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カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
著
、
山
口
裕
之
・
河
野
英
二
訳

『
黒
魔
術
に
よ
る
世
界
の
没
落
』

現
代
思
潮
社
　
二
〇
〇
八
年
四
月

技
術
の
危
険
性
？

　

カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
は
「
技
術
の
危
険
性
」
に
か
こ
つ
け
て
建
物
の
装

飾
を
非
難
す
る
。
い
や
、
本
気
で
非
難
し
て
い
る
か
い
な
か
は
、
定
か
で

な
い
。
何
し
ろ
韜
晦
に
満
ち
た
そ
の
文
章
で
、
私
が
ク
ラ
ウ
ス
の
意
見
と

理
解
し
た
箇
所
は
、「
軽
薄
な
人
間
」
の
抱
く
か
も
し
れ
な
い
も
の
と
し

て
開
陳
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。
ま
っ
た
く
…
…
、
何
と
も
錯
綜
し
た
自
意
識

だ
。
乗
り
合
い
自
動
車
導
入
の
頃
、
そ
の
重
量
と
振
動
に
よ
っ
て
通
り
に

面
し
た
建
物
の
装
飾
が
緩
み
、
事
故
が
誘
発
さ
れ
る
、
だ
か
ら
乗
り
合
い

は
軽
量
化
す
べ
き
だ
し
、
道
路
は
舗
装
す
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
「
あ
る

新
聞
」
の
記
事
を
引
用
し
、「
な
ん
と
簡
単
に
装
オ
ル
ナ
メ
ン
ト
飾
が
緩
む
こ
と
か
」
と

皮
肉
混
じ
り
に
詠
嘆
し
た
後
で
、
そ
の
「
意
見
」
は
述
べ
ら
れ
る
。

軽
薄
な
人
間
で
あ
れ
ば
、
装
飾
を
廃
止
し
、
乗
り
合
い
自
動
車
の
お
か
げ

で
装
飾
を
は
ず
し
て
し
ま
う
こ
と
が
簡
単
に
な
っ
た
こ
と
を
神
に
感
謝
し

よ
う
、
と
い
う
提
案
さ
え
行
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
装
飾
を
は
ず

す
こ
と
が
、
乗
り
合
い
自
動
車
の
振
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
の
意
志
で
行
う
よ
う
に
し
よ
う
と
提
案
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
通
り
、
技
術
の
も
た
ら
す
危
険
性
は
真
の
幸グ
リ
ュ
ッ
クいで
あ
り
、
乗

り
合
い
自
動
車
の
発
明
は
神
の
摂
理
の
現
れ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
ま

さ
に
で
き
よ
う
。（
97
）

　

つ
ま
り
、「
軽
薄
な
人
間
」
は
技
術
を
言こ
と
ほ祝
ぎ
、
建
物
の
装
飾
を
排
除

し
た
が
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

装
飾
は
バ
ス
の
振
動
で
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
ば
か
り
で
な
い

こ
と
は
、
次
の
一
節
を
読
め
ば
わ
か
る
。

誰
で
も
知
っ
て
い
る
話
だ
が
、
村
の
学
校
に
通
う
子
供
に
、
板
塀
を
ど
う

や
っ
て
作
る
ん
だ
い
、
と
尋
ね
る
と
、
そ
の
子
は
よ
く
心
得
て
い
る
。
枠

組
み
が
で
き
た
ら
、
そ
れ
に
「
く
そ
く
ら
え
！
」
っ
て
、
さ
っ
と
書
け
ば

板
塀
の
出
来
上
が
り
だ
よ
、
と
。
し
か
し
、
カ
フ
ェ
・
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
を

感
激
し
て
訪
問
す
る
も
の
た
ち
は
、
枠
組
み
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
う
前

に
そ
れ
が
書
い
て
あ
る
の
で
、
も
う
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
塀
は
今

日
で
も
、
実
用
性
よ
り
む
し
ろ
美
し
さ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。（
100
）

　

こ
こ
に
翻
訳
者
の
山
口
氏
は
注
を
つ
け
て
い
る
。「
カ
フ
ェ
・
イ
ン
ペ

リ
ア
ル
に
『
く
そ
く
ら
え
！
』
そ
の
も
の
が
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
カ
フ
ェ
の
装
飾
が
こ
う
い
っ
た
落
書
き
と
同
じ
も
の
だ
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
」（
107　

訳
注
8
）
と
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
装

飾
と
は
ラ
イ
オ
ン
の
頭
の
よ
う
に
フ
ァ
サ
ー
ド
や
ひ
さ
し
や
屋
根
に
取

り
付
け
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
壁
に
描
か
れ
る
絵
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
例
え
ば
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
で

名
高
い
マ
ジ
ョ
リ
カ
・
ハ
ウ
ス
の
外
壁
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
か
も
し
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れ
な
い
。

　

し
か
し
、
何

よ
り
も
興
味
深

い
の
は
、
ク
ラ

ウ
ス
が
こ
れ
ら

の
装
飾
を
髭
に

譬
え
て
い
る
こ

と
だ
（
な
る
ほ

ど
、
マ
ジ
ョ
リ

カ
・
ハ
ウ
ス
の

外
壁
の
装
飾
は
髭
に
見
え
な
く
も
な
い
）。

よ
り
悪
し
き
世
界
は
あ
ま
り
に
苦
し
み
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
た
め

に
、
乗
り
合
い
自
動
車
が
改
築
さ
れ
た
カ
フ
ェ
ハ
ウ
ス
の
そ
ば
を
通
り
過

ぎ
て
く
れ
れ
ば
と
願
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
カ
フ
ェ
の
絢
爛
豪
華
な
装
飾

を
す
べ
て
一
掃
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
そ
こ
の
壁
に

取
り
付
け
て
あ
る
装
飾
、
そ
こ
の
耳
に
張
り
付
け
て
あ
る
髭

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
す
べ
て
き

れ
い
さ
っ
ぱ
り
持
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
こ
と
に
な
る
。（
101　

傍

点
は
引
用
者
）

　

こ
の
よ
う
に
装
飾
を
髭
に
譬
え
た
上
で
、
そ
れ
を
実
用
性
と
美
の
ふ
た

つ
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
連
中
の
付
け
髭
は
、
そ
の
細
工
が
さ
ら
に
進
歩
し
た
と
す
れ

ば
、
次
の
瞬
間
に
は
、
照
明
器
具
と
か
、
文
鎮
と
か
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
マ
ッ

ト
と
か
に
な
っ
て
姿
を
現
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
に
は
何
か
意
味
が

あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
自
体
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ

う
か
ら
。
何
か
隠
れ
た
意
味
が
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
が
そ
ん
な
も
の
を
顔

に
つ
け
て
歩
き
回
っ
た
り
、
い
つ
ま
で
も
商
品
と
し
て
売
り
に
だ
し
た
り

す
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、答
え
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
無
駄
な
こ
と
、

何
も
出
て
こ
な
い
。
何
か
別
の
も
の
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
さ
て
、
こ

う
い
っ
た
顔
髭
は
実
用
的
で
は
な
い
。「
で
も
、
き
れ
い
じ
ゃ
な
い
」
と
、

こ
う
い
っ
た
場
合
、
う
ち
の
女
中
は
い
う
。（
101
）

　

ク
ラ
ウ
ス
の
文
章
が
一
筋
縄
で
い
か
な
い
の
は
、
こ
こ
か
ら
実
際
に
髭

を
は
や
し
た
人
間
た
ち
を
批
判
し
、
揶
揄
し
て
い
る
か
ら
だ
（「
顔
全
体

に
髭
を
は
や
す
に
値
し
な
い
顔
こ
そ
が
、
そ
の
よ
う
な
髭
を
必
要
と
し
て
い
る

の
だ
」、
103
）。
い
っ
た
い
こ
の
文
章
は
建
築
批
判
の
文
章
な
の
か
、
人
物

批
判
の
文
章
な
の
か
？　

　

こ
こ
は
ク
ラ
ウ
ス
ば
り
に
実
用
性
の
観
点
か
ら
、「
何
か
隠
れ
た
意
味

が
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
が
そ
ん
な
も
の
を
顔
に
つ
け
て
歩
き
回
」
る
だ
ろ

う
か
と
言
っ
て
み
よ
う
。
ク
ラ
ウ
ス
の
こ
の
文
章
は
建
築
も
髭
を
生
や
し

た
人
を
も
批
判
す
る
た
め
の
文
章
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
な
り
の
隠

れ
た
意
味
と
機
能
を
持
つ
。

ウ
ィ
ー
ン

　

カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
が
こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
が
一
九
一
三
年
の

ウ
ィ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
は
常
に
念
頭
に
置
い
た
方
が
よ
い
。
こ
れ
よ
り
少

し
前
の
時
代
、
い
わ
ゆ
る
世
紀
末
の
頃
に
、
退
嬰
的
な
装
飾
に
そ
の
特
徴

を
発
揮
す
る
い
わ
ゆ
る
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
芸
術
潮
流
が
最
後
に
花

（図版はマジョリカ・ハウス、橋本：72）
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開
き
、
そ
の
後
一
気
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
の
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
流
れ

を
牽
引
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
海
野
、
129
）、
こ
こ
は
そ
の
当
の
都
市
な
の

だ
。
こ
こ
で
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
よ
る
都
市
改
造
が
始
ま
る
の

が
一
八
九
四
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
ク
リ
ム
ト
を
領
袖
に
仰
い
で
い
わ
ゆ
る

ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
が
立
ち
上
が
る
の
が
そ
の
二
年
後
（
橋
本
、
70
─
78
）。

芸
術
と
文
化
の
都
、
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
が
こ
う
し
て
誕
生
し
た
。

　

建
築
家
は
新
し
い
様
式
の
建
物
で
街
の
景
観
を
変
え
る
だ
ろ
う
。
ア
ー

ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
、
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
建
築
が
ど
れ
だ
け
従

来
の
建
物
と
違
っ
た
か
。

　

リ
ン
グ
大
通
り
建
設
最
終
段
階
の
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に

か
け
て
造
ら
れ
た
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ベ
ン
・
リ
ン
グ
に
ゆ
く
と
、
東
側
に
バ
ウ

マ
ン
の
設
計
に
な
る
ネ
オ
・
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
い
か
め
し
い
陸
軍
省
の
建

物
が
建
て
ら
れ
、
建
物
の
前
に
旧
陸
軍
省
の
あ
っ
た
ア
ム
・
ホ
ー
フ
広
場

か
ら
移
し
た
ラ
デ
ツ
キ
ー
の
騎
馬
像
が
据
え
ら
れ
る
一
方
、
大
通
り
を
挟

ん
だ
向
か
い
側
に
は
Ｏ
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
設
計
の
郵
便
貯
金
局
が
、
当
時

最
新
の
ユ
ー
ゲ
ン
ト
様
式
（
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
、
ウ
ィ
ー
ン
で
は
「
分

離
派
」
様
式
と
呼
ば
れ
た
）
の
新
し
い
優
美
さ
を
見
せ
て
お
り
、
両
者
の

0

0

0

様
式
の
落
差
に
驚
か
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。（
田
口
、66　

図
版
指
示
を
削
除
。

傍
点
は
引
用
者
）

　

こ
う
し
て
ウ
ィ
ー
ン
の
街
は
様
相
を
変
え
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
う
い
っ
た
変
化
へ
の
反
動
と
い
う
よ
り
は
そ
の
こ
と
の
帰
結
に

違
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
世
紀
も
変
わ
り
二
十
数
年
も
す
れ
ば
、
人
々

の
美
意
識
は
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
機
械
化
の
時
代
の
流
れ
の

中
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
美
意
識
が
優
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
る

に
違
い
な
い
。
イ
タ
リ
ア
の
未
来
派
や
、
ド
イ
ツ
の
表
現
主
義
の
と
り
わ

け
映
画
だ
。
装
飾
や
デ
ザ
イ
ン
で
あ
れ
ば
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
で
モ
ダ
ン
な

ア
ー
ル
・
デ
コ
が
誕
生
す
る
だ
ろ
う
。
一
九
一
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
と
は
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
美
術
史
の
流
れ
の
途
上
に
あ
っ
て
変
化
を
先
取
り
し
、

体
現
し
、
跡
づ
け
た
都
市
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

　

そ
う
し
た
都
市
の
そ
う
し
た
時
代
に
な
さ
れ
た
発
言
で
あ
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ス
の
こ
の
文
章
の
立
場
を
ど
う
位
置
づ
け
す
べ
き
か

が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ク
ラ
ウ
ス
は
到
来
し
つ
つ
あ
る

機
能
性
重
視
の
時
代
の
足
音
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、
直
前
の
過
去
の
美
意

識
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
だ
。

ユ
ダ
ヤ
人
問
題

　

一
方
で
こ
の
時
期
の
ウ
ィ
ー
ン
を
語
る
際
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

の
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
だ
。
芸
術
や
文
化
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
牽
引
さ

れ
て
い
た
。
既
に
定
住
し
て
い
て
、
自
由
主
義
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
精
神
を
引

き
継
ぎ
発
展
さ
せ
た
層
だ
。
そ
こ
に
新
た
な
移
民
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
が

入
り
込
み
、
両
者
の
軋
轢
、
お
よ
び
両
者
と
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
軋
轢
が
生
ま

れ
る
の
が
一
九
一
〇
─
二
〇
年
代
の
ウ
ィ
ー
ン
の
特
徴
だ
。
シ
オ
ニ
ズ
ム

と
反
セ
ム
主
義
が
き
し
み
を
あ
げ
て
い
た
。
そ
こ
で
若
き
ヒ
ト
ラ
ー
が
彼

の
思
想
を
形
成
さ
せ
た
の
だ
と
言
え
ば
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
ウ
ィ
ー
ン

の
重
要
さ
が
わ
か
る
だ
ろ
う
（
増
谷
、
76
─
88
）。

　

ユ
ダ
ヤ
人
と
い
え
ば
、
髭
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
髭
を
生
や
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ク
ラ
ウ
ス
も
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
が
、
一
生
髭
を
蓄
え
な
か
っ
た
そ
う
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だ
（
108
、
訳
注
14
）。
し
か
し
、
典
型
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
像
と
い
う
と
、
私
た

ち
は
ど
う
し
て
も
、
黒
い
法
衣
に
帽
子
、
も
み
あ
げ
か
ら
顎
ま
で
の
た
っ

ぷ
り
と
し
た
髭
づ
ら
（「
耳
に
張
り
付
け
て
あ
る
髭
」）
を
思
い
描
か
な
い
で

は
い
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
ク
ラ
ウ
ス
の
こ
の
文
章
は
、
建
築
批
判
に
仮
託

し
た
ユ
ダ
ヤ
人
批
判
と
取
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

自
身
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
揶
揄
し
批
判
す
る

か
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
既
に
述

べ
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ー
ン
で
は
古
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
と

新
し
く
流
入
し
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
に
軋
轢
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

「
ウ
ィ
ー
ン
の
『
ユ
ダ
ヤ
化
』
を
、
わ
け
て
も
声
高
に
批
判
し
た
の
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
自
身
で
あ
っ
た
。
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ
人
に
強

か
っ
た
の
で
あ
る
」（
池
内
、
82
─
83
）
と
の
こ
と
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ク
ラ
ウ
ス
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
（
反
セ
ム
主

義
）
を
声
高
に
叫
ん
で
い
た
と
早
合
点
す
る
の
も
控
え
た
方
が
い
い
だ
ろ

う
（「
人
種
問
題
の
よ
う
な
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
思
い
を
め
ぐ
ら
せ

た
こ
と
は
ま
だ
全
然
な
い
」、
244
）。
彼
は
建
築
物
に
仮
託
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
的

な
髭
づ
ら
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
世
紀
末
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け

て
の
ウ
ィ
ー
ン
の
文
化
を
牽
引
し
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、

文
学
や
学
問
、
音
楽
の
分
野
に
比
べ
、
美
術
・
建
築
の
分
野
で
は
ユ
ダ
ヤ

人
の
存
在
感
は
際
だ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
（
た
だ
し
、
資
金
提
供

者
は
多
か
っ
た
ら
し
い
が
。　

増
谷
、
84
─
86
）。

批
評

　

要
す
る
に
ク
ラ
ウ
ス
の
文
章
は
、
同
時
代
の
ウ
ィ
ー
ン
に
あ
っ
て
存
在

感
を
誇
る
二
つ
の
事
象
を
揶
揄
し
、
批
判
し
た
も
の
だ
。
そ
の
「
二
つ
の

事
象
」
は
建
築
物
と
人
々
と
取
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
的
な
も

の
と
非
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
と
も
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
両
面
作
戦
の
ご
と
く
二
つ
の
も
の
の
間
に
あ
っ
て
二
つ
の
も
の
に
等

し
く
痛
快
な
一
撃
を
与
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
や
が
て
来
る
は
ず

の
時
代
を
鋭
敏
に
感
じ
取
り
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
を

人
は
批
評
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
。

（
柳
原
考
敦
）

　
　
文
献
一
覧

ク
ラ
ウ
ス
、
カ
ー
ル
『
黒
魔
術
に
よ
る
世
界
の
没
落
』
山
口
裕
之
・
河
野
英
二
訳
（
現

代
思
潮
社
、
二
〇
〇
八
）

こ
の
書
物
か
ら
の
引
用
は
末
尾
に
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
し
た
。

池
内
紀
「
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌

─
一
九
二
〇
年
代
の
ウ
ィ
ー
ン
」『
現
代
思
想　

臨
時
増

刊　

総
特
集　

１
９
２
０
年
代
の
光
と
影
』
第
七
巻
第
八
号
（
一
九
七
八
）、
81
─

83
ペ
ー
ジ
。

海
野
弘『
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
世
界

─
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
源
泉
』（
中
公
文
庫
、改
版
、

二
〇
〇
三
）

田
口
晃
『
ウ
ィ
ー
ン

─
都
市
の
近
代
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
八
）

橋
本
文
隆
『
図
説　

ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
建
築

─
華
麗
な
る
世
紀
末
』（
河
出
書
房

新
社
、
二
〇
〇
七
）

増
谷
英
樹
『
歴
史
の
な
か
の
ウ
ィ
ー
ン

─
都
市
と
ユ
ダ
ヤ
と
女
た
ち
』（
日
本
エ
デ
ィ

タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
三
）


