ

ル
ッ
ヘ
、
デ
ン
ン
デ
ル
モ
ン
デ
、
ト
ゥ
ル
ン
ハ
ウ
ト
、
ス
ィ
ン
ト
＝

ト
ラ
イ
デ
ン
、
ル
ー
ヴ
ェ
ン
（
フ
ロ
ー
ト
＝
ベ
ギ
ン
ホ
フ
）
の
十
三

カ
所
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
現
ベ
ル
ギ
ー
の
南
ネ
ー
デ
ル
ラ

ン
ト
を
扱
っ
た
著
作
と
し
て
は
古
典
的
な
大
著E.M

cD
onnell, T

he 
Beguines and Beghards in M

edieval Culture. W
ith Special 

E
m
phasis on the Belgian Scene, N

ew
 Brunsw

ick, N
ew
 Jer-

sey, 1954, L. J. M
.,Philippen, D

e Begijnhoven, O
orspprong, 

geschiedenis, inrichting, A
ntw
erpen, 1918. 

英
語
で
書
か
れ
た

最
近
の
も
の
と
し
て
は
、W

. Sim
ons, Cities of Ladies, Beguine 

Com
m
unities in the M

edieval Low
 Countries, 1200-1565, 

Philadelphia, 2001.

邦
語
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