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一
　
導
入

　「
人
文
主
義
」
は
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
が
一
八
〇
八
年
に
初
め
て
使

用
し
た
概
念
で
す
（
１
）

。
そ
れ
が
中
近
世
の
歴
史
に
実
在
し
た
と
い
う
歴

史
学
の
理
解
に
沿
っ
て
、
あ
え
て
一
言
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
古
典

古
代
の「
復
興
」で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
文
学
や
芸
術
、自
然
哲
学
な
ど
、

ア
ル
ス
の
観
念
が
及
ぶ
範
囲
全
て
を
含
み
ま
す
が
、
歴
史
叙
述
も
そ

の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
。
伝
統
的
歴
史
叙
述
は

統
治
の
単
位
と
な
る
集
団
の
由
緒
を
語
り
、
そ
の
統
治
の
正
当
性
を

証
明
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
古
典
古
代
を
歴
史
の
ス
タ

ー
ト
と
観
念
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
人
文
主
義
が
歴
史

叙
述
を
介
し
て
、
各
政
治
的
共
同
体
の
正
当
性
を
付
与
す
る
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
も
、
い
ま
さ
ら
繰
り
返
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
（
２
）
。

　
し
か
し
「
国
民
国
家
」
を
政
治
的
共
同
体
の
単
位
と
す
る
一
九
世
紀

以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
こ
う
し
た
人
文
主
義
の
役
割
は
、
そ
う

し
た
「
国
民
国
家
」
に
投
影
さ
れ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
集
団
、
つ
ま
り

ナ
ツ
ィ
オ
（natio

）
を
単
位
と
す
る
政
治
的
共
同
体
に
つ
い
て
の

み
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
（
３
）
。
こ
う
し
た
例
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
限
っ

て
も
、
ゲ
ル
マ
ン
人
を
自
国
民
の
祖
先
と
す
る
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ツ
ェ

ル
テ
ィ
ス
（Conrad Celtis, 1459-1508

）
の
ド
イ
ツ
（
４
）
、
ガ
リ
ア

人
を
自
国
民
の
祖
先
と
す
る
ジ
ャ
ン
・
ル
メ
ー
ル
・
ド
・
ベ
ル
ジ
ェ

（Jean Lem
aire de Belges, 1473-1524

）
の
フ
ラ
ン
ス
（
５
）

、
サ

　
報
告
二

　
西
暦
一
五
〇
〇
年
前
後
の
西
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
文
主
義
者
、

　
　
　
政
治
と
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
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人
文
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者
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政
治
と
地
域
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ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
皆
川
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ル
マ
ト
人
を
自
国
民
の
祖
先
と
す
る
マ
チ
ェ
イ
・
ミ
ェ
ホ
ヴ
ィ
タ

（M
aciej M

iechow
ita, 1457-1523

）
ら
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
（
６
）
、
ゴ
ー

ト
人
を
自
国
民
の
祖
先
と
す
る
ニ
ル
ス
・
ラ
グ
ヴ
ァ
ル
ズ
ソ
ン（N

ils 
Ragvaldsson, -1448

）
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
（
７
）

、
枚
挙
に
暇
が

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形

成
に
果
た
し
た
人
文
主
義
の
役
割
は
、
と
も
す
れ
ば
等
閑
視
さ
れ
が

ち
で
し
た
。
地
方
学
（Landeskunde

）
の
一
環
と
し
て
地
域
史

（Regionalgeschichte

）
が
発
展
し
た
ド
イ
ツ
で
す
ら
、
地
方
の

政
治
や
文
化
を
個
別
に
研
究
す
る
ば
か
り
で
、
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
成
立
の
際
に
果
た
し
た
人
文
主
義
の
役
割
に
つ
い
て
検
討

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
こ
三
〇
年
ほ
ど
の
こ
と
に
過
ぎ
ま

せ
ん
（
８
）
。

　
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

封
建
領
主
の
割
拠
状
態
が
徐
々
に
克
服
さ
れ
、
国
王
な
り
議
会
な
り

を
核
と
し
た
権
力
の
序
列
化
が
明
確
に
進
展
し
た
時
代
で
し
た
。
最

後
ま
で
主
権
の
形
成
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
す

ら
、
一
四
九
五
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
永
久
帝
国
ラ
ン
ト
平
和
令
を
境
と

し
て
、
領
邦
連
合
の
形
で
緩
や
か
な
権
力
の
体
系
化
が
実
現
し
て
い

ま
す
（
９
）
。
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
に
よ
っ
て
ウ
ィ
ー
ン
に
招
聘
さ

れ
た
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
を
筆
頭
に
、
歴
史
叙
述
に
よ
っ
て
近
世
ナ
ツ
ィ

オ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
造
り
に
貢
献
し
た
い
わ
ゆ
る
「
人
文
主
義

者
」
た
ち
は
、
宮
廷
都
市
の
大
学
教
授
や
聖
職
者
、
宮
廷
詩
人
な
ど
、

ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
こ
の
権
力
の
体
系
化
に
お
い
て
、
統
合
す
る
側

に
い
た
人
々
で
し
た
。つ
ま
り
ナ
ツ
ィ
オ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、

統
治
の
単
位
と
し
て
の
ナ
ツ
ィ
オ
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
人
文
主

義
者
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
す）
（1
（

。

　
そ
の
一
方
、
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に

地
方
に
お
け
る
習
俗
や
方
言
、
宗
教
な
ど
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が

続
い
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
政
治
権
力
が
全
て
国
民
単
位

で
統
合
さ
れ
、
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
非
政
治
的

な
文
化
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
、
近
代
国
民
国
家
的
な

観
念
の
縛
り
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
前
近
代
に
お
い

て
は
、
政
治
権
力
は
地
方
に
分
散
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
地
域
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
地
域
的
な
政
治
の
世
界
が
反
映
さ
れ
て
い

て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
し）
（（
（

、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
の
研
究

が
示
唆
す
る
と
お
り）
（1
（

、
中
世
末
以
来
の
知
的
エ
リ
ー
ト
は
地
方
に
も

拡
散
し
て
地
方
の
政
治
を
担
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
彼
ら
が
政
治

的
意
図
を
以
て
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
り
出
す
こ
と
は
十

分
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　「
地
方
学
」
の
伝
統
を
持
つ
ド
イ
ツ
の
学
界
に
お
い
て
は
、
こ
う

し
た
観
点
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
が
す
で
に
一
九
八
〇
年
代
後
半
か

ら
散
見
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
地
域
史
に
歴
史
記
述
研
究
や

記
憶
史
の
影
響
が
及
び
、
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
造
的
な

分
析
が
始
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
西
南
ド
イ
ツ
で
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い
え
ば
、
人
文
主
義
・
大
学
史
研
究
の
デ
ィ
ー
タ
ー
・
メ
ル
テ
ン
ス

や
、
著
作
権
問
題
の
方
で
有
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ク
ラ
ウ
ス
・
グ

ラ
フ
ら
の
業
績
が
代
表
的
で
す）
（1
（

。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
Ａ
・
Ｄ
・
ス
ミ
ス
に
提
起
さ

れ
た
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
歴
史
性
の
問
題
や
、
ノ
ラ
の
『
記
憶
の
場
』

に
始
ま
る
記
憶
史
な
ど
の
当
時
の
関
心
を
反
映
し
て
、
あ
る
地
域
に

お
け
る
社
会
集
団
ご
と
の
歴
史
・
記
憶
の
受
容
の
プ
ロ
セ
ス
に
の
み

目
を
向
け
て
い
ま
す）
（1
（

。
し
た
が
っ
て
人
文
主
義
者
が
地
域
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
り
出
す
政
治
的
背
景
、
つ
ま
り
地
域
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
創
造
に
お
け
る
人
文
主
義
者
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
十
分
に
注
目
し
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
地
域
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
そ
の
地
域
の
人
び
と
に
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
前
提

に
し
て
お
り
、
拡
大
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
心
が
集
ま
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
す
。
し
か
し
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
創
造
の
政
治
的
背
景

に
つ
い
て
人
々
の
関
心
が
低
い
の
は
、
地
域
文
化
を
非
政
治
的
な
も

の
と
見
る
国
民
国
家
的
な
観
念
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
政
治
的
な
意
図
の
下
で
創
造

さ
れ
る
こ
と
が
む
し
ろ
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
現
在
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
創
造
し
た
人
文
主
義
者
を
取
り
巻
く
政
治
的
状
況
を
分

析
し
、
そ
こ
か
ら
そ
の
意
図
を
探
る
必
要
は
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
こ
で
こ
こ
で
は
西
南
ド
イ
ツ
の
中
で
も
、
州
と
し
て
も
領
邦
と

し
て
も
統
一
性
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
に
、
地
理
的
・
文
化
的
な
地

域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
典
型
と
見
な
さ
れ
て
い
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ー

ベ
ン
を
例
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
貴
族
の
共
同
体
を
意
味
し
て
い
た
シ

ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
と
い
う
観
念
が
、
一
定
の
空
間
に
「
生
ま
れ
た
」
集

団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
と
変
化
す
る
際
に
、
一
五
〇
〇
年
前
後

の
人
文
主
義
者
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
政
治
的
背
景
を
、
簡
単
に

紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

二
　
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
に
お
け
る
一
五
世
紀
後
期
以
前
の
歴
史

　
理
解
と
地
域
の
イ
メ
ー
ジ

　
人
文
主
義
が
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
観
念
を
形
成
す
る
の
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、一
六
世
紀
に
な
る
と
は
っ
き
り
し
ま
す
。

最
も
印
象
的
な
の
は
、
地
域
の
か
た
ち
、
つ
ま
り
地
理
的
な
イ
メ
ー

ジ
で
す
。
近
代
国
民
国
家
に
お
い
て
も
、
自
国
の
地
図
は
自
国
を
イ

メ
ー
ジ
し
、
自
国
民
集
団
の
間
で
そ
の
領
土
的
要
求
を
正
当
化
す
る

上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
が
、
一
六
世
紀
の
人
文
主
義
者
も

地
域
に
つ
い
て
そ
れ
と
類
似
の
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
。
シ
ュ
ヴ
ァ

ー
ベ
ン
の
場
合
、
一
五
七
二
年
に
ウ
ル
ム
市
の
教
育
長
で
あ
る
ダ
ー

フ
ィ
ト
・
ゼ
ル
ツ
リ
ン
（D

avid Seltzlin

）
が
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

ン
・
ク
ラ
イ
ス
地
図
」
を
作
成
し
て
オ
ラ
ン
ダ
で
出
版
し
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
が
明
確
な
境
界
を
持
つ
地
理
的
概
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念
と
し
て
示
さ
れ
、
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
が
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
形
で
与

え
ら
れ
て
い
ま
す）
（1
（

。
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
一
五
九
五

年
に
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
古
典
語
教
授
で
あ
っ
た
マ
ル
テ
ィ
ヌ

ス
・
ク
ル
ジ
ウ
ス
（M

artinus Crusius, 1526-1607

）
が
記
し

た
『
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
年
代
記
』
は
、
当
時
流
行
の
ト
ロ
イ
起
源
論

をSuevi

、
す
な
わ
ち
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
に
当
て
は
め
、
大
ナ
ツ

ィ
オ
で
あ
るG

erm
anus

、
す
な
わ
ち
ゲ
ル
マ
ン
人
に
属
す
る
小

ナ
ツ
ィ
オ
と
し
て
彼
ら
を
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
中
世
の
シ
ュ
タ
ウ
フ

ェ
ン
朝
の
事
績
を
古
典
悲
劇
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描

く
こ
と
に
よ
り
、
人
文
主
義
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
エ

リ
ー
ト
た
ち
の
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
高
め
る
こ
と
に
寄
与

し
ま
し
た）
（1
（

。
一
七
世
紀
に
な
る
と
、
こ
の
歴
史
観
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

教
育
な
ど
を
通
じ
て
徐
々
に
社
会
に
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。

　
し
か
し
人
文
主
義
者
が
登
場
す
る
一
五
世
紀
後
期
以
前
の
神
聖
ロ

ー
マ
帝
国
で
は
、
事
情
は
全
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
当
時
は

帝
国
全
体
も
含
め
、
地
域
を
地
図
の
形
で
示
す
と
い
う
発
想
が
希
薄

で
、
あ
る
の
は
神
の
創
造
し
た
世
界
そ
の
も
の
を
示
す
「
世
界
図
」

だ
け
で
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
地
域
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
礎
と
な
る
歴
史
理
解
が
中
世
的
な
「
聖
な
る
ロ
ー

マ
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
強
く
拘
束
さ
れ
、
そ
れ
と
一
体
化
し
て
い
た

点
で
す
。
一
三
五
九
年
、「
建
設
公
」
の
あ
だ
名
を
持
つ
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
家
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
ル
ド
ル
フ
四
世
（Rudolf IV, 1339-

1365

）
は
、
国
王
に
準
ず
る
特
権
を
持
つ
「
大
公
」
の
称
号
を
自
称

し
ま
し
た
。
皇
帝
カ
ー
ル
四
世
（K

arl IV, 1316-1378

）
は
こ
れ

に
対
し
、
そ
れ
を
根
拠
付
け
る
特
許
状
の
提
示
を
要
求
し
、
ル
ド
ル

フ
は
ロ
ー
マ
の
カ
エ
サ
ル
や
ネ
ロ
を
発
給
元
と
す
る
偽
の
特
許
状

を
提
出
す
る
こ
と
で
こ
れ
に
答
え
ま
す
。
パ
リ
で
育
ち
、
イ
タ
リ

ア
を
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
皇
帝
は
、
無
論
こ
の
特
許
状
の
真
偽
を

疑
い
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
（Francesco Petrarca, 1304-1374

）
に

こ
の
特
許
状
の
鑑
定
を
依
頼
し
ま
す
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
こ
れ
を
提

示
し
た
ル
ド
ル
フ
を
大
馬
鹿
者
だ
と
い
う
意
見
と
共
に
、
大
特
許
状

が
偽
書
で
あ
る
と
鑑
定
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
特
許

状
は
、
真
偽
不
明
の
ま
ま
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
（Friedrich 

III, 1415-1493

）
の
代
に
な
っ
て
、
帝
国
法
と
し
て
正
式
に
認
め

ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た）
（1
（

。
こ
の
こ
と
は
一
般
に
ル
ド
ル
フ
の
誇
大
妄

想
の
表
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お

け
る
世
界
年
代
記
の
伝
統
や
、
帝
国
諸
侯
の
情
報
理
解
の
レ
ベ
ル
を

考
え
れ
ば
、
単
な
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
の
誇
大
妄
想
と
し
て
片

付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
実
証
主
義
の
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
が
当
然
視
さ

れ
て
い
た
イ
タ
リ
ア
人
文
主
義
の
歴
史
観
か
ら
見
れ
ば
言
語
道
断
な

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
っ
て
も
、
帝
国
諸
侯
が
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
引
き

継
が
れ
た
権
利
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
方
を
選
択
し
た
と
い
う
事

実
が
重
要
な
の
で
す
。
こ
れ
は
彼
ら
が
実
証
的
な
知
見
よ
り
も
、
彼

ら
の
世
界
観
に
由
来
す
る
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
の
方
に
強
く
拘
束
さ
れ
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て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
歴
史
認
識
は
、
一
五
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
地
域
の
文

芸
世
界
に
は
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
し
た
。
西
南
ド
イ
ツ
も
例
外
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
一
四
六
〇
年
代
以
降
に
ト
マ
ス
・
リ
ー
ラ
ー
な
る
人

物
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
年
代
記
』
は
、
そ
う
し

た
状
態
を
良
く
示
し
て
い
ま
す）
（1
（

。
高
地
ド
イ
ツ
語
で
記
さ
れ
た
三
〇

ペ
ー
ジ
強
の
こ
の
書
物
は
、
一
〇
四
年
に
ロ
ー
マ
皇
帝
と
な
っ
た
ク

リ
オ
（K

urio

）
な
る
架
空
の
人
物
（
史
実
で
は
ト
ラ
ヤ
ス
ヌ
の
治

世
）
に
始
ま
る
、
一
種
の
歴
史
物
語
で
す
。
ク
リ
オ
は
妻
や
八
人
の

息
子
た
ち
と
共
に
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
た

め
に
帝
位
を
狙
う
兄
弟
と
ロ
ー
マ
人
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
を
追
わ
れ
、

キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
伯
や
騎
士
を
引
き
連
れ
て
、「
ド
イ
ツ
人
の
地
」

（das teutsche land

）
に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
ウ
ル
ム
と
ラ
イ
ヒ

ェ
ナ
ウ
の
間
の
地
を
征
服
し
、
八
人
の
息
子
と
従
者
の
た
め
に
城
や

聖
堂
を
築
き
、
彼
ら
を
そ
こ
に
封
じ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
城
や
、
そ
の

城
の
周
り
に
生
ま
れ
た
都
市
の
名
が
、地
名
の
由
来
と
な
り
ま
し
た
。

彼
ら
は
そ
の
地
を
元
か
ら
支
配
し
て
い
た
異
教
徒
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

ン
大
公
と
戦
い
、
こ
れ
を
追
放
し
て
、
彼
ら
の
中
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
大
公
を
立
て
ま
す
。そ
し
て
彼
ら
の
子
孫
や
、

ク
リ
オ
に
従
っ
た
従
者
た
ち
の
子
孫
が
、
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
当
時
の
シ

ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
有
力
貴
族
家
門
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
、
一
種
の

叙
事
詩
と
し
て
展
開
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
中
で
も
中
心
と
位
置

づ
け
ら
れ
た
の
は
、
四
番
目
の
息
子
が
ウ
ル
ム
の
聖
堂
を
封
建
さ
れ

て
成
立
し
た
ブ
ル
グ
ン
ト
総
司
教
座
で
す
。
ち
な
み
に
実
際
の
ウ
ル

ム
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
区
の
一
教
区
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
完
全
な

創
作
と
言
っ
て
も
良
い
こ
の
記
述
の
あ
り
方
は
、
創
世
記
か
ら
書
き

起
こ
す
中
世
の
世
界
年
代
記
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的

ロ
ー
マ
を
起
源
と
す
る
創
作
が
、
執
筆
地
周
辺
の
貴
族
や
都
市
の
由

来
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す）
（1
（

。
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
主
人
公
は
そ
の
地
の
貴
族
の
先
祖
で
あ
り
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

ン
は
彼
ら
が
封
じ
ら
れ
た
城
や
都
市
が
点
在
す
る
世
界
と
し
て
イ
メ

ー
ジ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
話
は
、
彼
ら
在
地
領
主
や
都
市
貴
族
の

集
合
的
記
憶
と
し
て
創
作
さ
れ
た
「
神
話
」
と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

リ
ー
ラ
ー
の
人
物
像
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
が
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
の
ア
グ
リ
コ
ラ
（R

udolf Agricola, 1443/44-1485

）
や

ウ
ィ
ー
ン
の
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
の
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
帝
国
中
に
現
れ

始
め
た
人
文
主
義
者
と
は
違
い
、
キ
リ
ス
ト
教
的
ロ
ー
マ
皇
帝
に
自

ら
の
パ
ト
ロ
ン
の
出
自
を
求
め
る
中
世
的
歴
史
観
に
留
ま
っ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う）
11
（

。

　
こ
の
『
年
代
記
』
は
ウ
ル
ム
で
一
四
八
二
年
か
ら
印
刷
業
を
始
め

た
コ
ン
ラ
ー
ト
・
デ
ィ
ン
ク
ム
ー
ト
（K

onrad D
inkm

ut

）
に
よ

っ
て
、
一
四
八
六
年
に
挿
絵
入
り
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

彼
の
事
業
は
利
益
を
上
げ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
一
四
八
八
年
の
都
市

台
帳
で
は
、彼
が
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
る
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
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一
五
〇
〇
年
前
後
の
西
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
文
主
義
者
、
政
治
と
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
皆
川
）

に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
一
四
九
九
年
に
ウ
ル
ム
を
去
る
ま
で
仕
事
を

続
け
て
い
ま
す
か
ら
、
何
ら
か
の
援
助
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
活
動
時
期
と
年
代
記
の
記
述
、
当
時
の
ウ
ル
ム
や
そ
の
周
辺
の
政

治
状
況
を
見
渡
せ
ば
、
彼
が
年
代
記
に
登
場
す
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン

貴
族
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
ウ
ル
ム
市
長
ベ
ッ
セ
ラ
ー
ら
の

援
助
を
受
け
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
リ
ー
ラ
ー
の
手
稿
と
出
版

資
金
を
デ
ィ
ン
ク
ム
ー
ト
に
提
供
し
た
の
は
、
そ
の
姻
族
で
ウ
ル
ム

の
参
事
会
員
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
・
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
だ
っ
た
こ
と
が
、

両
者
の
書
簡
か
ら
分
か
る
か
ら
で
す）
1（
（

。

　
こ
の
年
代
記
が
出
版
さ
れ
た
一
四
八
五
年
ご
ろ
の
政
治
情
勢
は
、

ウ
ル
ム
の
都
市
貴
族
と
周
辺
の
領
主
貴
族
の
親
睦
関
係
が
強
化
さ

れ
、
一
四
八
八
年
に
両
者
を
核
と
す
る
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
」

が
成
立
す
る
前
夜
で
し
た
。
こ
の
狭
い
集
団
の
結
集
を
図
る
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
ロ
ー
マ
皇
帝
を
共
通
の
始
祖

と
す
る
こ
の
よ
う
な
作
り
話
で
十
分
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ

っ
て
擬
制
的
な
同
族
集
団
と
し
て
の
自
己
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
す
。
し
か
し
彼
ら
の
緩
や
か
な
安
全
保
障
団
体
と
し
て
設

立
さ
れ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
は
、
そ
の
政
治
力
と
軍
事
力
で
、

数
年
の
う
ち
に
一
円
的
な
空
間
を
支
配
す
る
統
治
組
織
に
変
化
し
ま

し
た）
11
（

。そ
う
な
る
と
伝
説
の
皇
帝
や
そ
の
従
者
の
子
孫
に
限
ら
な
い
、

多
様
な
統
治
者
と
被
治
者
を
包
括
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
こ
の
新
た
な
必
要
に
文
筆
を
以
て
応
じ
た
の
が
、
ペ

ト
ラ
ル
カ
同
様
「
実
証
的
に
」
過
去
を
捉
え
よ
う
と
す
る
新
し
い
タ

イ
プ
の
知
識
人
で
し
た
。

三
　「
実
証
主
義
的
」
な
古
典
復
興
と
新
し
い
地
域
理
解

　
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
人
文
主
義
は
、
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
派
を
抑
え

る
目
的
で
エ
ネ
ア
・
シ
ル
ヴ
ィ
オ
・
ピ
ッ
コ
ロ
ー
ミ
ニ（
ピ
ウ
ス
二
世
：

Enea Silvia Piccolom
ini, 1405-1464

）
が
ウ
ィ
ー
ン
の
皇
帝

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
元
に
派
遣
さ
れ
た
一
四
四
三
年
以
降
に
本
格

化
し
ま
す
。
彼
に
よ
る
古
典
復
興
へ
の
刺
激
が
ど
う
関
わ
っ
た
か
に

つ
い
て
は
良
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
ウ
ィ
ー
ン
宮
廷
か
ら
発
給
さ
れ

る
文
書
で
、
一
四
七
四
年
以
降
「
ド
イ
ツ
人
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」

（D
as H

eilige Röm
ische Reich D

eutscher N
ation

）
と
い

う
国
号
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す）
11
（

。

た
だ
一
五
〇
〇
年
に
な
っ
て
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
の『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
総
鑑
』

（G
erm

ania generalis

）
が
上
梓
さ
れ
た
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
諸

部
族
に
通
じ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
意
味
で
の
ド
イ
ツ
・
ナ
ツ
ィ
オ
の
登

場
ま
で
に
は
、
半
世
紀
近
く
の
空
白
が
あ
り
ま
す）
11
（

。
そ
の
間
に
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
全
体
の
統
合
よ
り
一
足
先
に
政
治
的
な
統
合
が
図
ら
れ

た
西
南
ド
イ
ツ
で
も
、「
実
証
主
義
的
」
な
古
典
の
援
用
に
基
づ
い

て
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
」
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
生
み
出
し
、
宣
伝
す

る
動
き
が
い
ち
早
く
出
現
し
ま
し
た
。
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一
五
世
紀
末
の
西
南
ド
イ
ツ
で
人
文
主
義
の
拠
点
と
な
っ
た
の

は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
と
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
す
。
こ
の

二
つ
の
大
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
抗
す
る
プ
フ
ァ
ル
ツ
選
帝
侯
と
ヴ
ュ

ル
テ
ン
ベ
ル
ク
伯
（
一
四
九
五
年
以
降
公
）
を
創
設
者
と
し
て
い
ま

し
た
。
前
者
が
一
四
世
紀
か
ら
の
古
い
大
学
で
あ
る
の
に
対
し
、
後

者
は
一
四
七
七
年
に
創
設
さ
れ
た
新
し
い
大
学
で
あ
っ
た
た
め
、
当

時
の
当
主
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
一
世
（Eberhald I, 1445-1496

）
の

師
で
教
会
法
学
者
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ナ
ウ
ク
レ
ル
ス
（
ハ
ン
ス
・
フ
ェ

ル
ゲ
ン
ハ
ン
ス
：Johannes N

auclerus, 1425-1510

）
が
精
力

的
に
人
材
招
聘
お
よ
び
育
成
を
行
っ
て
い
ま
し
た）
11
（

。
彼
は
一
四
五
九

年
に
教
皇
ピ
ウ
ス
二
世
の
十
字
軍
招
集
の
際
に
使
節
と
し
て
派
遣
さ

れ
、
一
四
六
六
年
ま
で
教
皇
庁
に
留
ま
り
、
一
四
七
四
年
に
は
マ
ン

ト
ヴ
ァ
侯
の
娘
バ
ル
バ
ラ
を
主
君
の
妃
に
迎
え
て
イ
タ
リ
ア
の
帝
国

諸
侯
と
の
関
係
を
深
め
ま
す
。
彼
の
関
心
は
古
典
文
化
そ
の
も
の
で

は
な
く
神
学
に
あ
り
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
は
彼
が
招
聘
し
た

神
学
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ビ
ー
ル
（G

abriel Biel, c.1410-1495
）

の
下
、「
新
し
い
敬
虔
」（D

evotio m
oderna

）
運
動
を
促
し
ま
し

た
が
、
啓
示
に
依
存
す
る
神
秘
主
義
に
は
傾
倒
せ
ず
、
古
典
研
究
の

実
証
的
手
法
を
用
い
た
神
学
研
究
に
熱
心
で
、
ラ
テ
ン
語
典
籍
は
も

ち
ろ
ん
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
も
通
じ
た
神
学
お
よ
び
自
由
学
科
の
学
者

を
集
め
ま
し
た）
11
（

。

　
彼
が
招
聘
・
育
成
し
た
人
文
主
義
者
を
全
て
紹
介
す
る
の
は
無

理
で
す
が
、
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
、
学
位
を
取
っ
た
直
後
の

一
四
八
一
年
、
詩
文
お
よ
び
ロ
ー
マ
法
教
員
と
し
て
テ
ュ
ー
ビ
ン

ゲ
ン
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ロ
イ
ヒ
リ
ン
（Johannes 

Reuchlin, 1455-1522

）
で
し
ょ
う
。
彼
は
翌
年
ナ
ウ
ク
レ
ル
ス

に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
に
派
遣
さ
れ
、教
皇
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
六
世（Sixtus 

VI, 1414-1484

）
か
ら
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
正
式
な
認
可
を

得
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。
ロ
イ
ヒ
リ
ン
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

を
訪
れ
、
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
（Angelo Poliziano, 1454-1494

）

や
フ
ィ
チ
ー
ノ
（M

arcilio Ficino, 1433-1499

）
の
知
遇
を
得

た
の
も
こ
の
時
で
し
た）
11
（

。
一
四
九
六
年
に
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
一
世
が
没

す
る
と
、
彼
は
後
継
者
に
解
任
さ
れ
ま
す
が
、
二
年
後
に
皇
帝
マ
ク

シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
、
お
よ
び
ナ
ウ
ク
レ
ル

ス
ら
人
文
主
義
者
官
僚
に
よ
る
無
血
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
テ
ュ
ー
ビ

ン
ゲ
ン
に
戻
り
、
同
地
の
教
授
と
し
て
ラ
テ
ン
文
学
や
プ
ラ
ト
ン
を

含
む
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、
カ
バ
ラ
を
含
む
ヘ
ブ
ラ
イ
文
献
学
の
研
究
を

続
け
ま
す）
11
（

。
一
方
ナ
ウ
ク
レ
ル
ス
が
主
導
す
る
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク

は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
へ
の
傾
斜
を
強
め
、
一
五
〇
〇
年
に
は

ナ
ウ
ク
レ
ル
ス
自
身
が
同
盟
に
新
設
さ
れ
た
同
盟
裁
判
所
の
裁
判

官
を
務
め
ま
し
た
。
二
年
後
に
彼
が
七
七
歳
の
高
齢
で
引
退
す
る

と
、
あ
と
を
継
い
だ
の
が
ロ
イ
ヒ
リ
ン
で
す）
11
（

。
彼
は
そ
の
時
か
ら
同

盟
裁
判
官
を
辞
め
る
一
五
一
二
年
ま
で
の
一
〇
年
間
、
年
推
定
二
〇

～
三
〇
件
の
訴
訟
の
審
査
を
こ
な
す
一
方
、
詩
学
教
授
の
ハ
イ
ン
リ
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ヒ
・
ベ
ー
ベ
ル
（H

einrich Bebel, 1473-1518

）
や
そ
の
弟
子

で
歴
史
叙
述
家
の
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ケ
ヒ
リ
ン
（M

ichael K
öchlin, 

1478-1512
）
と
定
期
的
に
政
治
談
義
を
行
う
会
合
を
持
ち
ま
し
た
。

ケ
ヒ
リ
ン
は
、
こ
こ
に
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
や
ヴ
ィ
ン
プ
フ
ェ
リ
ン
ク
、

ポ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
な
ど
も
顔
を
見
せ
た
と
証
言
し
て
い
ま
す）
11
（

。
こ
の

政
治
談
義
の
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
談
義
で
生
ま
れ

た
話
題
を
も
と
に
、
お
そ
ら
く
多
忙
な
ロ
イ
ヒ
リ
ン
に
代
わ
っ
て
、

一
五
〇
九
年
に
ラ
テ
ン
語
の
論
文
『
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
賛
歌
縮
図
』

（E
pistom

e laudum
 suevorum

）
を
出
版
し
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
発
展
に
影
響
を
与
え
た
の
が
ベ
ー
ベ
ル

で
し
た）
1（
（

。

　
ベ
ー
ベ
ル
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
帝
国
騎
士
領
の
農
民
の
生
ま
れ

で
、
ウ
ル
ム
近
く
の
教
会
学
校
を
経
て
、
い
か
な
る
経
緯
か
不
明
な

が
ら
、
一
四
九
二
年
か
ら
九
五
年
ま
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ク
ラ
ク
フ
大

学
で
自
由
学
科
の
講
座
を
担
当
す
る
ラ
ウ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
コ
ル
ヴ

ィ
ヌ
ス
（Laurentius Corvinus, 1465-1527

）
の
も
と
で
学

ん
で
い
ま
す
（
こ
の
時
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
も
同
じ
講
座
に
属
し
て
い
ま

し
た
）。
つ
い
で
一
四
九
五
年
か
ら
一
年
間
、『
愚
者
の
船
』
を
出
版

し
た
ば
か
り
の
バ
ー
ゼ
ル
の
詩
学
教
授
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ブ
ラ
ン

ト
（Sebastian Brant, 1458-1521

）
の
下
に
移
り
、
一
四
九
六

年
に
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
詩
学
教
授
に
迎
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

後
彼
は
キ
ケ
ロ
、
ホ
ラ
テ
ィ
ス
、
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、
ク
ィ
ン
ト
ゥ

ス
・
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
、
セ
ネ
カ
ら
の
著
作
を
研
究

し
な
が
ら
、『
重
要
書
簡
覚
書
』（C

om
m

entaria epistolarum
 

conficiendarum

）、『
学
生
用
最
善
学
習
劇
』（C

om
oedia de 

optim
o studio scholasticorum

）
な
ど
多
く
の
教
育
用
テ
キ
ス

ト
を
執
筆
し
、
そ
の
傍
ら
で
ロ
イ
ヒ
リ
ン
の
政
治
サ
ー
ク
ル
の
重
要

メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
わ
け
で
す）
11
（

。

　『
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
賛
歌
縮
図
』
の
表
題
は
「
賛
歌
」
と
は
な
っ

て
い
ま
す
が
、
内
容
的
に
は
論
文
で
あ
り
、
献
呈
先
は
テ
ュ
ー
ビ
ン

ゲ
ン
大
学
を
領
す
る
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
公
の
厩
舎
長
に
な
っ
て
い

ま
す
。
当
時
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
公
ウ
ル
リ
ヒ
は
ロ
イ
ヒ
リ
ン
が

裁
判
官
と
な
っ
て
い
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
に
属
し
て
い
ま
し
た

が）
11
（

、『
賛
歌
』
上
梓
の
一
五
〇
九
年
に
は
同
盟
が
彼
の
政
治
的
行
動

を
制
約
す
る
の
に
不
満
を
示
し
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
と
密
接
な

関
係
を
持
つ
人
文
主
義
官
僚
と
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
始
め
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
そ
れ
を
修
復
す
る
必
要
が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

　『
賛
歌
』
の
冒
頭
で
、
彼
は
我
々
の
父
祖
（nobis m

aiores

）
で

あ
る
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
（suevi, natio suevorum

）
を
は
じ
め
、

ゲ
ル
マ
ン
人
（germ

ani, natio germ
anorum

）
が
古
い
時
代

に
は
自
分
た
ち
の
立
場
を
語
る
文
筆
家
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
、
ロ
ー
マ
人
の
著
述
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め

た
う
え
で
、
彼
ら
は
ゲ
ル
マ
ン
人
と
対
立
し
て
い
た
の
で
、
事
実
を
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ね
じ
ま
げ
嘘
を
書
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
注
意
を
促
し
ま
す
。
そ
の

上
で
カ
エ
サ
ル
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
、
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ

ヴ
ィ
ウ
ス
、
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
、
オ
ロ
シ
ウ
ス
、
聖
ヒ

エ
ロ
ニ
ム
ス
ら
の
ラ
テ
ン
文
学
の
中
か
ら
、
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
に
関
す

る
叙
述
を
拾
い
出
し
、
そ
の
比
較
に
よ
っ
て
彼
ら
が
何
者
で
あ
る
の

か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
ま
す）
11
（

。

　
ま
ず
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
と
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
の
『
ヒ
ラ
リ
オ
ン
伝
』

で
ザ
ク
セ
ン
人
と
フ
ラ
ン
ク
人
の
間
に
位
置
す
る
ア
レ
マ
ン
人
を
、

そ
の
比
定
地
か
ら
同
じ
集
団
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
、
両
者
を
同
じ
部

族
（
ゲ
ン
ス
）
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
地
域
の
人
々
を
ア
レ
マ
ン

と
す
る
中
世
の
年
代
記
、
特
に
八
世
紀
の
『
ア
レ
マ
ン
年
代
記
』
を

念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
セ
ネ
カ
の
『
ヒ
ス
パ
ニ
ア
紀
行
』

に
「
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
が
他
の
ゲ
ル
マ
ン
人
よ
り
も
高
貴
」
と
さ
れ
て

い
る
点
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』
の
中
で
「
ゲ
ル
マ
ン
人

に
限
ら
す
、
す
べ
て
の
ナ
ツ
ィ
オ
の
中
で
最
も
勇
敢
」
で
あ
り
、
特

に
ユ
リ
ウ
ス
＝
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
朝
か
ら
フ
ラ
ヴ
ィ
ウ
ス
朝
の
交
代

期
に
お
け
る
動
乱
に
お
い
て
大
活
躍
し
、「
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
が
全
ゲ

ル
マ
ン
人
の
中
で
最
も
偉
大
で
あ
り
、
信
義
と
徳
に
お
い
て
優
っ
て

い
る
と
断
言
で
き
る
」
と
あ
る
点
を
挙
げ
ま
す
。
さ
ら
に
は
カ
エ
サ

ル
や
プ
ル
タ
ル
コ
ス
、
オ
ロ
シ
ウ
ス
も
そ
の
著
作
で
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人

を
ゲ
ル
マ
ン
人
の
内
で
最
も
好
戦
的
な
部
族
で
あ
る
と
証
言
し
た

（testatur

）、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
一
方
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
は
同
じ
時

代
を
記
述
し
て
も
、
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
の
評
価
を
し
て
い
な
い
点
も
あ

げ
、
こ
れ
は
彼
が
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
の
支
持
を
受
け
た
ウ
ィ
テ
リ
ウ
ス

と
戦
っ
た
オ
ト
ー
側
の
人
間
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
推
定
し
ま
し

た
。
そ
し
て
ロ
ー
マ
時
代
の
後
、
こ
の
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
が
カ
ー
ル
大

帝
の
忠
実
な
友
と
し
て
仕
え
、
さ
ら
に
は
そ
の
中
か
ら
シ
ュ
タ
ウ
フ

ェ
ン
王
朝
が
現
れ
て
ロ
ー
マ
お
よ
び
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
統
治
者
と
な

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、こ
う
し
た
勇
敢
で
徳
の
高
い
資
質
を「
我
々

の
父
祖
は
、
多
く
の
者
の
血
と
、
栄
え
あ
る
功
績
に
よ
っ
て
、
伝
来

の
権
利
の
中
に
残
し
た
」
と
し
た
の
で
す）
11
（

。

　
こ
の
『
賛
歌
』
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
ベ
ー

ベ
ル
が
古
代
の
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
を
ナ
ツ
ィ
オ
、
つ
ま
り
抽
象
的
な
出

生
集
団
と
捉
え
、「
我
々
の
父
祖
」、
つ
ま
り
自
分
も
含
む
同
時
代
の

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
の
先
祖
と
し
て
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
点
で

す
。
こ
の
認
識
が
近
世
以
降
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
解
釈
と
同
じ
パ
タ
ー

ン
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
古
代
の

ナ
ツ
ィ
オ
を
単
純
に
現
代
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
祖
先
と
考
え
る
の
は
ナ

ン
セ
ン
ス
で
す
が
、
そ
れ
は
近
代
民
族
学
の
成
果
を
前
提
に
し
た
議

論
で
す
。
古
典
の
解
釈
し
か
過
去
の
解
明
方
法
が
な
い
当
時
、
ス
ウ

ェ
ウ
ィ
人
は
農
民
出
身
の
ベ
ー
ベ
ル
に
と
っ
て
も
「
我
々
の
父
祖
」

で
し
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
の
最
初
の
企
画
者
で
あ
っ
た
ウ
ル

ム
周
辺
の
領
主
し
か
問
題
に
し
な
い
リ
ー
ラ
ー
の
『
年
代
記
』
の
理

解
に
比
べ
、
そ
れ
が
格
段
に
広
い
範
囲
の
人
々
を
想
定
し
て
い
る
こ
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と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
れ
を
同
盟
に
投
影
す
れ
ば
、
も
と
も
と
の
構

成
者
で
あ
る
出
生
貴
族
や
都
市
貴
族
だ
け
で
は
な
く
、
同
盟
を
運
営

す
る
ロ
イ
ヒ
リ
ン
の
よ
う
な
官
僚
や
そ
の
周
辺
で
彼
ら
を
支
え
る
ベ

ー
ベ
ル
た
ち
一
般
の
人
文
主
義
者
、
更
に
は
都
市
を
動
か
す
ギ
ル
ド

出
身
の
参
事
委
員
ま
で
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
生
ま
れ
の
人
々
が
広
く

そ
こ
に
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
身
分
に
代
え
て
出
生
地
と
い
う

新
し
い
同
化
と
排
除
の
論
理
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　
ま
た
『
賛
歌
』
で
は
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
が
常
に
ゲ
ル
マ
ン
人
と
い
う

よ
り
大
き
な
ナ
ツ
ィ
オ
の
一
部
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
も
注

目
す
べ
き
で
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
こ
の
九
年
前
の
一
五
〇
〇
年
に

ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
総
鑑
』
に
あ

る
、
ド
イ
ツ
人
の
始
祖
と
し
て
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
位
置
づ
け
を
反
映

し
て
い
ま
す
。
ベ
ー
ベ
ル
は
ロ
ー
マ
時
代
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
中
で
、

特
に
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
ド
イ
ツ
人
の
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
の
部
分
的
ナ
ツ
ィ
オ
と
し
て
、
自
分
た
ち
シ
ュ
ヴ

ァ
ー
ベ
ン
人
の
優
位
性
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

こ
に
彼
ら
が
ナ
ツ
ィ
オ
を
称
し
な
が
ら
、
帝
国
の
一
地
域
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
収
ま
っ
た
理
由
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　
最
後
に
リ
ー
ラ
ー
の
『
年
代
記
』
と
は
反
対
に
、
こ
ち
ら
は
古
典

文
学
を
題
材
に
し
た
実
証
的
な
態
度
が
明
瞭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述

を
比
較
し
な
が
ら
、
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
の
美
質
を
論
証
し
よ
う
と
し
て

い
る
点
で
す
。
確
か
に
ベ
ー
ベ
ル
の
「
証
言
」
は
テ
キ
ス
ト
の
文
脈

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
ス
ウ
ェ
ウ
ィ
人
を
美
化
す
る
よ
う
に
再

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
ギ
ン
ズ
ブ
ル
ク
の
『
歴
史
・
レ
ト
リ
ッ
ク
・

立
証
』
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、
聖
書
の
章
句
を
切
り
離
し
て
自
由
に

訓
戒
を
構
築
す
る
手
法
は
、
教
会
で
は
日
常
茶
飯
事
で
し
た）
11
（

。
そ
の

意
味
で
彼
の
論
証
は
、
前
近
代
の
目
的
合
理
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
の
特

徴
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ー

ラ
ー
の
『
年
代
記
』
の
よ
う
に
所
与
の
目
的
の
た
め
完
全
に
過
去
を

創
作
す
る
の
で
は
な
く
、
古
典
文
学
を
広
く
収
集
し
て
文
献
的
に
知

り
得
る
証
言
を
集
め
、
記
録
者
の
立
場
に
も
配
慮
す
る
こ
と
で
、
読

者
に
対
す
る
説
得
力
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
複
数

の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
情
報
を
批
判
的
に
論
証
す
る
人
文
主
義
者
の

「
実
証
主
義
的
」
な
態
度
に
沿
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
方
法
は
、
実
は
彼
を
取
り
巻
く
政
治
の
上
で
も
重
要
な
問
題

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ベ
ー
ベ
ル
の
同
志
で
あ
っ
た
ロ
イ
ヒ
リ
ン
が

務
め
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
の
裁
判
所
は
、
学
識
法
、
つ
ま
り
ロ

ー
マ
法
と
カ
ノ
ン
法
か
ら
の
論
証
に
よ
っ
て
判
決
を
下
す
有
給
常
駐

の
裁
判
所
で
、
そ
れ
が
設
立
さ
れ
る
一
五
〇
〇
年
ま
で
の
紛
争
解
決

方
法
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た）
11
（

。
一
五
〇
〇
年
以
前
の
そ
れ

は
、
基
本
的
に
仲
裁
に
よ
る
和
解
で
、
事
実
関
係
を
踏
ま
え
、
普
遍

的
規
範
に
照
ら
し
て
正
邪
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
紛
争
当
事
者

の
利
害
や
体
面
を
配
慮
し
て
示
さ
れ
た
妥
協
で
決
定
さ
れ
て
い
た
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
和
解
方
法
は
、
密
接
な
親
睦
関
係
に
あ
る
狭
い
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領
主
層
仲
間
の
間
で
は
有
効
で
す
が
、
こ
う
し
た
親
睦
関
係
が
な
い

人
々
に
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
人
々
を
従
わ
せ
る
に
は
、
事

実
を
実
証
し
、
事
実
へ
の
責
任
感
に
基
づ
い
て
当
事
者
を
納
得
さ
せ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
同
盟
裁
判
所
は
そ
う
し
た
新
制
度
と
し
て

生
ま
れ
た
の
で
す）
11
（

。
ロ
イ
ヒ
リ
ン
は
こ
れ
を
ロ
ー
マ
的
な
統
治
と
し

て
誇
り
、
そ
の
職
に
自
分
も
含
め
三
人
が
就
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
三
頭
政
治
」（trium

viri Sueviae

）
と
自

称
し
て
い
ま
す）
11
（

。
し
か
し
同
盟
構
成
員
の
間
に
は
こ
う
し
た
統
治
に

対
す
る
強
い
反
発
が
あ
り
、
狭
い
親
睦
の
中
で
馴
れ
合
っ
て
い
こ
う

と
す
る
彼
ら
と
、
法
の
実
証
に
よ
っ
て
統
治
し
よ
う
と
す
る
同
盟
裁

判
所
と
の
間
で
軋
轢
が
生
じ
て
い
ま
し
た）
11
（

。
こ
う
し
た
状
況
に
直
面

し
た
ロ
イ
ヒ
リ
ン
ら
の
間
で
、
古
く
か
ら
の
コ
ネ
の
代
わ
り
に
、
古

典
文
学
か
ら
の
実
証
に
よ
っ
て
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
構
築
し
、
そ
の
共
有
に
よ
っ
て
同
盟
構
成
員
を
統
率
す
る

ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
じ
た
こ
と
は
、
十
分
推
定
可
能
で
す
。

　
こ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
直
接
の
目
的
、
つ
ま
り
身
分
を
超
え
た
シ

ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
、
同
盟
の
安
定
し

た
統
治
を
達
成
し
た
か
と
言
え
ば
、
答
え
は
否
で
す
。
彼
ら
の
主
君

の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
公
は
、
自
由
な
諸
侯
と
い
う
身
分
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
支
配
さ
れ
、
自
ら
を
統
治
し
よ
う
と
す
る
同
盟
を
脱

退
し
、
ロ
イ
ヒ
リ
ン
は
同
盟
裁
判
所
を
去
り
ま
し
た）
1（
（

。
や
が
て
到
来

し
た
宗
教
改
革
は
、
他
の
同
盟
構
成
員
も
宗
派
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
に
よ
っ
て
引
き
裂
き
、
同
盟
は
そ
れ
に
よ
っ
て
崩
壊
し
ま
す）
11
（

。
し

か
し
地
域
の
領
邦
君
主
の
連
合
体
で
あ
る
帝
国
ク
ラ
イ
ス
が
同
盟
の

権
力
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
一
八
〇
三
年
ま
で
続
く
そ
の
長
い
統
治

の
下
で
、
こ
の
地
方
の
人
文
主
義
者
た
ち
は
「
実
証
的
」
手
法
に
よ

っ
て
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
地
図
や
歴
史
叙
述
、表
象
を
生
み
出
し
、

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
り
続
け
て
い
っ
た
の

で
す）
11
（

。

四
　
ま
と
め

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
領
邦
が
乱
立
し
、
一
見
政
治
的
な
統
一
な
ど

な
い
よ
う
に
見
え
る
中
近
世
移
行
期
の
西
南
ド
イ
ツ
に
生
じ
た
地
域

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
、
決
し
て
そ
の
地
域
の
文
化
か
ら
自
然
発

生
的
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
が
近
代
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
発
生
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

役
割
か
ら
そ
れ
を
論
証
し
た
よ
う
に
、
そ
の
時
代
の
地
域
・
政
治
の

発
展
に
基
づ
き
、
変
化
に
応
え
る
新
し
い
能
力
を
持
っ
た
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
、
つ
ま
り
人
文
主
義
者
の
政
治
的
意
思
に
よ
っ
て
作
り
上
げ

ら
れ
た
の
で
す
。
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