
オ

ー

タ

ン

司

教

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

(
六

六

三

-

六

七

八

)

-

七
世
紀

後
半

の
司
教

に
よ

る
都
市
支

配
再

検
討

の
錯
覚

杉

浦

武

仁

は
じ
め
に

メ

ロ
ヴ

ィ

ン
グ

期

に

お

け

る

司

教

の
存

在

は

、

一
般

に

司

教

支

配

と

い
う

概

念

で

捉

え

ら

れ

て
き

た

。

五
世

紀

か

ら

八

世

紀

前

半

ま

で

の
時

代

範

囲

で

、

史

料

の
ヒ

で
散

見

さ

れ

る

ガ

リ

ア

司

教

の
さ

ま

ざ

ま

な

活

動

の

形

跡

は

、
多

く

の
研

究

者

の
間

で

司

教
支

配

を

示

す

恰

好

の
実

証
素

材

と

な

っ
て
き

た

。

今

回

考

察

対

象

と

す

る

オ

ー

タ

ン

司

教

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
r
。
⊆
⊆
。
αq
鋤
ユ
⊆
。・
の
事

例

も

例

外

で

は

な

い
。

メ

ロ
ヴ

ィ

ン
グ

期

の
司

教

支

配

権

の
実

態

に

つ

い
て

、

地
域

別

に

極

め

て
詳

細

な

検

討

を

加

え

た

カ

イ

ザ

ー
"
。
一∋

o
己

ス
鋤
一・・
o
『
に

よ

っ
て
強

調

さ

れ

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
が

都

市

支

配

者

で
あ

っ
た

と

す

る

理

解

り
ゐ

は
今
日
に
至
る
ま
で
通
説
的
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
都
市
支
配
と
い
う
概
念
を
用

い
る
た
め
の
指
標
を

一

義
的
に
定
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ

ス
が
都
市
支
配
を
掌
握
し
て
い
た
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
多
く
の
研

究
者
は
次
の
よ
う
な
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ウ
デ

ガ
リ
ウ
ス
が
都
市
内
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
事
業
に
取
り

組
み
、
都
市
の
防
禦
者
と
し
て
も
力
量
を
発
揮
し
、
ま
た
都
市
外
で

は
、
七
世
紀
後
半
の
政
治
的
混
乱
期
に
お
い
て
、
中
央
の
政
治
に
関

与
し
う
る
程
の
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事

実
が
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
を
都
市
支
配
者
と
見
な
す
に
足
る
充
分
な

証
左
と
な

っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
所
見
か
ら
、
カ
イ
ザ
ー

は
、
七
肚
紀
後
半
に
お
け
る
領
域
的
な
司
教
支
配
を
想
定
し
、
レ
ウ

デ
ガ
リ
ウ
ス
も
そ
う
し
た
事
例
の
ひ
と

つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
都
市
の
裁
治
権
は
本
来
的
に
伯
と
呼
ば
れ
る
国
王
役

人
の
手
中
に
あ

っ
た
の
で
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
、
司
教
の
存
在
意

一120一



義
は
、
都
市
民
の
精
神
的
指
導
者
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
見
出
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
立
場
に
あ

っ
た

司
教
が
事

実
上
の
都
市
支
配
者
に
成
長
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の

転
換
点
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
者
た
ち
が
提
示
し
て
き
た
見
方
は
大
き
く
分
け
て

ふ
た
つ
あ
る
。

つ
ま
り
ひ
と

つ
は
、
王
権
か
ら
公
的
権
限
を
委
託
さ

れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
司
教
は
都
市
支
配
を
実
現
す
る
た
め
の
制
度

的
な
基
盤

を
備
え
る
に
至

っ
た
と
す
る

「
王
権
代
行
」
論
で
あ
り
、

も
う
ひ
と

つ
は
、
と
く
に
王
権
の
凋
落
に
伴
い
、
公
的
権
限
を
獲
得

す
る
に
至

っ
て
、
司
教
支
配
は
実
現
し
た
と
す
る

「公
権
奪
取
」
論

で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
イ
ザ
ー
の
見
解
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
司

教
支
配
を

強
調
す
る
現
在
の
通
説
は
、
「公
権
奪
取
」
論
に
傾
い
て

い
墾し

か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
時
代
背
景
や
地
域
特
性
を
持

つ
が
ゆ
え
に
、

個
々
の
事

例
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
か
の

正
当
性

の
み
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
指

摘
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
の
は
、
い
ず
れ
の
立
論
も
、
都
市
民
と
の

関
係
を
等

閑
視
し
て
お
り
、
司
教
は
常
に
都
市
の
指
導
的
立
場
も
し

く
は
都
市

支
配
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
考
察
の
前
提
と
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
六
世
紀
後
半
の
政
治
的
混
乱
期
に
お
い
て
、
都
市
生

活

の
経
済
的
援
助
を
国
王
に
申
し
出
て
い
た
の
は
司
教
で
あ

っ
た

し
、
都
市
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
事
業
に
携
わ

っ
て
い
た
の
も
司
教

ニ
　

　

で

あ

っ
た

。

こ
れ

ら

の
事

実

か

ら

、

当

然

都

市

指
導

者

も

し

く

は

都

市

支

配

者

と

し

て

の
司

教

の
イ

メ

ー
ジ

が

出

来

あ

が

っ
て
く

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

当

時

の
司

教

の

一
般

的

な

実

像

を

示

し

て

い
た

の
だ

と

す

る

結

論

は

、

性

急

に
過

ぎ

る

の

で
は

な

い
だ

ろ

う

か

。

な

ん

と

な

れ

ば

、

都

市

民

に
対

し

て
支

配

と

言

え

る

ほ

ど

の
強

制

力

が

発

揮

さ

れ

て

い
た

こ
と

を

、

史

料

か

ら

確

認

で
き

な

い
か

ら

で
あ

る
。

こ

の

こ

と

に

つ

い
て

、

い
く

つ
か

の
聖

人

伝

を

詳

細

に

検

討

し

、

通

説

と

は

異

な

る
司

教

の
イ

メ

ー
ジ

を

描

き

出

し

た

の
が

、

フ

ォ
ー

エ
イ

カ

ー

℃
●
「
o
ξ
碧
『。
の

『
メ

ロ
ヴ

ィ

ン

グ
朝

後

期

の

フ
ラ

ン

ス
』

　ピ

と
い
う
著
作
で
あ
る
。
カ
イ
ザ
ー
ら
の
通
説
的
見
解
が
提
示
す
る
立

論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
常
に
司
教
支
配
と
呼
ば
れ
る
概
念
で
あ

っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

フ
ォ
ー
エ
イ
カ
ー
は
、
政
治
的
変
動
期
に
お

け
る
地
方
権
力
の
在
り
よ
う
と
の
関
連
か
ら
司
教
の
存
在
と
役
割
を

描
出
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
上
述
の

「公
権
奪

取
」
論
と

「王
権
代
行
」
論
で
は
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は

い

え
な
い
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期

の
司
教
像
に
つ
い
て
、
新
た
な
実
像
を
提

示
す
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
エ
イ
カ
ー
は
、
史
料
の
綿
密
な
る
検
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討

を

第

一
と

考

え

る

。

そ

し

て
、

と

く

に
注

目

さ

れ

る

べ
き

は

、

オ

ー

タ

ン

司

教

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
事

例

に

つ

い
て

の
検

討

で

あ

り

、

こ
れ

ま

で

の
解

釈

に
新

知

見

を

も

た

ら

し

た

。

本

稿

の
目

的

は

、

通

説

が

頻

繁

に
持

ち

出

す

司

教

支

配

と

い
う

概

念

が

ど

こ
ま

で
有

効

で
あ

る

か

を

検

討

し

、

メ

ロ
ヴ

ィ

ン
グ

期

に
お

け

る

司

教

の
実

像

の

一
端

を

明

ら

か

に
す

る

こ

と

で
あ

る

。

ま

ず

第

、
章

で

は

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
が

オ

ー

タ

ン
司

教

に

叙

任

さ

れ

る

前

後

に

つ

い
て
触

れ

て
お
き

た

い
。

第

二
章

で

は

、
有

力

貴

族

エ
ブ

ロ
イ

ン
団
σ
δ
ヨ
と

の

関

係

を

跡

付

け

つ

つ
、

都

市

オ

ー

タ

ン
に

お

け

る

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
疏

場

に

つ
い

て
検

討

す

る
。

こ

こ

で

得

ら

れ

た

知

見

を

補

強

す

る

形

で
、

最

後

の
第

三

章

で

は
司

教

の
領

域

支

配

に
関

し

て
独

自

の
試

論

を

提

示

し

た

い
。

第

一
章

オ
ー
タ
ン
司
教
叙
任
の
前
後

ー
考
察
の
前
提
と
し
て
ー

レ
ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス

が

オ

ー

タ

ン
司

教

に

叙

任

さ

れ

る
前

後

を

知

る

た

め

に
は

、
『
レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
殉

教
者

伝

』

(以

ド

『
殉

教

者

伝

』

　

と

略

す

)

が

唯

一
の
情

報

源

と

な

る

。

こ

の
史

料

に

つ

い
て

は

、

現

在

三

つ

の
版

が

写

本

と

し

て

残

っ
て

お

り

、

こ

れ

を

も

と

に

し

た

『
殉

教

者

伝

』

の
内

容

は

、

中

世

ラ

テ

ン

語

史

料

集

ζ

。
口
⊆
∋
①
三
。

O
o
§

9
三
器

雷

。・
ε
ユ
8

の

な

か

に

収

録

さ

れ

て

い
る

。

ま

ず

、

最

初

の
版

は

、

オ

ー

タ

ン
司

教

ヘ
ル

メ

ナ

ー

ル
=
。
§

8

碧
が

、
或

る
修

道

士

に
作

成

を
依

頼

し

た
版

で

、

六

八

〇
年

か

ら

六
九

三
年

の

問

に
作

成

さ

れ

た
も

の
で

、

九

世
紀

初

頭

の

写
本

が
残

存

し

て

い
る
。

そ

し

て

、

二

つ
目

が

、

ポ

ワ

テ

ィ

エ
司

教

ア

ン

ソ

ア

ル

ド
〉
蕊
o
巴
鳥

(六

七

六
-

六
九

六

)

お

よ
び

、

同

じ
く

ポ

ワ

テ

ィ

エ
の

聖

マ
ク

セ

ン

テ

ィ

ウ

ス
ζ
娑
8

ニ
ロ
。・修

道

院

院

長

ア

ウ
ド

ゥ

ル

フ
〉
ロ
O
巳
陸
の
指

示

に
よ

っ
て

、

ウ

ル

シ

ヌ

ス
⊂
『
。・一自

。・
と

呼

ば

れ

る

人

物

に

よ

っ
て
著

さ

れ

た

版

で
あ

る

。

こ

の
版

に

つ

い
て
は

、

八
世

紀

半

ば

頃

の
写

本

が

あ

る
。

最

後

に

、

十

世
紀

前

半

の
写

本

に
基

づ

い
た

版

が

あ

る
。

こ

の

中

で
、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
生

存

中

に
近

い
も

の
は

前

二
者

で
あ

る

が

、

二

つ
目

の

版

は

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
を

司

教

で
は

な

く

、

ネ

ウ

ス

ト

リ

ア

の
宮

宰

と

み
な

す

な

ど

不

可

解

な

部

分

が

あ

る
た

め

、

信

糠

性

に
欠

け

る
と

言

わ

れ

て

い
る
。

と

す

れ

ば

、

オ

リ

ジ

ナ

ル

で
は

な

い
と

い
う

制

約

が
あ

る
も

の

の
、

利

用

す

る

価

値

の
あ

る

史

料

と

し

て

み
な

し

う

る

の

は
最

初

の
版

で
あ

り

、

本

稿

に
お

い

て
も

・王
た

る

ゴ
セ

　

史

料

と

し

て
活

用

す

る
。

こ

の
最

初

の
版

の

『
殉

教

者

伝

』

に
よ

れ

ば

、

レ
ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス

は

貴

族

家

門

の

出

身

で
あ

り

、

幼

少

の

頃

か

ら

ク

ロ

タ

ー

ル

ニ

世
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・
13

)

∩
三
〇
9
碧

目

(Z
●
五

八

四
-

六

二
九

、

〉
.じd
.
六

二

ニ
ー

六

二
九

)

の

パ

リ
宮

廷

に
お

い

て
教

育

を

受

け

、

そ

の
後

ポ

ワ

テ

ィ

エ
司

教

デ

イ
ド

O
己
o

(⊥
ハ
ニ
八

/

二
九

i

六

六

九

/

七

〇

)

の
下

で

養

育

さ

れ

　
ぬ

　

た
。
お
そ
ら
く
司
教
に
叙
任
さ
れ
る
た
め
の
素
養
や
政
治
的
手
腕
な

ど
は
、
宮

廷
時
代
と
ポ
ワ
テ
ィ
エ
に
お
け
る
長
期
滞
留

の
時
期
に
培

わ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

ポ
ワ
テ
ィ
エ
の
助
祭
と
な

っ
た
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
は
、
裁
判
権
を

行
使
で
き

た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
当
時

の
聖
職
者
の
政
治
的

お

機

能

を

知

る

う

え

で
興

味

深

い
。

さ

ら

に

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
は

ポ

　

ワ

テ

ィ

エ

の
聖

マ
ク

セ

ン

テ

ィ

ウ

ス
修

道

院

院

長

を

経

て
、

六

六

三

　
り

　

年

に

オ

ー

タ

ン
司

教

に
叙

任

さ

れ

る

に
至

っ
た
。

司

教

叙

任

の
直

前

に
は

、

オ

ー

タ

ン

に
お

い

て

二
人

の
人

物

が

騒
擾

を
巻

き

起

こ

し

て

い

て

、

こ

れ

を

鎮

め

る

た

め

に

、

王

妃

バ

ル

テ

ィ

ル

ド
Uu
碧

三
己
と

そ

の
息

子

ク

ロ
タ

ー

ル

三

世
∩
巨
0
9
僧
二

F

(じu
・Z
●
六

五

七

ー

六

七

三

)

は

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
を

オ

ー

タ

ン
司

教

に
任

命

す

る

こ

と

を

　
　

　

決
定
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
は
、
宮
廷
か
ら
直
接

地
方
に
派

遣
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
七
世
紀
後
半

の
こ
の
時
期
に
お

い
て
も
司

教
叙
任
の
制
度
が
、
王
権
の
手
中
に
あ

っ
た
こ
と
は
興
味

ほ
り

　

深

い
事

実

で
あ

る

。

ト

ゥ
ー

ル

ー
ズ

の

エ
レ

ム

ベ

ル
ト

卑

o
ヨ
σ
〇
二
や

リ

ヨ

ン

の
ゲ

ネ

シ

ウ

ス
O
o
器

。・
一g
。・
も

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
と

同
時

代

の

　せ

人
物

で

あ

り

、

国

王

に

よ

っ
て

地
方

に
派

遣

さ

れ

て

い
る

。

さ

て

、

オ

ー

タ

ン
司

教

に
叙

任

さ

れ

た

後

の
レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の

業

績

は

目

覚

し

く

、

『
殉

教

者

伝

』

の

記

述

だ

け

で
も

、

大

聖

堂

、

聖

シ

ン

フ

ォ
リ

ア

ヌ

ス
修

道

院

、

家

屋

な

ら

び

に

市

壁

の
修

築

に
力

　
ぬ

　

を
注

い
で
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。
教
会
の
建
設
事
業
の
例
は

他
の
司
教
の
場
合
に
お
い
て
も
頻
繁
に
看
取
さ
れ
る
が
、

一
方
で
市

壁
の
修
築
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
都
市
の
防
禦
大
権
が
国
王
役
人
か

ら
司
教
の
掌
中
に
移
行
し
、
ま
さ
に
こ
れ
で
も

っ
て
司
教
支
配
権
が

成
立
し
た
と
し
て
、
カ
イ
ザ
ー
ら
の

「公
権
奪
取
」
論
が
注
目
し
て

　

　

き

た
事

象

で

あ

る

。

ま

た

、

都

市

内

外

に

点

在

す

る

教
会

や
修

道

院

の
裁

治

権

に

つ

い

て
も

、

レ
ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
は

掌
握

し

て

い
た
。

例

え

ば

、

教
皇

グ

レ

ゴ

リ

ウ

ス
が

⊥
ハ
〇

二

年

に

付

与

し

た
特

権

に

よ

つ

て

、

オ

ー

タ

ン
司

教

区

内

の
施

療

院

、

ノ

ー

ト

ル

ダ

ム
女

子
修

道

院

と

聖

マ
ル

テ

ィ

ヌ

ス
修

道

院

院

長

の
任

命

権

な

ど

は

、
当

時

の

王
妃

ブ

ル

ニ
ヒ

ル

ド

uu
『⊆
三
。
げ
ま

に
帰

属

す

る

も

の
と

な

っ

て

い
た

。

し

か

し

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
は

王

族

に

帰

属

す

べ
き

こ
う

し

た
権

限

さ

ド
お

　

え
も
、
自
己
の
も
の
に
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
少
な
く
と
も
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
時
代
に

お
い
て
は
、
司
教
支
配
権
の
確
立
が
実
現
し
た
と
こ
れ
ま
で
考
え
ら

れ
て
き
た
。
カ
イ
ザ
ー
は
七
世
紀
の
後
半
以
降
に
、
司
教
の
自
立
的
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な
領
域
支
配
が
始
ま
る
と
考
え
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
も
当
然
そ
の
カ

ゆ

テ
ゴ

リ

ー

に
含

ま

れ

る

。

た

し

か

に
、

E

権

か

ら

叙

任

を

二.面
い
渡

さ

れ

た

と

し

て
も

、

そ

の
後

国

王

が

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス

に
何

ら

か

の
働

き

か

け

を

し
た

と

い
う

記

録

は

全

く

残

っ
て

い
な

い
。

こ
れ

は

、
七

世

紀

前

半

の

カ

オ

ー

ル
司

教

デ

シ

デ

リ

ウ

ス
O
。
。・
乙
。
「冒
。・

(
六

一.
一〇

1

六

五

圧

)
と

国

、E

の

問

で

、

書

簡

が

た

び

た

び

交

わ

さ

れ

て

い
た

お

こ
と
と
対
照
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
司
教
在

任
中
は
、
有
力
貴
族

エ
ブ
ロ
イ
ン
に
よ

っ
て
王
権
が
纂
奪
さ
れ
、
政

治
的
に
も
不
安
定
な
時
期
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
情
の
中
で
、

E
権

の
意

に
添
わ
な

い
有
力
貴
族
が
台
頭
し
た

こ
と
は
事
実

で
あ

る
。
そ
れ
と
連
動
す
る
か
た
ち
で
、
司
教
に
叙
任
さ
れ
た
後
の
レ
ウ

デ
ガ
リ
ウ
ス
も
王
権
か
ら
自
立
す
る
地
方
支
配
者
と
な
り
え
た
の
か

も
し
れ
な

い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
エ
ブ
ロ
イ
ン
と
の
確
執
の
中
で

の
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
立
場
は
、
明
ら
か
に
政
治
的
に

一
定
の
影
響

力
を
持

つ
有
力
貴
族
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

事
実
か
ら

オ
ー
タ
ン
に
お
け
る
司
教
支
配
権
と
の
直
接
的
な
関
わ
り

が
即
座
に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
は
都
市

オ
ー
タ
ン
に
お
け
る
支
配
基
盤
を
維
持
し
た
司
教
と
し
て
認
め
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
関
心
を
持
ち
な
が
ら
、
『殉
教
者
伝
』

に
お
け
る
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
の
経
過
を

辿

り

つ

つ
、

都

市

民

と

の
関

係

の
内

に
見

出

さ

れ

る
、

都

市

内

に
お

け

る

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス

の
立

場

に

つ

い

て
検

討

し

て

み

た

い
。

第

二
章

都
市
オ
ー
タ
ン
に
お
け
る
司
教
レ
ウ
デ
ガ
リ

ウ
ス
の
立
場

こ
れ

ま

で

の
研

究

者

が

注

目

し

て
き

た

の
は

、

都

市

の
防

禦

者

と

し

て

の

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
立

場

で
あ

る

。

本

来

都

市

を

防

禦

す

べ

き

人

物

は

オ

ー

タ

ン
伯

で
あ

る
が

、

そ

の
役

割

を

司

教

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
が

担

っ
て

い
た

と

い
う

こ
と

で
、

レ
ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
は

明

ら

か

ゆ

に
都

市

支

配

者

で
あ

っ
た

と

、

通

説

は

述

べ

て

い
る

の
で

あ

る

。

オ

ー

タ

ン
伯

が

史

料

に
登

場

し

て

い
な

い
以

L

、

伯

と

の
関

係

で

一一.口え

ガ

ば
こ
う
し
た
理
解
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
司
教
が
都
市

民
に
対
し
て
支
配
権
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
な

い
限

り
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
を
都
市
支
配
者
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
都
市
民
と
司
教
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た

の
か
と
い
う
問
題
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

都
市
民
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
立
場
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
『殉
教
者
伝
』
に
頻
繁
に
登
場
す
る
エ
ブ
ロ
イ

ン

と
の
確
執
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
と
い
う
の
も
、
エ
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プ

ロ
イ

ン

の
政

治

的

な

行

動

の
う

ち

に
、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
個

々

ハ
　

　

の
局
面
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

エ
ブ

ロ
イ

ン
は
バ
ル
テ
ィ
ル
ド
の
時
代
の
宮
廷
有
力
貴
族
で
あ

り
、
の
ち

に
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
分
国
の
宮
宰
に
就
位
し
た
当
初
は
、
ク

ロ
タ
ー

ル
三
世
と
バ
ル
テ
ィ
ル
ド
と
の
信
頼
関
係
を
維
持
し
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
王
と
の
友
好
関
係
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ

ブ

ロ
イ

ン
は
六
六
四
/
六
五
年
に
バ
ル
テ
ィ
ル
ド

の
政
権
を
奪
取

　　
　

し
、
宮
廷

で
の
権
力
基
盤
を
強
固
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
政
治
的
背
景
の
中
で
、
当
初
良
好
な
も
の
で
あ

っ
た
エ

　

　

ヘ

フ
ロ
イ
ン
と
レ
ウ
テ
ガ
リ
ウ
ス
の
関
係
は
変
化
し
て
い
く
。
六
六
六

年
に
エ
ブ

ロ
イ
ン
の
家
修
道
院
に
宛
て
ら
れ
た
特
権
文
書
が
伝
来
し

　
　

　

て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
は
署
名
を
施
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
六
六
六
年
以
降
が
両
者
の
友
好
関
係
が
敵
対
関
係

へ
と

変
る
分
岐
点
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
件

が
契
機
と
な

っ
て
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
と

エ
ブ

ロ
イ
ン
の
確
執
が
生

じ
た
の
か

に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、

エ
ブ

ロ
イ
ン
に
よ
る

独
自
の
権
力
行
使
は
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
に
と

っ
て
き
わ
め
て
脅
威

的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

エ
ブ

ロ
イ
ン
は
勅
令

を
発
布
し
、
ブ
ル
グ
ン
ド
か
ら
の
い
か
な
る
者
も
、
彼
の
承
認
な
し

　
　

　

に

宮

廷

に
立

ち

入

る

こ

と

を

禁

止

し

た

。

さ

ら

に

ク

ロ
タ

ー

ル

三

世

の

死
後

、

エ
ブ

ロ
イ

ン
が

擁

立

し

た

テ

ウ

デ

リ

ク

三

世

目
冨

⊆
α
o
『
8
げ

目

●
(Z
●ごU
・
六

七

三

、

〉
・
六

八
七

-

六

九

〇
/

九

一
)

の
戴

冠

式

に

　
　

　

お

い
て
、
有

力

貴

族

の
参

加

を

禁

止

し

て

い
る
。
こ
れ

ら

の
施

策

が

、

ブ

ル

グ

ン

ド

の
分

国

領

域

に
位

置

す

る

オ

ー

タ

ン
に
影

響

を

与

え

な

い
は

ず

は

な

か

っ
た

。

こ

う

し

た
背

景

の
な

か

で

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
と

エ
ブ

ロ
イ

ン

の
確

執

は

顕

著

な
も

の
と

な

っ
て

い

っ
た

の

で
あ

る
。た

だ

し

、
宮

廷

に

お

け

る

エ
ブ

ロ
イ

ン
勢

力

は
未

だ

強

固

な
も

の

で
は

な

く

、

反

エ
ブ

ロ
イ

ン
派

の
貴

族

た
ち

が

、
対

立

国
王

と

し

て

キ

ル

デ

リ

ク

ニ
世

∩
げ
ま

9

9

目

(〉
・
六

六

ニ
ー

六

七

五

、
じu
・Z
●
六

七

三
ー

六

七

五

)

を

擁

立

す

る

と

、

エ
ブ

ロ
イ

ン

は

ル

ク

ス

ー

ユ

ピ
⊆
×
。
邑

修

道

院

に

幽

閉

さ

れ

て
し

ま

っ
た

。

こ

の
と

き

、

エ
ブ

ロ

イ

ン
勢

力

打

倒

の
立

役

者

に
な

っ
た

の
が

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

で
あ

っ

　
れ

　

た
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
事
件
史
か
ら
看
取
さ
れ
る
限
り
で
は
、

エ
ブ
ロ
イ
ン
の
叛
乱
と
い
う
特
殊
な
政
治
的
状
況
を
考
慮
し
た
と
し

て
も
、
司
教
叙
任
以
降
の
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
活
動
も
し
く
は
勢
力

拠
点
は
パ
リ
宮
廷
と
そ
の
周
辺
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
彼

の
都
市

オ
ー
タ
ン
で
の
活
動
は
、
建
設
事
業
に
関
す

る
箇
所
に
お
い
て
見
出

　
あ

ソ

さ

れ

る

の

み

で
あ

る
。

さ

て
、

キ

ル

デ

リ

ク

ニ

世

の
政
権

下

に

お

い
て

、

反

エ
ブ

ロ
イ

ン
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派

の
領

袖

で

あ

っ
た

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス

は

、
当

然

政

治

的

に
影

響

力

の
あ

る
存

在

で
あ

っ
た

。

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の

宮

廷

で

の

こ
う

し

た

立

場

は

、
国

王

に
と

っ
て
煩

厭

す

べ
き

も

の

で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

実

際

に
も

、

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
は

マ
ル

セ

イ

ユ
の

統

轄

者

で
あ

っ
た

ヘ
ク

ト

ー

ル
=
。
2
。
『と

い
う

人

物

と

結

託

し

て
、

キ

ル

デ

リ

ク

ニ

世

　お

の
政
権
を
奪
取
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
当
然
キ
ル
デ
リ
ク
ニ
世
と

レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
関
係
は
次
第
に
悪
化
し
て
い
き
、
結
局
レ
ウ
デ

ゆ

ガ

リ

ウ

ス
も

ル

ク

ス
ー

ユ
修

道

院

に
追

放

さ

れ

る

こ
と

と

な

っ
た

。

こ

の

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
失

脚

劇

の
背

後

か

ら

、

ヘ
ル

メ
ナ

ー

ル

と

い
う

人
物

の
姿

が

浮

か

び

上

が

っ
て
く

る
。

フ

ォ
ー

エ
イ

カ

ー

に

よ

る
と

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
が

幽

閉

さ

れ

て

い
る

さ

な

か

、

宮

廷

で

何

人

か

の
貴

族

た

ち

が

、

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
を

永

久

に

ル

ク

ス
ー

ユ

に
留

置

し

て

お

く

こ
と

を

企

ん

で

い
た

。

こ

の

謀

略

を

知

っ
て
か

、

オ

ー

タ

ン

の

聖

シ

ン

フ

ォ

リ

ア

ヌ

ス
修

道

院

院

長

ヘ

ル

メ
ナ

ー

ル

は

、

キ

ル

デ

リ

ク

ニ
世

の
も

と

へ
行

き

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
後

継れ

司
教
と
し

て
オ
ー
タ
ン
司
教
に
就
位
す
る
こ
と
を
懇
願
し
て
い
た
。

フ
ォ
ー
エ
イ
カ
ー
は
、
中
央
に
お
け
る
諸
権
力
問
の
確
執
は
都
市
に

お
い
て
も

顕
著
に
反
映
さ
れ
る
も
の
だ
と
し
て
、
こ
う
し
た
関
連
か

ら
都
市
内

に
お
い
て
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
と
は
相
容
れ
な
い
勢
力
の
存

み

在

を

想

定

し

て

い
る
。

ヘ
ル

メ
ナ

ー

ル
と

い
う

人

物

の
存

在

か

ら

も

、

レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
が
オ
ー
タ
ン
の
支
配
権
を
容
易
に
獲
得
で
き
な
か

　　

っ
た

こ

と

は

指

摘

さ

れ
う

る
だ

ろ
う

。

前

述

し

た

よ

う

に

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

が
着

手

し

た
公

共

事

業

の

中

に

、
聖

シ

ン

フ

ォ
リ

ア

ヌ

ス
修

道

院

の
整

備

が

あ

っ
た

。
し

か

し

、

同
修

道

院

は

本

来

ヘ
ル

メ

ナ

ー

ル
家

門

の
庇

護

下

に
属

す

る
も

の

で

あ

り

、
当

然

の
こ

と

な

が

ら

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

が

同
修

道

院

の
庇

護

権

を

行

使

す

る

よ
う

に
な

っ
た

こ
と

は

、

ヘ
ル

メ

ナ

ー

ル

の
反

発

を

促

す

も

の
で

あ

っ
た
と

考

え

ら

れ

る
。

先

に
述

べ
た

、

ヘ
ル

メ

ナ

ー

ル

の

オ

ー

タ

ン
司
教

職

を

め
ぐ

る
謀

略

も

こ
う

し
た

背

景

か

ら

生

ま

れ

た
も

の
だ

と
す

る

に
困

難

は
生

じ

な

い
で
あ

ろ
う

。

こ
う

し

た

現

象

は
他

の
事

例

に

お

い
て
も

看

取

さ

れ

る
。

た

と

え

ば

、

ク

レ

ル

モ

ン
司

教

プ

ラ

エ
イ

ェ
ク

ト

ゥ

ス
写

器
撤
。
ε
。・
は

、

三

人

の

聖

人

崇

拝

(
聖

カ

ッ

シ

ウ

ス
∩
霧
・・
冒
。・
、

聖

ヴ

ィ

ク

ト

リ

ヌ

ス
≦

2
0
二
壼

。・
、

聖

ア

ン
ト

リ

ア

ヌ

ス
〉
三
ぎ

=
き
⊆
。・
)

に

つ
い

て
.レ

渉

し

よ

う

と

試

み

た

が

、

こ

れ

に

対

し

て
は

反

発

す

る
勢

力

が

存

在

し

て

い
た

。

例

え

ば

、

三

人

の

聖

人

の
う

ち

聖

ア

ン
ト

リ

ア

ヌ

ス

に

つ
い

て
は

、

ク

レ

ル

モ

ン

の

ア

ウ

ィ
ト

ゥ

ス
〉
<
巨

。・
家

門

と

の
繋

が

り

が

五

世

紀

後

半

か

ら

確

認

さ

れ

る

の

で
あ

り

、

プ

ラ

エ
イ

ェ
ク
ト

ゥ

ス

の
行

為

は

ア

ウ

ィ
ト

ゥ

ス
家

門
と

の
間

に
敵

対

関

係

を

生

じ

さ

せ

る

も

の
と

な

っ

　
れ

た

と

考

え

ら

れ

る
。
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さ

て

、

キ

ル
デ

リ

ク

ニ

世

と

の
対

立

の
結

果

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

は

ル

ク

ス

ー

ユ
修

道

院

に
幽

閉

さ

れ

る

こ
と

と

な

っ
た

が

、

そ

れ

以

前

か

ら

エ
ブ

ロ
イ

ン
も

同

修

道

院

に
追

放

さ

れ

て

お

り

、

こ

こ

で
両

ダ
ゆ

　

者

は

一
時

的

に

和

解

し

た

と

い
う

。

そ

の
後

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
と

エ
ブ

ロ
イ

ン

は

、
ル

ク

ス
ー

ユ
修

道

院

か

ら

解

放

さ
れ

た

。
し

か

し

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
が

都

市

オ

ー

タ

ン

へ
戻

る
途

中

、

エ
ブ

ロ
イ

ン
は

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
入

市

を

阻

止

し

て

い
る

。

た

だ

し

、

こ

こ

で
は

リ

ヨ

ン
司

教

ゲ

ネ

シ

ウ

ス

の
仲

介

に

よ

っ
て

、

両

者

は

再

び

友

好

関

係

を

結

び

、

と
も

に

オ

ー

タ

ン

へ
の

入
市

を

果

た

し

た

。

こ

の
と

き
お

全
都
市
民

の
拍
手
喝
さ
い
に
よ

っ
て
両
者
は
迎
え
ら
れ
た
と

い
う
。

レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
と
エ
ブ
ロ
イ
ン
の
両
者
が
不
和
と
和
解
を
繰
り

返
し
た
こ
と

の
直
接
的
原
因
に
つ
い
て
は
、
人
物
そ
の
も
の
を
論
じ

る
際
に
は
重
要
な
史
実
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿

の
関
心
と

は
直
結
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
こ
で
は
、
両
者
が
都
市

オ
ー
タ
ン
に
迎
え
ら
れ
る
入
市

の
場
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

『殉
教
者
伝
』
は
、
こ
の
入
市
に
参
加
し
た
人
物
に
つ
い
て
記
し

　
ゆ

　

て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
助
祭
、
聖
職
者
な
ど
教
会
関
係
者
が
あ

り
、
そ
の
他
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
、
「都
市
全
体
」
。一く冨
。・
ε
蜜
と

曖
昧
な
表

現
が
施
さ
れ
て
い
る
。
安
易
に
そ
れ
を
信
じ
る
な
ら
ば
、

当
然
都
市
民
の
全
て
が
喜
び
に
沸

い
た
と

い
う
想
定
を
試
み
る
他
は

な

い
。

た

だ

し

、

厳

密

に
考

え

た

場

合

あ

き

ら

か

に

こ

の
文

言

は

誇

張

表

現

で

あ

る

。

先

に
み

た

よ
う

に
、

レ
ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
と

は

対

立

す

る

ヘ

ル

メ
ナ

ー

ル

の
家

門

が
存

在

し

た

。

ま

た

ハ
イ

ン

ツ

ェ
ル

マ

ン
に

よ

る

と

、

司

教

が

関

わ

る
公

的

儀

式

へ
の
不

参

加

は

、

司

教

に

　
あ

対
す
る
反
対
勢
力
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
ト
ゥ
ー
ル

の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の

『歴
史
十
巻
』
に
は
、
司
教
が
市
民
と
友
好
関

係
を
結
び
、

一
方
で
司
教
と
聖
職
者
は
不
仲

で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す

や

エ
ピ

ソ
ー

ド

が

あ

る

が

、

オ

ー

タ

ン

の
場

合

は

、

司

教

と

都

市

民

及

び

聖

職

者

と

の
関

係

は

こ

の

よ
う

に
は

っ
き

り

と

図

式

化

で
き

る

も

の
で

は

な

か

っ
た

。

も

ち

ろ

ん

入

市

の
場

面

か

ら

の

み
、

新

た

な

解

釈

を

提

示

す

る

つ

も

り

は

な

い
。

し

か

し

、

宮

廷

周

辺

に
お

け

る

エ
ブ

ロ
イ

ン
と

の
確

執

の
過

程

か

ら

も

わ

か

る

よ
う

に
、

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
は

ポ

ワ

テ

ィ

エ
も

し

く

は

宮

廷

で

の
政

治

的

基

盤

は

確

か

で
あ

る
よ

う

だ

が

、

一

方

で
自

己

の
司

教

管

轄

区

た

る

オ

ー

タ

ン

に
お

い
て

の
影

響

力

に

つ

い

て
は

や
は

り

疑

問

視

せ
ざ

る
え

な

い
。

こ

の

こ
と

に

つ

い
て
さ

ら

に
示

唆

的

な

の
は

、

『
殉

教

者

伝

』

に

記

さ

れ

て

い
る
次

の
よ

う

な

エ
ピ

ソ
ー

ド

で
あ

る

。

レ
ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
と

の

関
係

が

」
時

的

に
回

復

を

み
せ

た

に
も

か

か

わ

ら

ず

、

エ
ブ

ロ
イ

ン

は

ア

ゥ

ス

ト

ラ

シ

ア
国

王

ク

ロ
ー
ド

ヴ

ィ
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ク

三

世

∩
三
〇
⊆
≦
一σq
ヨ

●

(
六

七

五
/

七

六

)

を

味

方

に
引

き

入

れ

、

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
と

の
対

立
姿

勢

を

強

め

て

い
く

。
そ

し

て

つ

い
に

、

都

市

オ

ー

タ

ン

は

エ
ブ

ロ
イ

ン

の
軍

隊

に
よ

っ
て
包

囲

さ

れ

る

こ
と

　ゼ

と

な

っ
た

。

こ

の
と

き

、

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
は

、

決

戦

を

も

辞

せ

ぬ

構

え

で
あ

っ
た

が

、

一
方

で

、

都

市

民

に
と

っ
て
都

市

の

混

乱

は
受

け

入

れ

難

い
も

の

で
あ

り

、

平

和

的

解

決

の
た

め

に
教

会

の
財

産

を

ぶ

譲

り

渡

そ

う

と

い
う

意

見

も

出

さ

れ

た
。

そ

う

こ
う

し

て
、

意

見

が

一
致

し

な

い
な

か

で
、

エ
ブ

ロ
イ

ン

の

軍

隊

が

市

に
侵

入

し
、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
は

捕

虜

と

な

り

、
後

に

処

刑

さ

れ

る

こ
と

と

な

る
。

こ

の
と
き

、

都

市

民

が

被

害

に
遭

う

代

わ

モ
　

り
に
、
捕
ら
わ
れ
の
身
に
な
る
こ
と
を
自
ら
希
望
し
た
と
い
う
。

こ
の
場
面
で
の

『殉
教
者
伝
』

の
記
述
に
つ
い
て
は
、
レ
ウ
デ
ガ

リ
ウ
ス
の
聖
人
と
し
て
の
姿
を
あ
ま
り
に
誇
張
し
す
ぎ
て
い
る
と
考

え
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
理
解
の
た

め
に
は
慎
重
な
検
討
が
要
求
さ
れ
る
。

こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
注
目
す
る
研
究
者
は
、
司
教
の
本
来
的
役
割

の
ひ
と
つ
と
し
て
都
市
民
の
保
護
に
全
力
を
尽
く
し
た
と
い
う
都
市

守
護
者
と
し
て
の
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
を
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
制

度
的
な
問

題
と
し
て
、
実
際
に
都
市
の
防
禦
を
指
揮
し
た
と

い
う
、

ぬ

防
禦
大
権

の
担
い
手
と
し
て
の
司
教
の

一
面
を
重
要
視
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
フ
ォ
ー
エ
イ
カ
ー
は
都
市
民
と
の
関
連
か
ら
、
次
の
よ

う
な
解
釈
を
試
み
て
い
る
。

都
市
の
荒
廃
を
免
れ
る
よ
う
教
会
の
財
産
を
包
囲
軍
に
与
え
よ
う

と
考
え
た
の
は
都
市
民
で
あ
り
、
こ
う
し
た
都
市
民
の
基
本
的
な
立

場
は
、
都
市
の
防
禦
が
破
ら
れ
て
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
が
捕
虜
に
な

へ
む

っ
た

時

点

で

現
実

の
も

の
と

な

っ
た

の
だ

、

と

。

フ

ォ

ー

エ
イ

カ

ー

に
よ

る

こ

の

理
解

に
従

う

な

ら

ば

、

都

市

オ

ー

タ

ン

の
命

運

に
も

つ

と

も

大

き

な

決

定

権

を

持

っ
て

い
た

の
は

、

都

市

民

で
あ

っ
た

と

い

う

こ
と

に
な

ら

な

い
か

。

こ
う

し

た

理

解

が

単

な

る

推

測

に
留

ま

ら

な

い

の
は

、

も

う

ひ
と

つ
の
事

例

と

比

較

し

た

と

き

明

ら

か

に
な

る

で
あ

ろ

う

。

『
殉

教

者

伝

』

に

よ

る

と

、

リ

ヨ

ン
司

教

ゲ

ネ

シ

ウ

ス

は

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
と

同

時

期

に
、

エ
ブ

ロ
イ

ン

の
軍

隊

に

都

市

リ

ヨ

ン
を

包

囲

さ
れ

て

い
た

。

こ

の
と

き

、

都

市

民

が

司

教

ゲ

ネ

シ

ウ

ス

の
軍

隊

を

援

助

し

、

最

終

的

に
は

敵

の
包

囲

を

打
破

し

て

い
る

　
ぴ

の

で
あ

る

。

こ

こ

で
明

ら

か

な

の
は

、

ゲ

ネ

シ

ウ

ス
と
都

市

民

と

の

密

接

な

関

係

で
あ

り

、
軍

隊

の
指

揮

権

で
あ

る
。
こ
れ

ら

の

こ
と

は

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
が

際

会

し

た

局

面

と

は

大
き

な

対

照
を

な

し

て

い

る

。レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
死

の
原

因

は

、
彼

が
都

市

民

の
世
論

に
反

し

て
攻

防

戦

に
踏

み
切

っ
た

こ
と

に

よ

る

。
彼

と

都

市

民
と

の
信

頼

関
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係

は

、

彼

が

思

っ
て

い
た

ほ
ど

堅

固
な

も

の
で

は

な

く

、

エ
ブ

ロ
イ

ン

の
軍

隊

に
都

市

の
躁

踊

を

許

し

て

し
ま

っ
た

。

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

と
都

市

民

の
あ

い
だ

に

は
意

見

の
対

立

が

あ

っ
た

こ

と

を

、

こ

こ

で

再

度

確

認

し

て
お

か

な

く

て

は

な

ら

な

い
。

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

は

、

な

に

ゆ

え

有

し

て

い
な

い
も

の
を

有

し

て

い
る

と

錯

覚

し

、

捕

ら

え

ら

れ

て
殺

害

さ

れ

た

の
か

。
あ

る

い
は

有

さ
な

い
と

分

っ
て

い
た

が

、

何

ら

か

の
事

情

で
都

市

に
執

着

し

た

の

で
あ

ろ
う

か
。
だ

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

い
か

な

る
事

情

で
あ

っ
た

の
か

。

畢

寛

、

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

は

オ

ー

タ

ン
に

お

け

る

確

固

た

る
政

治

的

基

盤

を

有

し

て

い
な

か

っ
た

が

た

め

に

、

都

市

民

と

団

結

し

て
都

市

の
防

衛

に
当

た

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

の

で
あ

る

。

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
は

市

壁

の
修

築

な
ど

を

行

っ
て

い
た

か

ら

、

都

市

防

禦

の
権

限

を

有

し

て

い
た

こ
と

は
確

か

で

あ

る

。

し

か

し

、

軍

隊

の
動

員

を

伴

う

軍

事

高

権

に

つ

い
て

は

、

な

お

微

妙

な

立

場

に
あ

っ
た

と

い
え

る

。

エ
ブ

ロ
イ

ン
側

で
活

躍

し

て

い
た

二

人

の
人

物

、

つ
ま

り

シ

ャ

ロ

ン
司

教

デ

シ

デ

ラ
ト

ゥ

ス
O
o
。。
乙
o
達
ε
・・
と

ヴ

ァ
ラ

ン

ス
司

教

ボ

ボ

uσ
o
σ
o
は

、

カ

イ

ザ

ー

に

よ

っ
て

「
戦

⊥

的

聖

職

者

」
オ
ユ
①
σq
o
ユ
。。
。
冨

写

巴
碧
。
ロ
と

し

て

示

さ

れ

て

い
る

よ

う

に

、

確

固

た

る

軍

隊

動

員

権

を

背

景

に
、

確

実

な
都

市

も

し

く

は

領

域

支

配

を

実

現

さ

せ

て

い
た

ロ
お

　

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
が
持

つ
軍
事
力

は

、

『
殉

教

者

伝

』

で

み

る

限

り

に
お

い

て

、

過

大

評

価

さ

れ

る

べ

き

で

は

な

い
。

い
ず

れ

に
し

て
も

、

レ
ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス

の
都
市

オ

ー

タ

ン

で

の
立

場

は

、

司

教

支

配

と

い
う

概

念

で
は

捉

え

る

こ

と

の
で

き

な

い
も

の

で
あ

っ
た

。

第

三
章

五
〇
〇
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
は
何
を
意
味
す
る
か

前
章
に
お

い
て
は
、
主
に
都
市
に
お
け
る
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
支

配
権
に
つ
い
て
通
説
的
見
解
の
再
検
討
を
行

っ
た
。
こ
の
章
で
は
、

司
教
支
配
の
領
域
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。
司
教
の
管

轄
し
た
区
域
は
キ
ウ
ィ
タ
ス
9
<
冨
。・と
呼
ば

れ
、
都
市
と
そ
の
周
辺

も
し
く
は
よ
り
広
範
囲
に
わ
た
る
司
教
区
を
指
す
。
た
だ
し
、
こ
の

概
念
は
聖
界
組
織
に
お
け
る
制
度
上
の
区
分

で
あ
る
の
で
、
司
教
が

実
際
に
支
配
し
た
領
域

の
在
り
よ
う
は
き
わ

め
て
複
雑
で
あ

っ
た
と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
説
的
見
解

が
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
司
教
の
領
域
支
配
の
形
成
を
想
定
す
る
の

は
、
王
権
の
衰
退
と
地
方

の
有
力
貴
族
の
台

頭
を
念
頭
に
置

い
て
い

ロ

　

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
七
世
紀
後
半

に
お
け
る
司
教
の
領
域

的
支
配
の
確
立
は
、あ
ま
り
議
論
さ
れ
な

い
ま
ま
認
め
ら
れ
て
き
た
。

は
た
し
て
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
事
例
も
、
こ
う
し
た
通
説
的
理
解
の
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立

証

材

料

と

な

る
も

の

で
あ

ろ

う

か

。

こ

れ

に

つ

い

て
、

筆

者

は

、

従

来

と

は

異

な

っ
た

視

点

を

提

示

で
き

る

の

で
は

な

い
か

と

考

え

て

い
る

。
エ
ブ

ロ
イ

ン

の
包

囲

軍

は

、
都

市

オ

ー

タ

ン

に
侵

入

す

る
と

、

レ

お

　

ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
を
捕
ら
え
て
盲
目
刑
に
処
し
、
市
内
で
掠
奪
を
行

っ

　
　

つ

た

。

そ

し

て

、

オ

ー

タ

ン

の
支

配
権

は

ヴ

ァ
ラ

ン

ス

司

教

ボ

ボ

に
譲

ら

れ

、

オ

ー

タ

ン

の
教

会

か

ら

は

五

〇

〇

〇

ソ
リ

ド

ゥ

ス
銀

貨

が

奪

　
レ

わ

れ

た

と

『
殉

教

者

伝

』

は

記

し

て

い
る
。

こ

の
五

〇

〇

〇

ソ
リ

ド

ゥ

ス

は

か

な

り

の
高

額

で
あ

る

。

こ

の

こ
と

は

、

ル

・
マ

ン
司

教

ベ

ル

ト

ラ

ム

ヌ

ス
じu
。
二
ぼ
鋤
∋
コ
⊆
。・

(
五

八

六
-

六

一
71

)

が

ひ

と

つ

の

ウ

ィ

ラ
を

獲

得

す

る

の
に

、

支

払

っ
た

金

額

が

三

〇

〇

ソ
リ

ド

ゥ

ス

　
ぶ

　

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
容
易

に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、

ラ
フ
ァ
ウ
リ
』oき

ピ
鋤壁
邑
。
は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期
に
お
け

る
貨
幣
価

値
体
系

の
様
相
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

が
、
そ
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
七
世
紀
後
半
は
、
流
通
貨
幣
と
し

て
の
金
貨

の
鋳
造
が
、
金
貨
か
ら
銀
貨

へ
変
遷
し
た
時
期
だ
と
考
え

　

　

ら

れ

て

い

る
。

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

に

よ

っ
て
退

蔵

さ

れ

た

五

〇

〇

〇

ソ
リ

ド

ゥ

ス
が

銀

貨

の
型

で
あ

っ
た

こ

と

も

こ

う

し

た

貨

幣

鋳

造

の

変

遷

と

無

関

係

で
は

な

い
。

こ

の

五

〇

〇

〇

ソ
リ

ド

ゥ

ス

の
意

味

す
　
　

　

る

と

こ

ろ

に

つ

い

て
、

こ

れ

ま

で
注

目

さ

れ

る

こ

と

は

な

か

っ
た

。

し
か
し
、
実
は
こ
の
問
題
は
司
教
の
支
配
領
域
を
考
え
る
た
め
に
重

要
な
指
標
の
ひ
と

つ
な
の
で
あ
る
。

ま
ず

『殉
教
者
伝
』
の
内
容
か
ら
分
る
事
実
と
し
て
、
レ
ウ
デ
ガ

リ
ウ
ス
が
所
有
す
る
領
地
に
関
す
る
記
録
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な

い
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
オ
ー
タ
ン
司
教
座
の
領
土
に
関
し
て
は
、

史
料
が
僅
少
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
支
配
領
域
を

知
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

一

方

で
は
、
『殉
教
者
伝
』
と

い
う
史
料
の
特
質
上
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ

ス
の
殉
教
に
大
き
な
関
わ
り
を
持

っ
た
エ
ブ

ロ
イ
ン
と
の
確
執
が
主

な

テ
ー

マ
と
な

っ
て
し
ま

い
、
『殉
教
者
伝
』
の
作
者
が
、
オ
ー
タ

ン
司
教
座

の
領
地
の
記
述
に
ま
で
紙
幅
を
割
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
に
留
ま
る
の
で
は

な
く
、
こ
こ
で
は
当
時
の
経
済
状
況
と
の
因
果
関
係
を
想
定
し
た
い
。

ま
ず
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
が
生
き
て
い
た
七
世
紀
後
半
の
経
済
状
況

の
特
徴
を
知
る
た
め
に
、
同
世
紀
前
半
と

の
比
較
を
考
え
て
み
よ

う
。七

世
紀
前
半
の
ル

・
マ
ン
司
教
ベ
ル
ト
ラ
ム
ヌ
ス
の
遺
言
状
に
記

さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
、
ベ
ル
ト
ラ
ム
ヌ
ス
が
ル

・
マ
ン
司
教
区
内

だ
け
で
な
く
、
遠
距
離
に
お
い
て
も
点
在
す

る
か
な
り
多
く
の
領
地

　
ゆ

　

を

所

有

し

て

い
た

こ
と

が

明

ら

か

に

な

る

。

ベ

ル
ト

ラ

ム

ヌ

ス

が

、
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い
か
に
多
く
の
領
地
の
獲
得
に
心
血
を
注

い
で
い
た
か
を
知
る
こ
と

が
で
き
る

の
で
あ
る
が
、
領
地
に
対
す
る
執
着
心
は
、
ベ
ル
ト
ラ
ム

ヌ
ス
に
の
み
例
外
的
に
見
ら
れ
る
事
実
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
カ
オ

ー
ル
司
教

デ
シ
デ
リ
ウ
ス
も
そ
の
聖
人
伝

の
中
で
、
遺
言
状
を
残
し

　
ほ

ぞ

て
お
り
、
そ
こ
か
ら
九
〇
あ
ま
り
の
領
地
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

領
地
の
取
得
が
七
世
紀
前
半
に
頻
繁
に
行
わ
れ
た

一
般
的
現
象
で
あ

っ
た
可
能
性
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
方
で
、
七
世
紀
後
半

の
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
場
合
は
ど
の
よ
う

で
あ
ろ
う

か
。
『殉
教
者
伝
』

の
文
言

に
そ
の
ま
ま
従
う
な
ら
ば
、

お
布
施
と
教
会

の
設
立
に
莫
大
な
財
産
を
投
じ
た
と
す
る
ほ
か
、
領

地
獲
得
に
尽
力
し
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
こ
の
領
地
取
得
の
趨
勢

に
つ
い
て
ベ
ル
ト
ラ
ム
ヌ
ス
と
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
両
時
代
に
伏
在

す
る
相
違

は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
貨
幣

価
値
の
変
化
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
ヌ
ス
の
時
代
に
お

い
て
は
、
貨
幣
価
値
の
下
落
が
顕
著
で
あ
り
、
こ
う
し
た
傾
向
は
貨

幣
を
貯
蓄

に
向
か
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
農
業
生
産

の
向
上
と
の
関

連
か
ら
最
も
見
か
え
り
の
大
き

い
、
領
地
の
獲
得
に
向
か
わ
せ
る
も

　
　

　

の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
時
代
、
と
く
に
六
七
五
年

は
、
流
通
貨
幣
が
金
貨
か
ら
銀
貨
に
移
行
し
た
時
期
だ
と
さ
れ
て
い

　　る
。
七
世
紀
前
半
以
降
に
金
貨
の
価
値
の
下
落
に
対
処
す
る
た
め
に
、

銀
貨
の
鋳
造
が
計
ら
れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
新

た
な
価
値
体
系
に
基
づ

い
た
流
通
貨
幣
の
成
立
が
、
国
王
の
手
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
想
定
さ
れ
う
る
。
こ
う
し
た
と
き
、
金
貨
と
銀
貨
と
い
う

型
式

の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
貨
幣
は
相
互
に
比
較
し
う
る
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
七
世
紀
前
半
ま
で
の
金
貨
は
質
の
低
下
に

よ

っ
て
、
金
の
含
有
量
が
き
わ
め
て
減
少
し

て
お
り
、
七
世
紀
後
半

に
発
行
さ
れ
た
銀
貨
と
の
価
値
の
懸
隔
は
さ

ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は

　ゆ

な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
六
七
五
年

以
降
、
銀
貨
に
変
換
せ
ざ
る
え
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
、
当
時
の
経
済

的
低
迷
の
根
本
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
こ

う
し
た
状
況
に
お
い
て
は
、
購
買
力
の
低
下
は
充
分
に
想
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
七
世
紀
前
半

の
状
況
と
は
異
な
り
、

積
極
的
な
領
地
取
得
よ
り
も
、
む
し
ろ
貯
蓄

に
向
か
っ
た
と
考
え
る

に
困
難
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
が
領
地
の
取
得

に
専
心
で
き
な
い
よ
う
な
必
然
的
前
提
が
、
七
世
紀
後
半
の
経
済
状

況
の
内
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
掠
奪
さ
れ
た
五
〇
〇

〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
銀
貨
は
こ
う
し
た
背
景
の
中

で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
所
見
か
ら
、
レ
ウ
デ
ガ
リ

ウ
ス
に
よ
る
領
地
の
獲
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得
の
事
実
、
ひ

い
て
は
カ
イ
ザ
ー
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
る
七
世
紀
後

半
以
降
の
司
教
に
よ
る
領
域
的
な
支
配
と
い
う
現
象
は
、
安
易
に
認

め
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
本
来
オ
ー
タ
ン
司
教
区
に
権
力
基
盤
を
有

し
て
い
な

い
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
自
己
支
配
領
域
は
、
き
わ
め
て
狭

小
な
も
の
で
あ

っ
た
と

い
う
の
が
、
妥
当
な
理
解
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ
る
。
都
市
内
に
お
け
る
ヘ
ル
メ
ナ
ー
ル
家
門
な
ど
の
反
対
勢
力

の
存
在
か
ら
も
、
司
教
支
配
領
域

の
狭
小
性
は
事
実
に
近

い
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
レ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
政

治
的
拠
点
は
司
教
座
教
会
を
中
心
と
し
て
ご
く
わ
ず
か
な
部
分
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

司
教
支
配
の
実
態
に
つ
い
て
再
検
討
を
行

っ
た
結
果
、
通
説
的
見

解
で
は
理
解
さ
れ
な

い
新
た
な

一
面
が
確
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

司
教
が
都
市

の
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
事
業
に
尽
力
し
、
政
治
的
な
有
力

者
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
都
市
支
配
を
貫
徹
し
て
い
た
か
否

か
は
別
問
題
と
し
て
慎
重
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
本
来
的
に
オ
ー
タ
ン
に
お
い
て
権
力
基
盤
を
有
し
て
い
な
か

っ

た
こ
と
、

ヘ
ル
メ
ナ
ー
ル
家
門
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
反
司
教
勢
力

が
存

在

し

て

い
た

こ
と

か

ら

、

レ

ウ

デ
ガ

リ

ウ

ス
は

確

実

な

る

都

市

支

配

を

実

現

す

る

こ
と

は

で
き

な

か

っ
た

と

考

え

ら

れ

る

。

レ
ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス

の
錯

覚

と

は

、

ま

さ

に

こ

う

し

た

こ
と

を

全

て
実

現

で
き

る

と

考

え

た

こ
と

に
あ

る

。

通

説

の
根

は

な

お

深

い
。

カ

イ

ザ

ー

は

レ

ウ

デ

ガ

リ

ウ

ス
と

同

じ

錯

覚

を

し

た

の

で
あ

る

。

都

市

を

越

え

て

さ

ら

に

周

辺

に
ま

で
及

ぶ
領
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