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は
じ
め
に

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
と
い
う
名
の
女
性
が
い

た
。
彼
女
は
哲
学
者
テ
オ
ン
の
娘
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
高
い
教

養
を
修
め
、
と
く
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た

プ
ラ
ト
ン
の
研
究
を
成
功
裏
に
継
承
し
、
意
欲
を
持
っ
て
集

ま
っ
た
人
々
に
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
学
芸
を
開
示
し
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
知
を
愛
す
る
人
々
が
集
ま
り
、
彼
女
の

許
に
馳
せ
参
じ
た（

1
）。

（
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
ス
コ
ラ
ス
テ
ィ
コ
ス
『
教
会
史
』
第
七
巻   

一
五
章
冒
頭
部
分
）

　

歴
史
を
紐
解
く
と
、
知
る
人
ぞ
知
る
、「
隠
れ
た
有
名
人
」
と
で

も
形
容
す
べ
き
人
物
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
今
か
ら
一
六
〇
〇
年

ほ
ど
前
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
活
躍
し
た
女
性
哲
学
者
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
な
ど

は
、
さ
し
ず
め
そ
の
典
型
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

彼
女
の
名
は
、「
最
高
の
、
最
上
の
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語

形
容
詞
、
ヒ
ュ
パ
ト
ス
に
由
来
す
る
。
そ
の
名
の
通
り
、
彼
女
は
当

時
最
高
の
教
養
を
身
に
つ
け
、
多
く
の
門
弟
を
導
い
て
、
人
々
の
尊

敬
を
集
め
た
。六
世
紀
の「
異
」教
哲
学
者
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
に
よ
る
と
、

「
彼
女
は
デ
ィ
オ
フ
ァ
ン
ト
ス
の
注
釈
書
、『
天
体
の
法
則
』、
そ
れ

に
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
の
円
錐
注
釈
書
を
著
し
た（

2
）」

と
い
う
。
父
テ
オ

ン（
3
）も

ム
セ
イ
オ
ン（

4
）の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
が
、「
彼
女

は
父
よ
り
も
天
性
の
資
質
が
優
れ
」、
父
の
教
え
る
数
学
に
飽
き
足

ら
ず
、
哲
学
を
習
得
し
て
街
を
闊
歩
し
、「
傾
聴
し
よ
う
と
す
る
人
々

　

よ
み
が
え
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア

　
　
　
　
　

︱
︱
あ
る
「
異
」
教
女
性
聖
人
の
実
像
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

足　

 

立　
　

広　

 

明
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に
あ
る
い
は
プ
ラ
ト
ン
を
、
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
、
あ
る

い
は
他
の
哲
学
者
で
も
解
釈
し
て
聞
か
せ
た
」
と
い
う（

5
）。

　

じ
っ
さ
い
、彼
女
の
薫
陶
を
受
け
た
者
は
数
多
く
、な
か
で
も
キ
ュ

レ
ネ
主
教
と
な
っ
た
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
は
彼
女
宛
を
含
む
豊
富
な
書
簡

を
残
し
て
い
る（

6
）。

そ
こ
か
ら
は
、
彼
女
が
「
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
・
サ
ー

ク
ル
」
と
で
も
称
す
べ
き
集
団
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
の
で
あ
る（

7
）。

　

し
か
し
、ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
名
を
有
名
に
し
た
の
は
、な
ん
と
い
っ

て
も
そ
の
悲
劇
的
な
最
期
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
と
、「
こ

の
よ
う
な
彼
女
に
も
、
当
時
に
あ
っ
て
は
悪
意
が
用
意（

8
）」

さ
れ
た
。

彼
女
の
講
義
を
聞
き
、
相
談
に
訪
れ
る
人
々
が
多
く
な
る
と
、
そ
れ

に
比
例
し
て
嫉
妬
や
羨
望
の
感
情
も
増
大
し
た
。
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
に

よ
る
と
、そ
の
最
大
の
も
の
は
、総
主
教
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
嫉
妬
で
あ
っ

た
。

そ
の
日
、（
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
反
対
派
の
主
教
で
あ
る
キ
ュ
リ

ロ
ス
は
、ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
家
の
前
を
通
り
過
ぎ
た
。
す
る
と
、

大
勢
の
人
々
や
馬
が
彼
女
の
家
の
前
に
い
る
の
が
見
え
た
。
あ

る
者
は
到
着
し
、
あ
る
者
は
立
ち
去
り
、
そ
し
て
他
の
者
は
周

囲
に
立
っ
て
い
た
。
彼
が
な
ぜ
群
衆
が
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い

る
の
か
、
一
体
全
体
こ
の
大
騒
ぎ
は
何
な
の
か
尋
ね
る
と
、
彼

女
に
従
う
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
哲
学
者
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア

の
家
で
、
今
ま
さ
に
彼
女
が
彼
ら
に
挨
拶
し
よ
う
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
だ
と
告
げ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
時
、
キ
ュ
リ

ロ
ス
は
妬
み
の
気
持
ち
に
強
く
打
た
れ
、
直
ち
に
彼
女
を
殺
そ

う
と
、
そ
れ
も
一
番
ひ
ど
い
殺
し
方
を
し
て
や
ろ
う
と
企
み
始

め
た（

9
）。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
と
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
こ
の
嫉
妬
は
政
治
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
キ
ュ
リ
ロ
ス
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
迫
害
し
て
市

総
督
オ
レ
ス
テ
ス
と
対
立
し
て
い
た
。そ
し
て
、オ
レ
ス
テ
ス
は
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
と
親
し
く
、
し
ば
し
ば
彼
女
に
相
談
し
て
い
た
。
こ
れ
が

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
疑
惑
を
招
き
、
彼
女
が
主
教
と
総
督
の
和
解
を
妨

げ
る
原
因
だ
と
い
う
噂
が
流
れ
た
。
そ
し
て
―

彼
ら
の
う
ち
の
あ
る
者
た
ち
は
、
そ
れ
ゆ
え
荒
々
し
い
、
偏
狭

な
熱
意
に
煽
ら
れ
、
そ
の
張
本
人
は
朗
読
者
の
ペ
ト
ロ
ス
で

あ
っ
た
が
、
彼
女
が
帰
宅
の
途
に
就
く
の
を
待
ち
伏
せ
し
、
馬

車
か
ら
引
き
下
ろ
し
て
、
カ
エ
サ
レ
ウ
ム
と
呼
ば
れ
る
建
物
へ

連
行
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
は
そ
こ
で
彼
女
を
素
裸
に
し
、
オ
ス
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ト
ラ
カ
（
陶
片
も
し
く
は
牡
蠣
の
貝
殻
：
複
数
形
）
で
殺
害
し

た
。
彼
ら
は
彼
女
の
体
を
引
き
裂
い
た
後
、
そ
の
裂
か
れ
た
四

肢
を
キ
ナ
リ
オ
ン
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
運
び
、
そ
こ
で
そ
れ
ら

を
燃
や
し
た（

10
）。

　

同
じ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
記
述
か
ら
、
事
件
は
四
一
五
年
三
月
の
あ
る

日
に
起
こ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る（

11
）。

ギ
リ
シ
ア
語
の
「
ヒ
ュ
パ
ト

ス
」
に
は
「
最
高
、最
上
」
の
ほ
か
に
、「
最
後
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

彼
女
は
そ
の
名
の
通
り
、
最
高
の
学
芸
を
身
に
つ
け
つ
つ
、
あ
え
な

い
最
期
を
遂
げ
て
し
ま
っ
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
っ

た
い
何
の
最
後
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
時
代
の
歴
史
家
に
と
っ
て
、
こ
の
答
え
は

明
白
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
古
典
古
代
の
学
芸
の
死
、
文
明
そ
の
も
の

の
終
焉
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
り
、
野
蛮
と
宗
教
、
迷
信
の
闇
が

古
代
に
輝
く
理
性
と
合
理
主
義
の
光
を
呑
み
込
ん
だ
瞬
間
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ン
・
ト
ー
ラ
ン
ド
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
そ
れ
に
エ

ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
見

方
は
、
十
九
世
紀
の
作
家
や
詩
人
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

色
付
け
さ
れ
、
現
在
ま
で
継
続
す
る（

12
）。

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
迫
害
さ
れ

た
科
学
の
開
拓
者
で
あ
り
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
研
究
者
の
先
駆
け
と
し

て
学
術
雑
誌
の
名
前
に
採
用
さ
れ
た（

13
）。

彼
女
を
主
人
公
と
す
る
映
画

も
最
近
作
成
さ
れ
た（

14
）。

我
が
国
で
も
古
く
は
村
山
勇
三
が
大
正
時
代

に
彼
女
を
主
人
公
と
し
た
小
説
を
翻
訳
し
て
い
る
し（

15
）、

近
年
で
も
マ

ン
ガ
に
登
場
す
る（

16
）。

彼
女
は
ま
さ
に
知
る
人
ぞ
知
る
、「
隠
れ
た
有

名
人
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
伝
説
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
史
実
か
ら
は
遠
ざ
か
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
少
し
史
料
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
に
対
す
る
蛮
行
が
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
や
創
作
で
な
か
っ
た

こ
と
は
、
立
場
を
異
に
す
る
複
数
の
史
料
群
が
ほ
ぼ
同
様
の
事
実
経

過
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
七
世

紀
の
ニ
キ
ウ
主
教
イ
オ
ア
ン
ネ
ス
は
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
法
灯
を
継
ぐ

立
場
か
ら
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
糾
弾
す
る
論
陣
を
張
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
事
実
関
係
の
経
緯
に
つ
い
て
は
重
な
る
部
分
が
大
き
い
。

　

イ
オ
ア
ン
ネ
ス
に
よ
れ
ば
、「
女
の
哲
学
者
で
、
異
教
徒
の
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
が
」、「
魔
術
や
天
体
観
測
、
そ
れ
に
音
楽
」
な
ど
の
「
悪

魔
的
ぺ
て
ん
を
通
じ
て
多
く
の
人
々
を
欺
き
」、
と
く
に
市
総
督
を

た
ぶ
ら
か
せ
て
、
彼
が
「
教
会
へ
の
出
席
を
や
め
て
し
ま
う
」
事
態

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
上
述
ペ
ト
ロ
ス
の
指

揮
の
下
彼
女
を
探
し
出
し
、「
死
ぬ
ま
で
引
き
ず
っ
て
」
殺
害
し
た
。

そ
の
後
、
彼
ら
は
キ
ュ
リ
ロ
ス
を
囲
み
、「
新
し
い
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
」
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と
称
え
た
と
い
う（

17
）。

こ
れ
は
前
総
主
教
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
が
「
異
」
教

の
牙
城
で
あ
っ
た
セ
ラ
ペ
イ
オ
ン（

18
）を

破
壊
し
た
の
に
続
き
、
キ
ュ
リ

ロ
ス
が
「
異
」
教
の
最
後
の
残
滓
を
一
掃
す
る
偉
業
を
達
成
し
た
と

い
う
宣
言
で
あ
っ
た
。

　

イ
オ
ア
ン
ネ
ス
が
不
都
合
な
事
実
に
別
の
解
釈
を
施
し
て
叙
述
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
事
件
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
市

民
の
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
、
も
は
や
消
す
術
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は「
こ
の
行
為
は
、少
な
か
ら
ぬ
不
名
誉
を
キ
ュ

リ
ロ
ス
の
み
な
ら
ず
、全
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
教
会
に
も
た
ら
し
た（

19
）」

と
述
べ
、
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
も
「
こ
の
出
来
事
の
記
憶
は
今
な
お
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
人
々
の
間
で
鮮
明
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

20
）。

　

イ
オ
ア
ン
ネ
ス
の
宣
言
を
読
む
限
り
、
キ
リ
ス
ト
教
対
「
異
」
教

と
い
う
啓
蒙
主
義
時
代
以
来
の
通
説
は
的
を
射
て
い
る
か
に
見
え

る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
「
悪
魔
的
ぺ
て
ん
」
に
欺
か
れ
た

「
多
く
の
人
々
」
に
は
確
実
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
含
ま
れ
、
そ
れ
に

対
し
て
キ
ュ
リ
ロ
ス
一
党
が
危
機
感
を
持
っ
て
犯
行
に
及
ん
だ
の
で

あ
る
。
ま
た
、「
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
み
な
ら
ず
、
全
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
教
会
に
」
不
名
誉
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉

か
ら
は
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
支
持
派
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
存
在
し
、

彼
ら
ま
で
こ
の
事
件
の
お
か
げ
で
不
名
誉
を
蒙
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
の
言
う
「
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
人
々
」
も
「
異
」
教
徒
だ
け
を
指
す
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
マ
リ
ア
・
ジ
ェ
ル
ス
カ
は
、
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
の
上
述
引
用

文
最
初
の
行
に
あ
る
「
反
対
派
の
主
教
で
あ
る
キ
ュ
リ
ロ
ス
」
と
い

う
言
葉
を
見
逃
す
べ
き
で
な
い
と
指
摘
し
て
い
る（

21
）。

す
な
わ
ち
、
彼

に
従
う
以
外
の
派
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

ア
ラ
ン
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
や
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
研
究
以
来
、

近
年
の
古
代
末
期
研
究
で
は
「
異
」
教
対
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
二
項

対
立
の
図
式
は
支
持
さ
れ
な
い（

22
）。

と
く
に
ア
ラ
ン
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
は

史
料
を
精
査
し
て
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
関
す
る
従
来
の
通
説
を
様
々

な
角
度
か
ら
見
直
し
た
。
マ
リ
ア
・
ジ
ェ
ル
ス
カ
は
こ
の
キ
ャ
メ
ロ

ン
の
研
究
を
発
展
さ
せ
、
彼
女
が
「
異
」
教
や
キ
リ
ス
ト
教
を
問
わ

ず
多
く
の
学
生
を
引
き
つ
け
、
横
断
的
な
知
的
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し

て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
り
、
現
在
で
は
ワ
ッ
ツ
ら
の
研
究
が
こ

れ
に
続
い
て
い
る（

23
）。

本
稿
は
こ
う
し
た
研
究
を
足
が
か
り
と
し
な
が

ら
、
啓
蒙
主
義
以
降
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
像
を
批
判
的
に
検
証
し
、
さ

ら
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
点
、す
な
わ
ち
、ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
が
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
女
性
聖
人
と
共
通
す
る
特
徴
を

有
し
て
い
た
点
に
着
目
し
、
後
者
と
共
有
す
る
時
代
風
潮
の
中
で
そ

の
声
名
を
高
め
た
可
能
性
を
―
ま
だ
試
論
的
展
望
に
と
ど
ま
る
が
―
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提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章　

伝
説
化
さ
れ
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
：

　
　
　
　

啓
蒙
主
義
の
ヒ
ロ
イ
ン

ａ
）
啓
蒙
主
義
か
ら
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代

　

ま
ず
は
、
啓
蒙
主
義
と
そ
の
現
在
に
至
る
影
響
を
分
析
、
検
証
し

て
み
よ
う
。

　

一
七
二
〇
年
、
も
と
は
熱
心
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
自
由
思
想
家

ジ
ョ
ン
・
ト
ー
ラ
ン
ド
は
、
次
の
よ
う
な
と
て
つ
も
な
く
長
い
題
名

の
、し
か
し
薄
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
い
っ
て
い
い
書
物
を
刊
行
し
た
。

そ
の
題
名
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

『
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
―
も
し
く
は
最
も
美
し
く
、
最
も
美
徳
に
満

ち
、
最
も
学
識
が
あ
り
、
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
完
璧
な
淑

女
。
彼
女
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
聖
職
者
団
に
よ
っ
て
ば
ら

ば
ら
に
引
き
裂
か
れ
た
が
、
そ
れ
は
大
主
教
に
し
て
、
通
常
、

し
か
し
そ
の
名
に
相
応
し
か
ら
ざ
る
「
聖
人
」
称
号
を
付
さ
れ

る
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
プ
ラ
イ
ド
と
嫉
妬
心
、
残
酷
さ
を
満
足
さ
せ

る
た
め
で
あ
っ
た（

24
）』

　

彼
は
「
短
い
が
、し
か
し
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
人
生
と
死
に
つ
い
て
、

古
代
諸
著
作
が
我
々
に
提
供
す
る
限
り
の
こ
と
を
す
べ
て
記
述
し
た

い
」
と
し
て
書
き
始
め
る
。
そ
し
て
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
、「
彼
女

自
身
の
性
に
と
っ
て
は
永
遠
に
栄
光
で
あ
り
続
け
、
我
々
の
性
（
男

性
）
に
と
っ
て
は
不
名
誉
で
あ
り
続
け
る
」
と
続
け
て
い
る（

25
）。

彼

は
先
述
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
の
叙
述
か
ら
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
が
ヒ
ュ
パ
テ
ィ

ア
殺
害
の
最
大
の
扇
動
者
で
あ
っ
て
、
彼
に
聖
人
称
号
を
与
え
続
け

る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
伝
統
に
疑
問
を
呈
す
る
。
最
終
第
一
二
章
は

「
キ
ュ
リ
ロ
ス
を
聖
人
と
す
る
の
は
宗
教
に
対
す
る
不
名
誉
」
と
題

さ
れ
、「
か
く
の
如
き
野
心
家
で
、
騒
動
好
き
で
、
残
酷
な
男
を
『
聖

人
』
と
称
え
る
」
こ
と
ほ
ど
神
と
人
間
に
と
っ
て
耐
え
ら
れ
な
い
こ

と
は
な
い
と
断
じ
て
い
る（

26
）。

　

彼
の
叙
述
に
は
教
会
伝
統
へ
の
批
判
と
、
人
間
精
神
の
自
由
を
謳

う
啓
蒙
主
義
の
最
初
の
高
揚
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
決

し
て
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
悲
劇
的
な
死
だ
け
に
焦
点
を
当
て
た
セ
ン

セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
書
き
方
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
叙
述
は
彼
女
の
人

生
を
史
料
的
に
丹
念
に
拾
い
上
げ
つ
つ
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
図
書
館
の
由
来
、父
テ
オ
ン
の
紹
介
、

そ
し
て
、
弟
子
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
の
書
簡
を
引
用
し
つ
つ
、
彼
女
が

「
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
学
派
」
を
形
成
し
て
い
く
過
程
が
年
代
順
に
描
か
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れ
る
。
そ
し
て
、
総
督
オ
レ
ス
テ
ス
と
キ
ュ
リ
ロ
ス
主
教
の
ユ
ダ
ヤ

人
迫
害
を
め
ぐ
る
対
立
か
ら
や
が
て
悲
劇
に
至
る
の
だ
が
、
こ
の
よ

う
に
彼
女
の
前
半
生
の
学
芸
活
動
に
注
目
す
る
の
は
、
後
述
す
る
現

在
の
古
代
末
期
研
究
に
お
け
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
分
析
と
も
重
な
る
。

ま
た
、
彼
が
冒
頭
で
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
死
を
キ
ュ
リ
ロ
ス
と
キ
リ

ス
ト
教
会
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
男
性
の
恥
辱
と
し
て
も
引
き
受

け
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
今
日
で
も
な
お
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
失
っ
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ト
ー
ラ
ン
ド
の
著
作
は
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
響
は

大
き
く
、そ
の
後
啓
蒙
主
義
が
本
格
的
に
進
展
し
て
い
く
と
と
も
に
、

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
再
発
見
と
賞
賛
は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
く
。
と
く

に
、
代
表
的
な
啓
蒙
主
義
歴
史
家
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
一
七
三
六
年

に
『
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
卿
の
重
要
な
検
証
と
狂
信
の
終
わ
り
』
の

な
か
で
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
殺
害
を
キ
ュ
リ
ロ
ス
に
そ
そ
の
か
さ

れ
た
狂
信
的
な
群
衆
に
よ
る
野
蛮
な
行
為
と
し
て
糾
弾
し
て
い
る（

27
）。

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
殺
害
は
、
彼
女
が
強
制
的
な
ド

グ
マ
か
ら
自
由
で
、
自
然
の
法
則
と
人
間
精
神
の
可
能
性
を
信
じ
て

い
た
か
ら
だ
と
考
え
た
。
こ
の
考
え
方
は
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で

の
基
調
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
ギ
リ
シ
ア
の
合
理

精
神
と
自
由
の
最
後
を
画
す
人
物
で
、
そ
の
死
と
と
も
に
野
蛮
と
宗

教
の
支
配
す
る
暗
黒
の
中
世
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ロ
ー
マ
帝
国
末
期
に
関
し
て
、
人
間
精
神
、
と
く
に
市
民
的
自
由

の
精
神
が
行
き
詰
り
、
野
蛮
と
宗
教
に
道
を
譲
る
と
い
う
見
方
を
完

成
さ
せ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
で
あ
る
。

彼
は
そ
の
『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
』
の
な
か
で
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
取

り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
後
述
す
る
キ
ン
グ
ズ
リ
の
訳

な
ど
、
日
本
に
お
け
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
、
ひ
い
て
は
日
本
に
お
け
る

西
洋
古
代
末
期
史
研
究
の
受
容
と
発
展
過
程
を
知
る
う
え
で
も
、
こ

こ
で
は
村
山
勇
三
訳
で
見
て
み
よ
う
。

こ
う
し
て
教
長
は
ま
も
な
く
一
人
の
處
女
を
犠
牲
に
供
す
る
こ

と
を
扇
動
ま
た
は
承
認
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
人

ら
の
宗
教
を
遵
奉
し
て
總
督
オ
レ
ス
テ
ス
と
親
交
を
持
っ
た
處

女
で
あ
っ
た
。そ
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
數
学
者
テ
オ
ン
の
娘
で
、

數
学
に
秀
で
て
い
た
。
彼
女
の
篤
學
な
解
説
は
、
ア
ポ
ロ
ニ
ウ

ス
や
デ
ィ
オ
フ
ァ
ン
ト
ス
の
幾
何
學
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し

て
、
彼
女
は
ア
テ
ナ
イ
で
も
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
も
プ
ラ
ト

ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
學
を
公
に
教
授
し
た
。
満
開
の
美

と
成
熟
し
た
智
慧
と
に
接
し
た
こ
の
謙
虚
な
處
女
は
、
無
數

の
求
婚
者
を
拒
絶
し
な
が
ら
弟
子
達
を
訓
導
し
た
。
身
分
や
才
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幹
の
最
も
顕
著
な
人
々
が
先
を
争
っ
て
こ
の
処
女
哲
學
者
の
門

を
敲
い
た
の
で
、
キ
リ
ル
ス
は
彼
女
の
學
園
の
戸
口
に
蝟
集
す

る
馬
車
や
奴
隷
の
華
や
か
な
行
列
を
嫉
妬
深
い
眼
で
眺
め
や
っ

た
。
總
督
と
教
長
と
の
融
和
に
と
っ
て
の
唯
一
の
障
碍
は
テ
オ

ン
の
娘
で
あ
る
、
と
の
評
判
が
ク
リ
ス
ト
教
徒
ら
の
あ
い
だ
に

専
ら
広
ま
っ
た
。
四レ

ン

ト
旬
説
の
神
聖
な
季
節
中
の
或
る
日
、
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
は
自
用
馬
車
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
さ
れ
、
裸
か
に
剥

ぎ
取
ら
れ
て
教
會
堂
へ
引
き
ず
ら
れ
、
朗
讀
者
ペ
ト
ル
ス
を
は

じ
め
、
野
蠻
で
無
慈
悲
な
熱
狂
信
徒
ら
の
手
で
む
ざ
ん
に
も
屠

殺
さ
れ
た
。
彼
女
の
肉
は
牡
蠣
の
殻
で
骨
か
ら
削
り
取
ら
れ
、

ま
だ
ぴ
く
ぴ
く
し
て
い
る
手
足
は
火
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
。
こ

の
犯
罪
の
詮
索
と
刑
罰
と
の
公
正
な
進
展
は
潤
沢
な
贈
物
に

よ
っ
て
中
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
殺
し
は
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
キ
リ
ル
ス
の
性
格
と
宗
教
と
に
萬
代
不
磨
の

汚
點
を
印
刻
し
た
の
で
あ
る（

28
）。

　

一
読
し
て
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
ギ
ボ
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
に
依
拠
し
、
そ
れ
ら
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
て
史
実
を

再
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
が
ア
テ
ナ
イ
で
教
え
た

と
い
う
証
拠
は
な
く
、
先
行
す
る
古
代
教
会
史
家
ル
・
ナ
ン
・
ド
・

テ
ィ
ル
モ
ン
の
叙
述
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

29
）。

ま

た
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
が
生
き
な
が
ら
「
牡
蠣
の
貝
殻
」
で
肉
を
こ
そ

げ
と
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
ギ
ボ
ン
の
叙
述
か
ら
一
般
に
流
布

す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、「
牡
蠣
の
貝
殻
で
」
に
該
当
す

る
原
史
料
の
言
葉
は
「
オ
ス
ト
ラ
コ
イ
ス
」（ỏστράκοις

）。
こ
れ

は
有
名
な
「
陶
片
追
放
」
＝
オ
ス
ト
ラ
キ
ス
モ
ス
も
こ
こ
か
ら
き
て

い
る
「
オ
ス
ト
ラ
コ
ン
」（ὄστρακον

）
と
い
う
言
葉
の
複
数
与
格

形
で
、
貝
殻
の
ほ
か
に
陶
器
や
陶
製
品
の
意
味
が
あ
り
、
陶
製
の
屋

根
瓦
の
破
片
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
凄
惨
な
場
面
に
変

わ
り
は
な
い
が
、
ギ
ボ
ン
の
想
像
力
か
ら
イ
メ
ー
ジ
が
独
り
歩
き
し

た
可
能
性
は
考
え
に
入
れ
て
よ
い
。

　

古
代
末
期
史
に
対
す
る
ギ
ボ
ン
の
影
響
力
は
圧
倒
的
な
も
の
が
あ

る
が
、ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
関
し
て
は
一
九
世
紀
の
作
家
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

キ
ン
グ
ズ
リ
の
小
説
『
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア（

30
）』

の
存
在
が
大
き
い
。
こ
の

作
品
は
通
俗
小
説
の
扱
い
で
、
文
学
史
的
に
あ
ま
り
高
い
扱
い
を
受

け
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
同
時
代
的
に
は
よ
く
読
ま
れ
、
若
く

て
美
し
い
犠
牲
者
と
い
う
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
的
な

も
の
と
し
た
。

　

舞
台
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
図
書
館
の
小
窓
か
ら
博
物
館
の
美
し

い
庭
園
が
見
え
る
と
あ
る
小
部
屋
で
、
瀟
洒
な
家
具
、
調
度
品
が
目
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を
引
く
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
日
そ
の
小
部
屋
を
訪
れ
た
人
が
あ
っ

た
な
ら
、
そ
ん
な
も
の
に
は
誰
も
目
を
く
れ
な
い
だ
ろ
う
と
キ
ン
グ

ズ
リ
は
書
く
。
村
山
勇
三
訳
で
見
て
み
よ
う
。

と
云
ふ
の
は
、
そ
の
華
奢
な
安
楽
椅
子
に
は
、
二
十
五
歳
ば
か

り
の
婦
人
が
―
明
ら
か
に
こ
の
神
殿
の
女
神
が
、
単
純
な
古
風

な
雪
白
の
イ
オ
ニ
ア
服
を
ま
と
ひ
―
中
略
―
部
屋
の
古
雅
な
調

子
に
し
ッ
く
り
あ
っ
た
装
ひ
で
腰
を
お
ろ
し
、
テ
ー
ブ
ル
の
上

に
横
た
へ
ら
れ
た
寫
本
を
讀
ん
で
ゐ
る
の
だ
っ
た（

31
）。

　

彼
女
は
ロ
ー
マ
市
民
身
分
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
紫
の
線
が
二

筋
入
っ
た
着
物
を
着
て
、
頭
に
黄
金
の
網
を
か
ぶ
っ
て
い
た
が
、
そ

れ
は
彼
女
の
髪
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
ず
、「
ア
テ
ネ
女
神
自
身

が
羨
み
さ
う
な
色
彩
、
房
々
し
さ
、
縮
れ
模
様
で
あ
っ
た
」。
た
だ
、

彼
女
の
目
に
は
悲
し
げ
な
様
子
が
う
か
が
え
、
ま
た
「
悟
り
済
ま
し

た
自
制
」
や
「
気
取
り
」
が
見
え
る
が
、
し
か
し
顔
や
姿
の
「
目
覚

め
る
よ
う
な
気
高
さ
」
が
そ
う
し
た
欠
点
を
補
う
の
で
、「
壁
上
の

鏡
板
に
描
か
れ
て
あ
る
ア
テ
ネ
女
神
の
理
想
的
な
畫
姿
に
酷
似
し
た

も
の
を
認
め
る
に
違
い
な
か
っ
た（

32
）」。

　

す
で
に
ト
ー
ラ
ン
ド
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ギ
ボ
ン
に
見
ら
れ
た
理

想
化
は
、
こ
う
し
て
キ
ン
グ
ズ
リ
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
は
、
三
度
に
わ
た
っ
て
ア
テ
ネ
女
神
の
よ
う
で
あ
る
と
し
て

そ
の
知
性
と
美
の
完
璧
な
融
合
ぶ
り
を
称
え
ら
れ
る
。
キ
ン
グ
ズ
リ

は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
で
、
主
人
公
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
上
述

の
取
り
済
ま
し
た
知
性
が
危
機
に
晒
さ
れ
る
な
か
で
次
第
に
キ
リ
ス

ト
教
に
傾
い
て
い
く
。
し
か
し
、
総
主
教
キ
ュ
リ
ロ
ス
と
狂
信
的
な

追
従
者
は
こ
れ
に
気
づ
く
こ
と
な
く
彼
女
を
襲
撃
す
る
。
ま
た
、
若

い
砂
漠
の
修
道
僧
フ
ィ
ラ
ン
モ
ン
が
彼
女
に
心
を
寄
せ
て
い
く
が
、

襲
撃
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
キ
ュ
リ
ロ
ス
た
ち
は
カ
ト
リ
ッ

ク
や
国
教
会
保
守
勢
力
を
暗
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
啓
蒙
主
義
を

経
て
、
自
由
思
想
や
科
学
思
想
と
折
り
合
い
を
つ
け
つ
つ
浮
上
し
て

き
た
、
十
九
世
紀
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
的
倫
理
観
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

同
様
の
理
想
化
は
大
陸
諸
国
で
も
見
ら
れ
た
。
詩
人
ル
コ
ン
ト
・

ド
ゥ
・
リ
ル
は
一
八
四
七
年
と
、
間
隔
を
開
け
て
一
八
七
四
年
に

『
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
』
と
い
う
詩
を
発
表
し
、
好
評
を
博
し
た（

33
）。

そ
の

第
二
の
詩
で
、ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は「
プ
ラ
ト
ン
の
精
神
と
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
の
身
体
」
の
持
ち
主
と
さ
れ
た
。
古
代
の
神
話
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
源
泉
を
求
め
る
彼
の
詩
作
は
同
時
代
に
大
き
な
影
響
力
を

持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
像
も
決
定
的
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
以
外
に
も
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
で
小
説
が
書
か
れ
、
現
在
も
各

国
で
新
作
が
現
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ト
ー
ン
の
違
い
は
あ
る
と
は
い
え
、
権
勢
欲

と
狂
信
の
無
辜
の
犠
牲
者
と
し
て
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
イ
メ
ー
ジ

は
、こ
こ
に
定
ま
っ
た
。
知
性
と
美
を
兼
ね
備
え
た
ア
テ
ネ
女
神
か
、

プ
ラ
ト
ン
の
知
と
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
美
を
兼
ね
備
え
た
淑
女
か
、
い

ず
れ
に
し
て
も
彼
女
は
古
代
「
異
」
教
世
界
の
最
良
、
最
善
の
部
分

の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
古
代
世
界
の
知
的
探
求
は
終
わ

り
を
告
げ
、
宗
教
と
無
知
蒙
昧
の
支
配
す
る
暗
黒
の
中
世
が
開
幕
す

る
の
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
前
半
の
代
表
的
な
哲
学
者
で
あ
る
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・

ラ
ッ
セ
ル
も
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
対
す
る
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
リ
ン
チ
を

非
難
し
、「
こ
の
事
件
の
後
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
が
哲
学
者
に
よ
っ

て
乱
さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
な
く
な
っ
た
」
と
書
い
て
い
る（

34
）。

ｂ
）
科
学
史
と
現
代
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
像

　

以
上
の
よ
う
な
啓
蒙
主
義
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア

像
は
二
〇
世
紀
を
経
て
、
二
一
世
紀
の
現
在
に
ま
で
継
続
す
る
。
と

く
に
こ
れ
は
科
学
史
の
上
で
顕
著
で
、
彼
女
を
科
学
者
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
ダ
マ
ス
キ

オ
ス
は
「
彼
女
は
デ
ィ
オ
フ
ァ
ン
ト
ス
の
注
釈
書
、『
天
体
の
法
則
』、

そ
れ
に
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
の
円
錐
注
釈
書
を
著
し
た
」と
書
い
て
い
る
。

ま
た
、
彼
女
は
父
テ
オ
ン
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
『
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
』

第
三
巻
注
釈
を
手
伝
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

35
）。

自
然
科
学
者
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
の
姿
は
、
弟
子
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
の
書
簡
に
よ
っ
て
も
側
面
補

強
さ
れ
る
。
彼
の
第
一
五
書
簡
で
は
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
宛
て
て
水

力
計
（
ハ
イ
ド
ロ
ス
コ
ー
プ
）
の
作
成
法
を
尋
ね（

36
）、

別
の
人
物
宛
書

簡
で
は
、
彼
女
が
天
体
観
測
用
機
器
（
ア
ス
ト
ロ
ラ
ー
ベ
）
発
明
に

か
か
わ
っ
た
と
も
言
及
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、数
学
史
や
天
文
学
史
で
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
注
目
を
集
め
、

専
門
誌
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
カ
ー
ル
・
セ
ー
ガ
ン
の
一
般
向

け
の
科
学
教
養
番
組
『
コ
ス
モ
ス
』
は
、
こ
う
し
た
科
学
者
の
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
観
を
よ
く
伝
え
て
く
れ
る（

37
）。

セ
ー
ガ
ン
は
、
こ
の
番
組
の

な
か
で
し
ば
し
ば
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
自
然
科
学
の
驚
異
的
な
高

水
準
に
触
れ
た
が
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
そ
の
歴
史
の
最
後
に
位
置
す

る
科
学
者
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
彼
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
と

そ
の
図
書
館
の
偉
大
さ
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
偉
大
な
発
見
が
奴
隷

制
度
な
ど
の
社
会
矛
盾
の
改
善
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た

め
に
、「
神
秘
主
義
へ
の
降
伏
」
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
つ
い

に
暴
徒
が
図
書
館
に
焼
き
打
ち
を
か
け
る
日
が
や
っ
て
き
た
」
と
考
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え
た
。
そ
し
て
―

こ
の
図
書
館
で
最
後
ま
で
働
い
て
い
た
科
学
者
は
、
数
学
者
で

あ
り
、
天
文
学
者
で
あ
り
、
物
理
学
者
で
あ
り
、
新
プ
ラ
ト
ン

派
哲
学
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代

の
ど
の
科
学
者
よ
り
も
幅
広
い
業
績
を
残
し
た
。
こ
の
人
は
、

ヒ
パ
チ
ア
と
い
う
名
の
女
性
で
あ
っ
た（

38
）。

　

セ
ー
ガ
ン
は
、
三
九
一
年
と
さ
れ
る
図
書
館
襲
撃
と
四
一
五
年
と

推
定
さ
れ
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
襲
撃
事
件
を
混
同
し
て
い
る
。
ま
た
、

奴
隷
制
度
へ
の
知
識
人
の
無
関
心
に
古
代
科
学
没
落
の
原
因
を
読
み

取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
ロ
ス
ト
フ
ツ
ェ
フ
な
ど
に
よ
っ
て
確
立
さ

れ
た
、
古
代
社
会
没
落
に
関
す
る
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
通
説
的
な

議
論
を
反
映
さ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
偉
大
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
知
識
は
図
書
館
か
ら
出
て
人
々
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ

の
破
滅
は
歴
史
的
必
然
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
は
、
後
述
す
る
映
画

『
ア
ゴ
ラ
』
に
強
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
直
接

的
な
原
因
と
し
て
は
セ
ー
ガ
ン
も
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に

対
す
る
憎
悪
を
挙
げ
る
。

キ
ュ
リ
ロ
ス
は
ヒ
パ
チ
ア
を
ひ
ど
く
き
ら
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

彼
女
は
ロ
ー
マ
の
知
事
と
親
し
く
し
て
い
た
し
、
学
問
と
科
学

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
昔
の
教
会
は
、
学
問
と

科
学
と
を
、
異
教
徒
の
す
る
こ
と
と
み
な
し
て
い
た（

39
）。

　

こ
う
し
て
、
彼
女
は
仕
事
に
向
か
う
途
中
、「
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
教

区
民
で
あ
る
狂
信
的
な
暴
徒（

40
）」

に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

近
年
に
な
る
と
、
科
学
史
で
も
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ア
ー

リ
ク
が
、
そ
の
著
書
『
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
遺
産
―
科
学
の
な
か
の
女

性
史
：
古
代
か
ら
一
九
世
紀
を
通
じ
て（

41
）』

で
、彼
女
を
「
マ
リ
ー
・
キ
ュ

リ
ー
が
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
の
す
べ
て
の
女
性
科
学
者
の
な
か
で
も
っ

と
も
有
名
な
女
性
」
で
、「
数
学
と
天
文
学
の
歴
史
に
登
場
す
る
ほ

と
ん
ど
唯
一
の
女
性
」
と
賞
賛
し
て
い
る（

42
）。

そ
し
て
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ

ア
が
作
成
し
た
と
さ
れ
る
ア
ス
ト
ロ
ラ
ー
ベ
な
ど
を
中
心
に
、
科
学

者
と
し
て
の
彼
女
の
業
績
に
筆
を
割
く
。ア
ー
リ
ク
の
場
合
も
、ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
虐
殺
の
原
因
は
「
熱
狂
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
多
く
は
数

学
と
科
学
を
異
教
で
あ
り
、
邪
悪
で
あ
る
と
き
め
つ
け
て
い
た（

43
）」

か

ら
と
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
記
述
を
引
用
し
つ
つ
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
に
示

唆
さ
れ
た
狂
信
的
な
「
パ
ラ
ボ
ラ
ニ（

44
）」

修
道
士
た
ち
に
よ
っ
て
殺
害
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さ
れ
た
と
す
る
。

　

科
学
者
に
し
て
狂
信
の
犠
牲
と
な
っ
た
殉
教
者
と
い
う
位
置
づ
け

は
さ
ら
に
最
近
ま
で
続
く
。
マ
イ
ケ
ル
・
デ
ィ
ー
キ
ン
は
一
九
九
五

年
の
著
書
、『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
―
数
学
者
に

し
て
殉
教
者
』
の
冒
頭
こ
う
切
り
出
す
。

　

想
像
し
て
み
よ
う
。
世
界
で
一
番
偉
大
な
数
学
者
が
女
性
で

あ
っ
た
時
代
を
。
し
か
も
そ
の
女
性
が
肉
体
的
に
も
美
し
く
、

同
時
に
世
界
の
指
導
的
天
文
学
者
で
あ
っ
た
、そ
ん
な
時
代
を
。

　

想
像
し
て
み
よ
う
。
そ
ん
な
彼
女
が
今
日
の
ア
ヨ
デ
ィ
ー
ヤ（

45
）、

ア
ム
リ
ト
サ
ル（

46
）、

あ
る
い
は
バ
グ
ダ
ッ
ド
か
ベ
イ
ル
ー
ト
で
人

生
を
送
り
、
研
究
上
の
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
。

　

想
像
し
て
み
よ
う
。
そ
ん
な
女
性
数
学
者
が
名
声
を
博
し
た

の
が
、
単
に
彼
女
の
専
門
分
野
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
民
衆
に

支
持
さ
れ
る
哲
学
者
や
宗
教
思
想
家
と
し
て
も
で
あ
っ
た
こ
と

を
。

　

想
像
し
て
み
よ
う
。
彼
女
は
処
女
殉
教
者
だ
っ
た
が
、
キ
リ

ス
ト
教
の
信
仰
の
故
に
殺
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
一
人
で
は
な
か
っ
た
が
故
に
殺
害
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
。

　

そ
し
て
、想
像
し
て
み
よ
う
。
彼
女
の
死
へ
の
有
罪
宣
告
が
、

キ
リ
ス
ト
教
で
最
も
名
誉
あ
る
、
重
要
な
聖
人
の
戸
口
で
広
く

さ
さ
や
か
れ
た
こ
と
を（

47
）。

　
「
世
界
で
一
番
偉
大
な
数
学
者
」
で
「
指
導
的
天
文
学
者
」
が
「
肉

体
的
に
も
美
し
い
」
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
キ
ン
グ
ズ
リ
の

「
ア
テ
ネ
女
神
」
や
ル
コ
ン
ト
・
ド
ゥ
・
リ
ル
の
「
プ
ラ
ト
ン
の
精

神
と
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
身
体
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
ま
た
、
名
指
し

さ
れ
な
い
が
、
は
っ
き
り
そ
れ
と
わ
か
る
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
列
聖
へ
の

批
判
も
ト
ー
ラ
ン
ド
以
来
の
も
の
で
、「
異
教
の
殉
教
者
」
と
し
て

の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
像
を
継
承
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
古
代
の
宗
教
と

科
学
の
対
立
（
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
、
だ
が
）
を
現
代
の
原
理
主

義
者
の
宗
教
的
暴
力
と
同
一
視
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
古

代
世
界
へ
の
理
解
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現
代
の
世
界
を
理
解
す
る

上
で
も
大
き
な
誤
解
を
生
み
か
ね
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
デ
ィ
ー
キ
ン
自
身
の
本
文
の
叙
述
は
扇
情
的
で
は
な

い
。
彼
の
著
書
は
衝
撃
的
な
最
期
ば
か
り
が
有
名
な
わ
り
に
、
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
が
じ
っ
さ
い
に
何
を
成
し
遂
げ
た
の
か
十
分
検
証
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
科
学
史
的
観
点
か
ら
史
料
を
網
羅
的
に
整

理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
こ
の
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デ
ィ
ー
キ
ン
を
は
じ
め
、
理
系
研
究
者
の
手
に
な
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア

関
連
の
サ
イ
ト
が
い
く
つ
も
散
見
で
き
、
史
料
を
入
手
す
る
こ
と
が

で
き
る（

48
）。

　

啓
蒙
主
義
、
科
学
史
の
な
か
で
培
わ
れ
た
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
イ

メ
ー
ジ
―
狂
信
の
犠
牲
と
な
っ
た
最
初
の
女
性
科
学
者
、
も
し
く
は

古
代
最
後
の
理
性
―
は
、
一
般
に
も
定
着
す
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
育
ち
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
デ
レ
ク
・
フ
ラ
ワ
ー
の
『
知
識
の
灯

台
―
古
代
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
図
書
館
の
物
語
』
の
終
幕
近
い
第
三

〇
章
は
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
の
最
後
を
飾
る
悲
運
の
思
想
家

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
」
と
題
さ
れ
、彼
女
は
「
当
代
を
代
表
す
る
哲
学
者
、

一
流
の
数
学
者
・
天
文
学
者
、
古
代
世
界
に
お
け
る
最
も
偉
大
な
女

性
知
識
人（

49
）」

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
「
キ
ュ
リ
ロ
ス
は
教
会

の
最
初
の
異
端
審
問
官
と
思
い
た
く
な
る
」
と
述
べ
、
キ
ュ
リ
ロ
ス

が
「
何
と
も
無
残
で
惨
た
ら
し
い
殺
害
を
示
唆
し
た
張
本
人
で
あ
っ

た
」
こ
と
は
「
記
憶
に
く
っ
き
り
と
刻
み
こ
ん
で
お
く
べ
き（

50
）」

と
明

記
し
て
い
る
。

ｃ
）
映
画
『
ア
ゴ
ラ
』
と
啓
蒙
主
義

　

啓
蒙
主
義
と
科
学
史
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
以
上
で
す
で
に
十
分

過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
が
、
最
後
に
も
う
一
点
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
は
二
〇
〇
九
年
公
開
の
映
画
『
ア
ゴ

ラ
』
で
あ
る（

51
）。

恋
愛
映
画
の
巨
匠
と
言
わ
れ
る
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
・
ア

メ
ナ
ー
バ
ル
監
督
、
知
的
な
女
性
主
人
公
が
は
ま
り
役
の
レ
イ
チ
ェ

ル
・
ワ
イ
ズ
主
演
の
本
作
は
、
こ
れ
ま
で
三
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
築

か
れ
て
き
た
啓
蒙
主
義
と
科
学
史
上
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
像
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
美
し
く
、
叙
情
的
に
描
写
す
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

ア
メ
ナ
ー
バ
ル
監
督
に
と
り
わ
け
影
響
を
与
え
た
の
は
上
述
カ
ー

ル
・
セ
ー
ガ
ン
の
『
コ
ス
モ
ス
』
で
、
宇
宙
か
ら
見
た
地
球
の
映
像

が
随
所
で
登
場
す
る（

52
）。

さ
ら
に
、
当
時
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
社

会
理
解
も
『
コ
ス
モ
ス
』
の
と
お
り
で
あ
る
。
キ
ュ
リ
ロ
ス
率
い
る

黒
衣
の
修
道
兵
士
パ
ラ
ボ
ラ
ニ
は
狂
信
の
徒
と
し
て
描
か
れ
る
が
、

彼
ら
は
パ
ン
の
配
給
な
ど
の
慈
善
事
業
で
貧
民
や
奴
隷
の
心
を
つ
か

む
こ
と
に
成
功
す
る
。
一
方
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
や
父
テ
オ
ン
等
図
書

館
の
「
異
」
教
知
識
人
は
理
性
的
で
は
あ
る
が
、
奴
隷
制
度
の
矛
盾

に
は
気
が
つ
か
な
い
。

　

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
セ
ラ
ペ
イ
オ
ン
襲
撃
事

件
で
非
戦
・
中
立
の
立
場
を
貫
く
が
、
そ
の
彼
女
も
奴
隷
制
に
つ
い

て
は
考
え
が
及
ば
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
暴
徒
が
図
書
館
に
な
だ

れ
込
も
う
と
す
る
騒
然
と
し
た
雰
囲
気
の
中
、
彼
女
は
自
分
を
慕
う
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奴
隷
デ
イ
ヴ
ォ
ス（

53
）を

「Idiot

（
愚
か
者
）」
と
罵
っ
て
し
ま
う
。
傷

つ
い
た
デ
イ
ヴ
ォ
ス
は
パ
ラ
ボ
ラ
ニ
の
一
団
に
加
わ
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
ま
で
が
第
一
部
で
、
冒
頭
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
大
理
石
の
教
室
で

オ
レ
ス
テ
ス
や
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
ら
学
生
た
ち
に
天
体
の
運
行
に
つ
い

て
講
義
す
る
。
こ
の
二
人
の
エ
リ
ー
ト
学
生
も
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
慕

い
、
映
画
後
半
で
彼
女
を
守
ろ
う
と
す
る
。

　

第
二
部
は
数
年
後
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
舞
台
を
移
す
。
図
書

館
の
教
室
で
彼
女
が
教
え
て
い
た
学
生
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
出
世
し
、

オ
レ
ス
テ
ス
は
総
督
に
、
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
は
キ
ュ
レ
ネ
主
教
に
な
っ

て
い
た
。
図
書
館
襲
撃
後
も
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
細
々
と
研
究
を
継
続

し
て
い
た
が
、
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
に
代
わ
っ
て
主
教
と
な
っ
た
キ
ュ
リ

ロ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
が
こ
の
平
穏
な
生
活
を
終
わ
ら
せ
る
。

　

惨
状
を
見
か
ね
た
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
市
参
事
会
に
乗
り
込
み
、
オ

レ
ス
テ
ス
に
キ
ュ
リ
ロ
ス
逮
捕
を
懇
請
す
る
。
キ
ュ
リ
ロ
ス
は
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
を
魔
女
と
非
難
し
、
教
会
で
女
性
に
従
順
さ
と
男
性
へ
の

服
従
を
強
い
る
新
約
聖
書
の
一
節（

54
）を

読
み
上
げ
、
こ
れ
を
オ
レ
ス
テ

ス
の
頭
上
に
掲
げ
て
ひ
れ
伏
す
よ
う
に
促
し
た
が
オ
レ
ス
テ
ス
は
拒

否
。
パ
ラ
ボ
ラ
ニ
の
投
石
で
オ
レ
ス
テ
ス
は
傷
つ
い
て
し
ま
う
。
街

に
や
っ
て
き
た
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
は
参
事
会
員
全
員
の
洗
礼
に
よ
っ
て

反
キ
ュ
リ
ロ
ス
派
を
ま
と
め
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
も
改
宗
さ
せ
よ
う
と

す
る
が
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
こ
れ
を
拒
絶
。
総
督
邸
を
出
た
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
は
パ
ラ
ボ
ラ
ニ
に
捕
え
ら
れ
た
が
、
駆
け
付
け
た
元
奴
隷
の

デ
イ
ヴ
ォ
ス
が
彼
女
の
番
を
す
る
ふ
り
を
し
て
、
残
虐
な
処
刑
の
前

に
窒
息
死
さ
せ
る
。
図
書
館
の
天
井
か
ら
見
え
る
青
空
と
扇
情
的
な

回
想
シ
ー
ン
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
。

　

こ
の
映
画
で
は
サ
イ
ド
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア

の
「
地
動
説
発
見
」
が
語
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
包
囲
さ
れ
た

図
書
館
で
、
夜
に
星
を
見
つ
め
て
宇
宙
に
つ
い
て
人
々
が
談
義
す
る

な
か
、
彼
女
は
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
地
動
説
に
関
心
を
寄
せ
る
。
そ

の
後
船
上
で
慣
性
の
法
則
を
実
験
で
証
明
。
惑
星
の
運
動
を
正
確
に

再
現
で
き
な
い
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
計
算
上
の
弱
み
を
、
彼
女
の
得

意
と
す
る
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
の
円
錐
理
論
の
応
用
に
よ
り
克
服
、
ケ
プ

ラ
ー
に
千
年
以
上
先
だ
っ
て
、
惑
星
が
楕
円
軌
道
を
描
く
地
動
説
を

確
立
し
た
が
、
そ
の
日
に
捕
え
ら
れ
、
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

美
し
い
画
面
構
成
と
手
慣
れ
た
物
語
展
開
は
観
客
を
飽
き
さ
せ

ず
、
ま
た
監
督
自
身
の
育
っ
た
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
背
景
を

考
え
る
と
、
勇
気
あ
る
一
石
を
投
じ
た
作
品
と
言
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
最
初
こ
の
映
画
を
英
国
で
観
た
筆
者
は
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
系
市
民
で
な
く
、
中
東
系
、
と
く
に
コ
プ
ト
系
市
民
な
ど

が
こ
れ
を
観
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
の
か
心
配
に
な
っ
て
し
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ま
っ
た
。

　

科
学
と
迷
信
、
合
理
主
義
と
非
合
理
、
上
層
階
級
と
下
層
階
級
、

ギ
リ
シ
ア
系
の
白
人
支
配
層
と
浅
黒
い
肌
の
オ
リ
エ
ン
ト
系
現
地
下

層
住
民
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
そ
し
て
「
異
」
教
徒
と
キ

リ
ス
ト
教
徒
。啓
蒙
主
義
三
百
年
間
に
形
作
ら
れ
て
き
た
二
元
論
が
、

こ
の
映
画
で
は
誰
も
が
誤
解
し
よ
う
の
な
い
、
意
図
的
に
単
純
化
さ

れ
た
映
像
で
示
さ
れ
る（

55
）。「

白
黒
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
が
、こ
の
映
画
で
は
文
字
通
り
衣
服
で
白
黒
が
分
か
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
古
代
の
知
性
を
象
徴
す
る
「
異
」
教
徒
が
白
服
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
が
黒
服
で
あ
る
。し
か
し
、キ
リ
ス
ト
教
徒
で
も
弟
子
シ
ュ

ネ
シ
オ
ス
は
な
ぜ
か
中
世
西
欧
の
高
位
聖
職
者
の
よ
う
な
白
の
法
衣

で
、
黒
の
法
衣
の
キ
ュ
リ
ロ
ス
と
向
か
い
合
う
。

　

シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
も
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
も
肌
は
白
く
、
教
養
層
の
標
準

的
イ
ギ
リ
ス
英
語
で
話
す
。
一
方
、
敵
役
の
キ
ュ
リ
ロ
ス
は
ま
る
で

タ
リ
バ
ン
司
令
官
を
思
わ
せ
る
中
東
系
の
顔
立
ち
の
俳
優
が
演
じ
、

そ
の
配
下
の
パ
ラ
ボ
ラ
ニ
た
ち
は
、
筆
者
で
も
そ
れ
と
わ
か
る
強
い

な
ま
り
の
あ
る
英
語
で
話
す
。
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
が
惑
星
の
楕
円
軌
道

に
思
い
至
る
抒
情
あ
ふ
れ
る
画
面
が
突
如
切
り
替
わ
る
と
、
海
辺
で

パ
ラ
ボ
ラ
ニ
た
ち
が
虐
殺
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
を
焼
い
て
い
る
。
そ

し
て
、
な
ま
り
の
あ
る
英
語
で
、「
地
球
が
丸
い
ん
な
ら
、
ど
う
し

て
下
の
ヤ
ツ
は
落
っ
こ
ち
ね
え
ん
だ
、
考
え
て
も
見
ろ
」
な
ど
と
愚

劣
極
ま
り
な
い
議
論
を
続
け
る
の
で
あ
る
。

第
二
章　

啓
蒙
主
義
の
問
題
点
と
事
実
関
係
の
確
認

　

以
上
、
い
さ
さ
か
長
き
に
わ
た
っ
て
啓
蒙
主
義
の
到
来
以
降
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
が
伝
説
化
し
て
い
く
過
程
を
た
ど
っ
て
き
た
。
そ
の
問
題

点
を
一
瞥
し
つ
つ
、
事
実
関
係
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

啓
蒙
主
義
に
お
け
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
伝
説
化
は
、
一
種
の
毒
消

し
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
は

歴
史
の
勝
者
で
あ
り
、
そ
の
一
方
的
な
歴
史
像
は
糺
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
反
証
の
た
め
の
誇
張
は
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
し
、
よ
り
根
本
的
に
啓
蒙
主
義
以
降
の
科
学
思
想
も
ま
た
、
キ

リ
ス
ト
教
と
同
様
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
こ
と
は
自
覚
さ
れ
て
よ

い
。

　

た
と
え
ば
、
な
ぜ
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
金
髪
の
白
人
女
性
に
描
か
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
著
作
権
上
の
問
題
を
考
慮
し
て
写
真
・

図
版
掲
載
は
控
え
て
い
る
が
、
挿
絵
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
確
認

し
う
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
姿
は
西
欧
近
代
社
会
で
理
想
と
さ
れ
る
白

く
、
美
し
く
、
若
い
金
髪
の
女
性
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ュ
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リ
ロ
ス
や
彼
女
を
襲
撃
す
る
男
は
浅
黒
い
肌
で
髭
を
生
や
し
、
む
さ

く
る
し
い
身
な
り
の
中
東
系
の
有
色
人
種
に
描
か
れ
る（

56
）。

　

し
か
し
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
史
料
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
に
生
ま
れ
育
ち
、
そ
こ
で
息
絶
え
た
人
物
で
あ
る
。
ギ
リ

シ
ア
系
住
民
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の

征
服
後
数
百
年
を
経
過
し
て
お
り
、
エ
ジ
プ
ト
の
現
地
住
民
と
の
差

異
が
目
立
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

ま
た
、
宗
教
上
の
対
立
を
階
級
対
立
に
結
び
つ
け
る
視
点
も
現
在

で
は
時
代
遅
れ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
映
画
『
ア
ゴ
ラ
』
で
は
下
層

住
民
が
大
半
を
占
め
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
側
が
圧
倒
的
な
数
で
図
書
館

を
包
囲
す
る
。
そ
の
情
景
は
全
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
市
民
蜂
起
と

言
っ
て
よ
い
規
模
に
描
か
れ
、
こ
の
場
面
を
ア
メ
ナ
ー
バ
ル
監
督
は

「
社
会
革
命
」
と
き
っ
ぱ
り
明
言
す
る（

57
）。

こ
れ
は
上
述
セ
ー
ガ
ン
の

『
コ
ス
モ
ス
』
に
依
拠
し
、
さ
ら
に
セ
ー
ガ
ン
は
ロ
ス
ト
フ
ツ
ェ
フ

な
ど
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
大
家
の
通
説
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
結

果
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
貧
困
階
層
に
よ
る
上
層
市
民
へ
の
社

会
革
命
的
な
階
級
闘
争
が
行
わ
れ
た
と
い
う
説
は
史
料
的
裏
付
け
を

欠
き
、
こ
れ
を
支
持
す
る
研
究
者
は
現
在
皆
無
で
あ
る（

58
）。

　

貧
困
階
層
は
キ
リ
ス
ト
教
、
支
配
階
層
で
あ
る
知
的
エ
リ
ー
ト
が

「
異
」
教
と
い
う
の
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す
る
と
言
い
つ
つ
、

実
は
そ
の
勝
利
を
歴
史
的
必
然
と
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
と
同
じ

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
番
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
で
は

一
見
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
賞
賛
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
「
無
辜
の
犠

牲
者
」
と
い
う
以
上
の
評
価
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

小
説
『
ハ
イ
ペ
シ
ア
』
で
も
映
画
『
ア
ゴ
ラ
』
で
も
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ

ア
の
学
問
は
同
時
代
に
着
地
点
を
持
た
な
い
。
映
画
で
は
オ
レ
ス
テ

ス
に
地
球
が
動
い
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
暴
力
や
死
に
満
ち
た
こ

の
世
界
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
諭
さ
れ
、
こ
れ
に
反
論
で

き
な
い（

59
）。

小
説
で
は
悩
み
苦
し
ん
だ
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
な
ん
と
キ
リ

ス
ト
教
に
接
近
し
て
い
く
。
ト
ー
ラ
ン
ド
も
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
も
、

ギ
ボ
ン
も
、
セ
ー
ガ
ン
も
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
野
心
の
犠
牲
者
、
古
典

文
明
消
滅
の
象
徴
と
い
う
以
上
の
評
価
を
何
も
与
え
て
い
な
い
。
彼

女
の
知
性
は
素
晴
ら
し
く
と
も
、
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
根
な
し
草
で
、

滅
び
に
運
命
づ
け
ら
れ
た
あ
だ
花
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

セ
ラ
ペ
イ
オ
ン
襲
撃
事
件
に
関
し
て
言
え
ば
、
現
在
確
認
で
き
る

の
は
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
の
キ
リ
ス
ト
教
国
教
化
政
策
に
便
乗
し

て
、
総
主
教
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
が
配
下
の
修
道
士
た
ち
を
用
い
て
攻
撃

を
行
な
い
、
こ
れ
に
対
し
て
オ
リ
ュ
ン
ピ
オ
ス
ら
を
指
導
者
と
す
る

「
異
」
教
側
が
図
書
館
に
立
て
籠
っ
て
防
戦
に
努
め
た
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
中
立
を
保
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
こ
の

間
の
騒
ぎ
に
は
史
料
的
に
登
場
し
な
い
。
オ
リ
ュ
ン
ピ
オ
ス
は
キ
リ

キ
ア
出
身
で
、
セ
ラ
ピ
ス
神
殿
で
奉
仕
す
る
た
め
に
移
住
し
て
き
た

と
言
わ
れ（

60
）、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
育
ち
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
や
テ
オ
ン

と
は
距
離
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
側
も
、
す
べ
て

の
信
徒
が
襲
撃
に
共
感
し
て
包
囲
攻
撃
に
馳
せ
参
じ
て
い
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。

　

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
戻
る
と
、
彼
女
は
自
分
の
側
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

サ
イ
ド
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
も

そ
も
迫
害
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
の

は
、
彼
女
の
活
動
は
む
し
ろ
セ
ラ
ピ
ス
神
殿
破
壊
後
の
三
九
〇
年
代

か
ら
最
盛
期
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

61
）。

シ
ュ
ネ
シ
オ
ス

ら
が
学
ん
だ
の
も
こ
の
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。
映
画
で
は
襲
撃
前
の

図
書
館
内
で
の
講
義
が
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
教
授
活
動
の
最
盛
期
で
、

そ
の
後
は
細
々
と
私
邸
で
活
動
を
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
っ
た

が
、
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
に

よ
れ
ば
、
彼
女
は
街
角
で
公
然
と
人
々
を
教
え
て
い
た
。
そ
し
て
、

オ
レ
ス
テ
ス
を
含
む
街
の
高
官
、
有
力
者
た
ち
が
詰
め
掛
け
る
情
景

が
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
嫉
妬
を
招
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
四
一
五

年
と
推
定
さ
れ
る（

62
）。

そ
れ
に
先
立
つ
年
月
が
彼
女
の
教
授
活
動
の
最

盛
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
と
く
に
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
主
教
時
代
に
は

な
ん
の
妨
害
も
受
け
る
こ
と
な
く
、彼
女
は「
異
」教
徒
だ
け
で
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
学
生
も
集
め
て
講
義
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
研
究

者
の
な
か
に
は
、
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
は
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
尊
敬
し
て
い

た
と
考
え
る
者
も
あ
る（

63
）。

　

そ
も
そ
も
、
当
時
の
高
等
教
育
に
お
い
て
、「
異
」
教
を
完
全
排

除
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
。
最
大
の
東
方
教
父
と
言
わ
れ
る

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
師
は
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
リ
バ

ニ
オ
ス
で
あ
る
し
、
カ
パ
ド
キ
ア
の
三
つ
星
と
言
わ
れ
る
大
バ
シ
レ

イ
オ
ス
、
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
、
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ

リ
オ
ス
も
「
異
」
教
哲
学
者
に
学
ん
だ
。
西
方
で
も
、
ち
ょ
う
ど
同

じ
こ
ろ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
人
生
を
送
っ
て
い
た
が
、
彼
の
思

想
を
紡
ぐ
ラ
テ
ン
語
教
養
は
、
カ
ル
タ
ゴ
と
ロ
ー
マ
の
「
異
」
教
的

な
伝
統
学
芸
で
あ
っ
た
。

　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
状
況
を
推
測
し
て
み
る
と
、
セ
ラ
ペ
イ
オ

ン
襲
撃
事
件
で
オ
リ
ュ
ン
ピ
オ
ス
ら
多
く
の
外
部
か
ら
来
た
知
識
人

が
逃
げ
出
し
て
し
ま
い
、
事
件
で
中
立
で
あ
っ
た
在
地
教
養
層
の
比

重
が
大
き
く
な
っ
た（

64
）。

そ
の
な
か
で
傑
出
し
て
い
た
の
が
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
九
〇
年
代
か
ら
四
〇
〇
年
代
初
頭
に

か
け
て
、
彼
女
は
決
し
て
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
、
滅
び
に
向
か
う
軟
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禁
、
幽
閉
状
態
の
な
か
に
生
き
て
い
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
個
人

的
に
は
上
向
き
な
、
し
だ
い
に
多
方
面
か
ら
信
頼
を
集
め
て
い
く
、

人
生
の
充
実
期
を
迎
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
問
題
が
キ
リ
ス
ト
教
対
「
異
」
教
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
何
が
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
襲
撃
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
以
降
、
マ
リ
ア
・
ジ
ェ
ル
ス
カ
や
ワ
ッ
ツ
な

ど
が
異
口
同
音
に
指
摘
す
る
の
は
、
問
題
は
宗
教
的
な
も
の
と
い
う

よ
り
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
き
っ
か
け
は

四
一
二
年
の
総
主
教
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
の
死
と
そ
の
後
継
者
選
出
問
題

で
あ
る
。

　

テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
死
去
後
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
は
決
し
て
満
を
持
し
て
選

出
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
大
主
教
の
テ
モ
テ
ィ
オ
ス
と
い
う
有

力
候
補
が
お
り
、
ノ
ヴ
ァ
テ
ィ
ア
ノ
ス
派
が
支
持
す
る
ほ
か
、
エ
ジ

プ
ト
軍
事
長
官
（com

es rei m
ilitaris per A

egyptum
）
の
ア
ブ

ン
ダ
ン
テ
ィ
オ
ス
も
彼
を
支
持
し
て
い
た（

65
）。

ニ
ト
リ
ア
の
砂
漠
の
修

道
士
な
ど
を
味
方
に
つ
け
、
三
日
に
お
よ
ぶ
ス
ト
リ
ー
ト
・
フ
ァ
イ

ト
で
こ
れ
を
制
し
た
キ
ュ
リ
ロ
ス
は（

66
）、

続
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
集
団
と
こ

と
を
構
え
る
。
こ
の
背
景
に
も
彼
ら
が
テ
モ
テ
ィ
オ
ス
を
支
持
し
た

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

67
）。

こ
の
迫
害
が
教
会
の
権
限
を
越
え
た

行
政
権
へ
の
侵
害
、
越
権
行
為
と
し
て
オ
レ
ス
テ
ス
に
受
け
取
ら
れ

た
こ
と
か
ら
オ
レ
ス
テ
ス
と
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
対
立
が
深
ま
り
、
オ
レ

ス
テ
ス
側
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
が
浮
か
び
あ
が
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。

　

オ
レ
ス
テ
ス
は
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
越
権
行
為
と
暴
力
沙
汰
に
つ
い
て

皇
帝
に
報
告
す
る
。
慌
て
た
キ
ュ
リ
ロ
ス
は
オ
レ
ス
テ
ス
に
和
解
を

求
め
る
が
、
オ
レ
ス
テ
ス
は
こ
れ
を
拒
否（

68
）。

キ
ュ
リ
ロ
ス
に
従
う
ニ

ト
リ
ア
の
砂
漠
の
修
道
士
の
一
団
が
オ
レ
ス
テ
ス
を
襲
撃
し
て
、
投

石
に
よ
り
彼
は
傷
つ
い
て
し
ま
う
。
映
画
で
も
再
現
さ
れ
た
シ
ー
ン

だ
が
、
映
画
で
は
こ
の
と
き
軍
隊
以
外
に
総
督
を
守
る
者
は
な
い
。

し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
と
、
護
衛
兵
は
逃
げ
去
り
、
代
わ
っ

て
駆
け
付
け
た
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
市
民
た
ち
」
に
よ
っ
て
総

督
は
救
助
さ
れ
。
修
道
士
の
一
群
は
砂
漠
へ
逃
げ
去
っ
た（

69
）。

ジ
ェ
ル

ス
カ
も
指
摘
す
る
よ
う
に 

、
こ
の
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
市
民

た
ち
」
は
、「
異
」
教
徒
だ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
が
キ
ュ
リ
ロ
ス
一
党
の
疑
惑
の
対
象
と
な
っ
て
浮

上
す
る
の
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
。
オ
レ
ス
テ
ス
が
た
び
た

び
彼
女
に
相
談
に
行
く
こ
と
か
ら
疑
惑
を
招
い
た
の
で
あ
る
が
、
オ

レ
ス
テ
ス
に
限
ら
ず
、
後
述
の
よ
う
に
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
弟
子
に
は

高
級
官
僚
や
軍
事
司
令
官
に
出
世
し
た
者
も
多
く
、
そ
れ
も
ア
レ
ク

サ
ン
ド
リ
ア
を
越
え
て
活
躍
し
て
お
り
、
主
教
位
を
十
分
に
掌
握
し
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き
っ
て
い
な
い
キ
ュ
リ
ロ
ス
に
は
極
め
て
危
険
な
存
在
と
映
っ
た
に

違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ま
だ
盤
石
で
な
い
権
力
基
盤
で
出
発
し
た
キ
ュ
リ
ロ
ス

が
、
配
下
の
修
道
士
や
パ
ラ
ボ
ラ
ニ
な
ど
を
用
い
た
強
硬
路
線
で
正

面
突
破
を
図
る
な
か
で
、
次
々
に
派
生
し
た
事
件
の
ひ
と
つ
と
し
て

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
虐
殺
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

71
）。

ワ
ッ

ツ
、
ジ
ェ
ル
ス
カ
も
こ
の
事
件
に
対
す
る
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
責
任
に
つ

い
て
は
疑
い
を
持
っ
て
い
な
い
。
彼
が
直
接
命
じ
た
と
い
う
証
言
は

史
料
か
ら
得
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
配
下
の
パ
ラ
ボ
ラ
ニ
や
朗
読
者

ペ
ト
ロ
ス
が
だ
れ
の
た
め
に
動
い
た
か
を
考
え
る
と
、
そ
の
責
任
は

免
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
を
古
代
的
知
性
の
終
焉
や
、
野
蛮

な
迷
信
の
合
理
主
義
的
理
性
へ
の
勝
利
の
瞬
間
と
し
て
位
置
づ
け
る

啓
蒙
主
義
以
来
の
伝
統
に
関
し
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
大
き
い
こ
と

が
了
解
さ
れ
よ
う
。

　

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
北
西
欧
系
の
顔
立
ち
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ

ず
、
地
動
説
も
お
そ
ら
く
は
発
見
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中

東
系
の
彫
り
の
深
い
顔
立
ち
で
人
を
魅
了
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
し
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
代
数
学
や
天
文
学
、
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
の

円
錐
な
ど
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
う
え
、
哲
学
も
講
釈
で
き
た
。
そ

し
て
、
そ
の
学
問
は
決
し
て
根
な
し
草
で
は
な
か
っ
た
。
セ
ラ
ペ
イ

オ
ン
破
壊
以
後
の
三
九
〇
年
代
か
ら
四
〇
〇
年
代
初
頭
に
多
く
の
弟

子
を
集
め
、
市
民
を
相
手
に
堂
々
と
講
演
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
彼
女
の
学
問
は
人
々
に
支
持
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
残
虐
な
そ
の
死
に
よ
っ
て
も
彼
女
の
学
問
の
遺
産
は
完

全
に
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
残
虐
な
死

が
市
民
た
ち
の
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
、
忘
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
た
と
え
、
表
面
上
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
権
力
が
支
配
的
に
な
ろ

う
と
も
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
死
に
対
す
る
記
憶
は
消
滅
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
、
ニ
キ
ウ
の
イ

オ
ア
ン
ネ
ス
ら
に
共
通
し
た
特
徴
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
が
依
拠

し
た
エ
ジ
プ
ト
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
史
料
の
存
在
が
想
定
さ
れ

る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
ア
レ
イ
オ
ス
派
の
著
作
家
フ
ィ
ロ
ス
ト
ル
ギ

オ
ス
の
著
作
や
、
ネ
ス
ト
リ
オ
ス
派
に
伝
わ
る
名
不
詳
の
『
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
の
手
紙
』
が
キ
ュ
リ
ロ
ス
を
批
判
し
、
彼
女
を
自
派
に
引
き

寄
せ
る
主
張
を
展
開
し
て
い
る（

72
）。

彼
ら
の
主
張
に
は
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア

の
事
例
を
持
ち
出
せ
ば
教
敵
キ
ュ
リ
ロ
ス
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
計
算
が
読
み
取
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
計
算
が
成
立
す
る

た
め
に
は
こ
の
事
件
が
人
々
に
記
憶
さ
れ
、
な
お
か
つ
そ
の
記
憶
が

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
同
情
的
で
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
に
は
弱
み
と
な
る
形
で

人
々
に
浸
透
し
て
い
る
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
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そ
れ
か
ら
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
自
身
の
学
問
の
成
果
が
何
も
残
っ
て

い
な
い
と
い
う
通
説
に
も
反
論
が
あ
る
。
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
『
ア

ル
マ
ゲ
ス
ト
』
第
三
巻
の
注
釈
で
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
父
テ
オ
ン
を
手

伝
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
年
齢
や
男
女
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
に
よ
る
差

別
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
そ
の
仕
事
は
テ
オ
ン
を
名
代
に
、
じ
っ

さ
い
に
は
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
が
行
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

あ
る（

73
）。

も
し
そ
う
な
ら
、
我
々
は
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
自
身
の
手
に
な
る

学
問
的
業
績
を
現
在
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
全
面
的
喪
失

を
嘆
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
学
芸
に
秀
で
た
彼
女
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
啓
蒙
主
義
以
前

の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
を
含
む
中
東
、
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
に
受
け
継
が

れ
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
で
は
賢
い
女
性
の
こ
と
は
「
第
二
の
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
」
と
し
て
称
え
ら
れ
た
の
で
あ
る（

74
）。

ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
地

動
説
が
古
代
に
お
い
て
一
度
も
主
流
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
も

銘
記
し
て
お
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
映
画
の
よ
う
な
「
地
動
説
発

見
」
は
極
端
で
あ
る
と
し
て
も
、
古
典
古
代
の
高
度
な
科
学
と
砂
漠

の
修
道
士
の
無
知
は
常
に
対
照
的
に
描
か
れ
て
き
た
。し
か
し
、ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
や
そ
の
父
テ
オ
ン
の
学
ん
だ
天
文
学
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス

の
そ
れ
で
あ
り
、
彼
ら
が
そ
れ
を
越
え
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
そ

し
て
、
中
世
を
通
じ
て
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
地
理
、
天
文
学
は
尊
重

さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
学
問
上
の
断
絶
を
過
度
に
言
い
つ
の
る
の

は
禁
物
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
古
代
の
学
芸
の
消
滅
と
い
う
が
、
西
欧
カ
ト
リ
ッ
ク

世
界
に
古
典
学
芸
が
十
分
に
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
中
東
エ

ジ
プ
ト
で
の
古
典
学
芸
の
終
末
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
地
理
的
に
も

時
代
的
に
も
無
理
が
あ
る
。
も
と
も
と
ほ
と
ん
ど
つ
な
が
り
の
な
い

地
域
と
時
代
に
連
続
性
を
求
め
、
そ
の
不
在
を
嘆
い
て
い
る
だ
け
に

見
え
る
。「
暗
黒
時
代
」
を
い
う
の
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
く
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
あ
る
同
じ
エ
ジ
プ
ト
で
そ
の
後
ど
の
よ
う
な

中
世
の
学
芸
上
の
暗
黒
時
代
が
到
来
し
た
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
思
考
さ
れ
な
い
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
か

ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
な
く
、
ビ
ザ
ン
ツ
や
イ
ス
ラ
ー
ム
に
連
続

的
に
文
化
の
継
承
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
も
の
の
見
事
に
忘
れ
去
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章　

よ
み
が
え
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
：

　
　
　
　
「
異
」
教
の
女
性
聖
人

　

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
関
す
る
伝
説
の
検
証
と
事
実
の
再
確
認
の
作

業
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
課
題
を
残
す
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
で
基
本
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的
な
部
分
は
指
摘
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
最
後
に
、
彼
女
の
ラ
イ
フ

コ
ー
ス
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
ふ
り
か
え
る
と
と
も
に
、
ジ
ェ
ル
ス
カ

や
ワ
ッ
ツ
も
指
摘
し
て
い
な
い
点
、
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
が

同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
女
性
聖
人
と
相
通
ず
る
社
会
的
背
景
の
な
か

で
そ
の
権
威
を
上
昇
さ
せ
て
い
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た

い
。

　

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
通
説
で
は
三
七
〇
年
生
ま
れ
で
、
四
一
五
年
に

惨
殺
さ
れ
た
。
享
年
四
五
歳
で
あ
る
。
キ
ン
グ
ズ
リ
の
二
五
歳
は
極

端
に
若
す
ぎ
る
と
し
て
も
、
こ
の
通
説
に
も
最
近
の
研
究
者
は
疑
問

を
提
起
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
女
の
弟
子
の
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
が
同
じ

く
三
七
〇
年
前
後
の
生
ま
れ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
の
学
芸
サ
ー
ク
ル
が
三
九
〇
年
代
に
確
立
し
て
い
た
と
な
る

と
彼
女
は
二
十
歳
前
後
で
同
年
代
の
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
ら
を
教
え
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
古
代
の
歴
史
家
に
も
彼
女
の
若
さ
に
疑
問
を
呈
す

る
向
き
は
あ
り
、
六
世
紀
の
マ
ラ
ラ
ス
は
「
老
い
た
女
性
」
と
書
い

て
い
る

（
75
）。

父
テ
オ
ン
の
活
動
時
期
も
早
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、ジ
ェ

ル
ス
カ
な
ど
最
近
の
研
究
者
は
マ
ラ
ラ
ス
に
基
づ
い
て
享
年
六
〇

歳
、
三
五
五
年
ご
ろ
の
生
ま
れ
と
推
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（

76
）。

も
っ
と
も
、
マ
ラ
ラ
ス
の
記
述
は
一
般
に
信
用
が
低
く
、
シ
ュ
ネ
シ

オ
ス
の
年
齢
な
ど
も
完
全
に
確
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

通
説
が
全
く
否
定
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
以

前
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
早
く
生
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

彼
女
は
父
の
薫
陶
を
受
け
つ
つ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ダ
マ
ス
キ
オ
ス

の
記
述
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
や
が
て
父
を
も
凌
駕
す
る
才
能
を
示

し
は
じ
め
る
。
父
が
健
在
の
期
間
中
に
、
し
だ
い
に
父
の
肩
代
わ
り

を
し
な
が
ら
そ
の
学
頭
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
女
性
で
あ

る
点
が
問
題
化
し
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
証
が

必
要
で
あ
る
が
、
四
世
紀
の
ペ
ル
ガ
モ
ン
に
エ
ウ
ナ
ピ
オ
ス
の
伝
え

る
女
性
哲
学
者
ソ
シ
パ
ト
ラ
の
先
例
が
あ
る（

77
）。

公
的
な
職
業
と
し
て

は
と
も
か
く
も
、
私
的
な
関
係
の
な
か
で
教
授
す
る
こ
と
に
つ
い
て

何
ら
問
題
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、
こ
れ
は
教
会
と
修
道
院
に
お
け
る

女
性
が
私
的
な
寄
進
、
巡
礼
、
修
道
生
活
を
通
じ
て
社
会
的
権
威
を

上
昇
さ
せ
た
の
と
よ
く
似
て
い
る
。

　

彼
女
は
お
そ
ら
く
三
八
〇
年
代
末
頃
に
は
そ
の
知
的
サ
ー
ク
ル
の

最
初
の
基
礎
を
築
き
、
三
九
〇
年
代
に
は
大
き
く
そ
れ
を
拡
大
し

た
。
セ
ラ
ペ
イ
オ
ン
襲
撃
後
、
オ
リ
ュ
ン
ピ
オ
ス
ら
が
逃
亡
し
て
し

ま
っ
た
以
上
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
上
層
市
民
の
子
弟
で
古
典
学

芸
を
身
に
つ
け
る
場
所
は
限
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
テ
オ
ン
の
娘
の
私

的
サ
ー
ク
ル
の
比
重
は
上
昇
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
学
校
で
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育
っ
た
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
は
三
九
五
年
ご
ろ
に
は
キ
ュ
レ
ネ
に
戻
り
、

三
九
〇
年
代
末
に
は
キ
ュ
レ
ネ
と
ペ
ン
タ
ポ
リ
ス
を
代
表
し
て
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
赴
き
、
そ
の
後
ま
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

を
経
由
し
て
キ
ュ
レ
ネ
に
戻
っ
た（

78
）。

彼
は
師
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
は
じ

め
、
同
窓
の
元
学
友
に
手
紙
を
書
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
パ
テ
ィ

ア
・
サ
ー
ク
ル
の
輪
郭
が
あ
る
程
度
理
解
で
き
る（

79
）。

　

彼
の
友
人
に
は
ヘ
ル
ク
リ
ア
ヌ
ス（

80
）の

よ
う
に
エ
ジ
プ
ト
生
ま
れ
で

シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
が
キ
ュ
レ
ネ
に
戻
っ
た
後
も
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に

留
ま
っ
た
者
も
あ
れ
ば
、
オ
リ
ュ
ン
ピ
オ
ス
（
セ
ラ
ピ
ス
神
殿
襲
撃

事
件
の
と
き
の
守
り
手
側
指
導
者
と
は
別
人
）
の
よ
う
に
シ
リ
ア
、

ピ
エ
リ
ア
の
セ
レ
ウ
ケ
イ
ア
市
の
資
産
家
子
弟
も
い
た（

81
）。

彼
は
前
者

に
は
田
舎
の
キ
ュ
レ
ネ
で
は
哲
学
の
話
を
す
る
相
手
が
な
い
と
こ
ぼ

し
、後
者
と
は
共
通
す
る
狩
り
や
馬
に
関
す
る
話
を
し
て
い
る
。サ
ー

ク
ル
に
は
、
ほ
か
に
ヘ
ル
ク
リ
ア
ヌ
ス
の
兄
弟
キ
ュ
ロ
ス
、
シ
ュ
ネ

シ
オ
ス
の
弟
エ
ウ
オ
プ
テ
ィ
オ
ス
、
テ
オ
レ
ク
ト
ゥ
ス
、
そ
れ
に
遅

れ
て
オ
レ
ス
テ
ス
が
加
わ
り
、
高
級
官
僚
や
軍
事
司
令
官
に
な
ど
に

出
世
し
た
者
が
何
人
も
含
ま
れ
る（

82
）。

そ
こ
か
ら
は
当
時
の
参
事
会
身

分
ク
ラ
ス
の
上
層
子
弟
の
交
流
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
師
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
直
接
当
て
た
手
紙
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
女
に

つ
い
て
友
人
同
士
で
交
換
す
る
意
見
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の

学
芸
の
性
格
に
つ
い
て
、
あ
る
興
味
深
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
「
神
の
ご
と
き
魂
」
を

認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
導
か
れ
て
い
る

と
い
う
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
・
サ
ー
ク
ル
は
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
総
主
教
時
代
に
は

平
穏
な
日
々
を
送
っ
た
。
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
父
テ
オ
ン
と
も
ど
も
、

当
時
ギ
リ
シ
ア
な
ど
「
海
外
」
で
勢
力
の
あ
っ
た
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
・

グ
ル
ー
プ
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
セ
ラ
ピ
ス
神
殿
襲
撃
騒
動
で

も
中
立
で
あ
っ
た
う
え
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
弟
子
も
分
け
隔
て
な
く

受
け
入
れ
て
い
た（

83
）。

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
軸
と
す
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

が
そ
の
学
風
の
基
礎
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
伝
統
的
多
神

教
と
い
う
よ
り
も
、
ど
の
神
と
言
わ
ず
、
ひ
と
つ
の
真
理
に
至
る
道

筋
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
偏
狭
な
党
派
主
義
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に

も
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ワ
ッ
ツ
が
指
摘

す
る
よ
う
に（

84
）、

キ
ュ
リ
ロ
ス
は
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
除
く
こ
と
で
、
潜

在
的
な
同
盟
者
を
除
い
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
主
教
位
就
任
と
と
も
に
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ

ア
の
身
辺
は
次
第
に
騒
然
と
し
た
情
勢
に
な
り
、
運
命
の
日
を
迎
え

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
反
復
を
避
け
た
い
。
こ
こ
で
は
、
彼
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女
の
社
会
的
権
威
の
上
昇
に
つ
い
て
、
現
在
の
研
究
を
踏
ま
え
た
上

で
の
、
筆
者
な
り
の
新
し
い
展
望
を
最
後
に
示
し
て
お
く
。

　

そ
れ
は
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
が
同
時
代
に
活
躍
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の

女
性
聖
人
た
ち
と
同
じ
社
会
的
回
路
を
通
じ
て
そ
の
権
威
を
高
め
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
展
望
で
あ
る
。
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
と
キ
リ
ス
ト

教
聖
人
信
仰
の
重
な
り
と
い
え
ば
、
す
で
に
聖
カ
テ
リ
ナ
（
ア
イ
カ

テ
リ
ナ
、エ
カ
テ
リ
ニ
）信
仰
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
パ
テ
ィ

ア
よ
り
百
年
ほ
ど
前
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
殉
教
し
た
聖
人
と
さ

れ
る
が
、
創
作
性
が
強
く
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
か
か
わ
る
物
語
を
吸

収
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
女
性
聖
人
の
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
議
論
し
た
い
の
は
、
教
会
側
の
介
入
に

よ
る
聖
人
信
仰
へ
の
在
地
信
仰
取
り
込
み
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
自
身
の
権
威
上
昇
過
程
が
、
同
時
代
の
小
メ
ラ
ニ
ア

や
エ
ウ
ド
キ
ア
皇
后
、
そ
れ
に
プ
ル
ケ
リ
ア
な
ど
と
い
っ
た
キ
リ
ス

ト
教
修
道
運
動
と
の
か
か
わ
り
で
権
威
を
上
昇
さ
せ
た
女
性
た
ち
と

相
通
ず
る
側
面
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
、
と
く
に
啓
蒙
主
義
や
科
学
史
の
枠
内
で
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
同
時

代
の
キ
リ
ス
ト
教
女
性
聖
人
と
の
共
通
理
解
な
ど
と
い
う
発
想
自
体

が
な
か
っ
た
。
一
方
、
近
年
の
古
代
末
期
研
究
に
お
い
て
は
、「
異
」

教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
す
で
に
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
久

し
い
。
し
か
し
、
ワ
ッ
ツ
や
ジ
ェ
ル
ス
カ
の
研
究
を
見
て
も
、
今

度
は
専
門
性
が
障
壁
と
な
る
の
か
、
あ
く
ま
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

の
「
異
」
教
知
識
人
の
サ
ー
ク
ル
、
あ
る
い
は
横
断
的
と
い
っ
て
も

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ
の
分
析
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
外

側
で
胎
動
し
て
い
る
同
時
代
的
な
情
勢
と
の
連
動
性
、
と
く
に
女
性

が
宗
教
的
修
行
を
通
じ
て
権
威
を
増
大
さ
せ
る
事
例
が
―
た
と
え
レ

ト
リ
ッ
ク
や
教
会
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
部
分
が
多
い
に
し
て
も
―
多
く

な
っ
て
き
て
い
た
こ
と
と
の
つ
な
が
り
ま
で
は
視
野
に
い
れ
て
い
な

い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
長
く
キ
リ
ス
ト
教
女
性
聖
人
や
巡
礼
、
そ
れ

も
同
時
代
の
そ
れ
に
関
心
を
抱
い
て
き
た
筆
者
と
し
て
は
、
両
者
の

類
似
性
と
共
通
点
に
関
心
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
は
師
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
「
神

の
ご
と
き
魂
」
の
存
在
を
見
て
い
た
。
そ
れ
を
彼
自
身
の
最
後
の
手

紙
と
な
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
宛
書
簡
か
ら
読
み
取
っ
て
み
よ
う
。
書
簡

は
四
一
三
年
で
第
一
〇
書
簡
と
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。

　

親
愛
な
る
先
生
。
あ
な
た
と
、
あ
な
た
を
通
じ
て
親
愛
な
る

仲
間
た
ち
へ
、
挨
拶
を
送
り
ま
す
。
私
は
自
分
が
手
紙
を
い
た
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だ
く
に
値
し
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
か
と
、
長
い
間
い
ぶ
か

し
ん
で
い
ま
す
。
今
で
は
あ
な
た
か
ら
す
っ
か
り
軽
蔑
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
な
に
か
悪
事

を
働
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
多
く
の
者
が
そ
う
な
る
よ
う
に
、

私
が
多
く
の
事
柄
で
不
幸
に
遭
遇
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　

あ
な
た
か
ら
の
お
手
紙
を
得
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
そ
し

て
あ
な
た
が
い
か
に
お
過
ご
し
か
を
知
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば

―
い
や
、
き
っ
と
あ
な
た
は
幸
せ
で
、
幸
運
を
享
受
し
て
お
ら

れ
る
こ
と
と
確
信
し
て
い
ま
す
が
―
そ
う
す
れ
ば
、
私
は
あ
な

た
の
幸
福
を
喜
ぶ
こ
と
で
、
自
分
の
困
難
の
半
分
か
ら
救
わ
れ

る
の
で
す
。
し
か
し
、
今
あ
な
た
の
沈
黙
が
逆
に
私
の
悲
し
み

の
総
計
を
増
し
て
い
ま
す
。私
は
子
ど
も
た
ち
を
失
い
ま
し
た
。

友
人
も
、だ
れ
か
ら
の
温
情
も
で
す
。し
か
し
、最
大
の
打
撃
は
、

あ
な
た
の
神
の
よ
う
な
魂
の
（τῆς θειοτάτης σου ψ

υχῆς
）

導
き
が
消
え
た
こ
と
な
の
で
す
。
運
命
の
転
変
や
悪
い
め
ぐ
り

あ
わ
せ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
私
は
あ
な
た
の
こ
の
魂
が
常
に

私
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
と
願
っ
て
き
た
の
で
す
が（

85
）。

　

こ
れ
は
単
な
る
個
人
崇
拝
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
同
時
代
の

キ
リ
ス
ト
教
聖
人
は
「
神
の
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
し
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
し
て
新
プ
ラ
ト
ン
学
者
で
も
あ
っ
た
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
が
気
ま

ぐ
れ
や
偶
然
の
一
致
で
こ
の
よ
う
な
語
法
を
用
い
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
彼
は
魂
だ
け
で
な
く
、
彼
女
の
肉
体
も
聖
な
る
も
の
と
捉
え

て
い
た
よ
う
で
、
オ
リ
ュ
ン
ピ
オ
ス
宛
書
簡
で
彼
女
の
「
聖
な
る
手

を
取
っ
た
」（λαβόντα τῆς ι͑ερᾶς χειρός

）
と
表
現
し
て
い
る（

86
）。

　

啓
蒙
主
義
歴
史
家
や
科
学
史
研
究
者
が
見
落
と
し
て
い
る
の
は
、

彼
女
の
「
科
学
」
や
「
哲
学
」
は
真
理
を
求
め
る
宗
教
的
修
行
の
一

環
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
個
別
に
は
「
数
学
」
や
「
天
文
学
」、

「
哲
学
」
な
ど
と
分
か
れ
て
見
え
る
も
の
も
、
彼
女
に
あ
っ
て
は
お

そ
ら
く
神
の
一
つ
の
叡
智
に
至
る
手
段
の
そ
れ
ぞ
れ
の
現
れ
に
過
ぎ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ

ア
が
同
時
代
の
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
女
性
聖
人
や
巡
礼
と
同
じ
く
、

独
身
を
貫
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。『
ス
ー
ダ
』
に
よ
る
と
、
彼
女

は
哲
学
者
イ
シ
ド
ロ
ス
の
妻
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
年
代

が
合
わ
な
い（

87
）。

ダ
マ
ス
キ
オ
ス
は
「
異
」
教
知
識
人
と
し
て
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
を
賞
賛
す
る
一
方
、
そ
の
「
異
」
教
知
識
人
の
系
列
の
な
か

で
は
自
ら
の
ア
テ
ナ
イ
の
学
派
を
よ
り
優
れ
た
も
の
と
考
え
、
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
を
低
く
見
る
傾
向
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
自
ら
の
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系
列
に
近
い
イ
シ
ド
ロ
ス
に
従
う
者
と
し
て
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
描
こ

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
関
す
る
記
述
は
重

複
し
て
お
り
、
最
初
の
部
分
で
は
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の
結
婚
が
語
ら

れ
る
が
、
次
の
長
い
部
分
で
は
彼
女
は
「
処
女
の
ま
ま
で
あ
っ
た
」

（διετέλει παρθένος （
88
））

と
矛
盾
す
る
説
明
を
展
開
し
、
結
婚
を
拒
絶

す
る
説
話
め
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
き
加
え
て
い
る
。

　

彼
女
が
美
し
く
、
麗
し
か
っ
た
の
で
、
彼
女
の
信
奉
者
の
う

ち
の
一
人
が
彼
女
に
恋
し
て
し
ま
い
、
自
分
を
抑
え
る
こ
と
が

で
き
ず
に
、
彼
女
に
自
分
が
く
び
っ
た
け
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
無
益
な
知
ら
せ
を
受
け
た
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
は
、
彼
の
苦
悩
の
原
因
を
音
楽
で
癒
そ
う
と
し
た
。
し

か
し
、
ご
多
分
に
洩
れ
ず
、
音
楽
は
無
駄
骨
に
終
わ
っ
た
。
そ

こ
で
彼
女
は
彼
女
の
月
経
の
血
で
汚
れ
た
ぼ
ろ
布
を
集
め
、
彼

女
の
汚
れ
た
降
下
物
の
し
る
し
と
し
て
そ
れ
ら
を
彼
に
示
し
、

そ
し
て
言
っ
た
。「
若
者
よ
、
こ
れ
が
あ
な
た
の
愛
し
た
も
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
美
し
く
な
い
。」
若
者
は
醜
い
光
景

に
大
そ
う
恥
じ
入
り
、
驚
い
た
の
で
、
彼
は
心
変
わ
り
し
、
よ

り
よ
き
人
間
に
な
っ
た（

89
）。

　

生
理
を
汚
れ
た
も
の
と
し
て
描
写
す
る
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
の
筆
づ
か

い
に
は
、
彼
女
を
イ
シ
ド
ロ
ス
の
妻
と
す
る
の
と
同
じ
「
貶
し
め
」

の
感
情
が
感
じ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
男
性
執
筆
者
の
歪
み
を
読
み
取
っ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
う
ひ
と
つ
、
こ
こ
に
は
こ
の
世
で

割
り
振
ら
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
離
れ
、
そ
れ
と
は
別
個
に
自
己
自
身

の
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
女
性
の
意
思
を
読
み
こ
む
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
「
異
」
教
に
共
通
し

て
流
布
し
て
い
た
禁
欲
的
文
学
モ
チ
ー
フ
、
も
し
く
は
伝
承
を
あ
て

は
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
と

は
そ
の
よ
う
な
禁
欲
的
実
践
を
行
う
人
物
で
あ
る
と
い
う
共
通
理
解

が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

つ
ま
り
、
彼
女
は
独
身
に
し
て
、
地
上
の
男
性
を
選
ば
ず
、
天
上

の
真
理
も
し
く
は
叡
智
と
合
一
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
こ
の
地
上

に
お
い
て
隔
絶
し
た
権
威
を
上
昇
さ
せ
て
い
っ
た
人
物
な
の
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
女
性
聖
人
が
、
地

上
の
男
性
を
選
ば
ず
、「
イ
エ
ス
の
花
嫁
」
と
な
る
こ
と
で
、
か
え
っ

て
地
上
に
お
け
る
権
威
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
の
と
よ
く
似
て
い

る
。

　

小
メ
ラ
ニ
ア
は
首
都
ロ
ー
マ
で
富
裕
な
元
老
院
家
系
に
生
ま
れ
、

夫
を
説
い
て
と
も
に
巡
礼
と
修
道
の
生
活
に
入
り
、
夫
の
死
後
は
単
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独
で
修
行
を
続
け
、
帝
国
の
東
西
で
名
声
を
高
め
た（

90
）。

エ
ウ
ド
キ
ア

は
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
と
同
じ
く
「
異
」
教
哲
学
者
の
父
の
下
に
ア
テ

ナ
イ
で
生
ま
れ
、
幼
名
ア
テ
ナ
イ
ス
と
称
し
た
が
、
皇
帝
テ
オ
ド
シ

ウ
ス
二
世
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
結
婚
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
し
て
名
を
エ
ウ
ド
キ
ア
と
改
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
名
を
高
め
た

の
は
小
メ
ラ
ニ
ア
の
説
教
を
宮
廷
で
聞
い
て
巡
礼
の
旅
に
出
か
け
て

か
ら
で
あ
る（

91
）。

後
に
彼
女
は
夫
帝
と
事
実
離
婚
状
態
と
な
る
が
、
隠

遁
先
で
伝
説
化
し
た
聖
人
と
な
っ
て
い
く
。
プ
ル
ケ
リ
ア
は
そ
の
テ

オ
ド
シ
ウ
ス
二
世
の
姉
で
、
結
婚
を
し
な
い
誓
約
を
す
る
こ
と
で
か

え
っ
て
宮
廷
で
権
威
を
増
大
さ
せ
、
エ
フ
ェ
ソ
ス
、
カ
ル
ケ
ド
ン
両

公
会
議
を
実
質
的
に
主
宰
し
た（

92
）。

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
も
ま
た
、
こ
の
時

代
を
生
き
た
女
性
で
あ
り
、
宗
教
の
看
板
が
異
な
る
だ
け
で
、
意
識

し
て
か
は
別
と
し
て
、
同
じ
権
威
上
昇
の
道
筋
を
歩
ん
で
い
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
、
そ
う
す
る
と
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
恐
れ
や
嫉
妬
は
、
ジ
ェ
ル

ス
カ
や
ワ
ッ
ツ
の
予
測
と
は
違
っ
て
、
や
は
り
政
治
的
な
も
の
だ
け

で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
単
に
有
力
な

人
脈
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
期
の
キ
リ
ス
ト
教
女
性
聖
人
と

同
様
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
る
権
威
を
持
っ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
、
否
す
で
に
持
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
危
惧
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
は
た
だ
「
イ
エ
ス
の
花
嫁
」
と
し
て
祈

る
だ
け
で
な
く
、
哲
学
の
弁
論
術
、
天
文
学
や
数
学
の
理
論
、
天
文

機
器
や
水
力
計
を
操
る
技
術
を
持
ち
、「
異
」
教
徒
だ
け
で
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
を
も
魅
了
し
て
い
た
。
そ
れ
は
滅
び
ゆ
く
過
去
の
知

性
で
は
な
く
、
同
時
代
の
禁
欲
的
風
潮
に
合
致
し
、
キ
リ
ス
ト
教
も

「
異
」
教
も
合
わ
せ
て
成
長
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
、
極
め
て
同
時

代
的
な
知
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
彼
女
が
敵
対
す
る

有
力
者
集
団
の
要
に
位
置
し
、
そ
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
―

キ
ュ
リ
ロ
ス
が
オ
レ
ス
テ
ス
や
そ
の
ほ
か
の
要
人
で
な
く
、
彼
女
に

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
の
は
、ま
さ
に
そ
れ
故
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

キ
ュ
リ
ロ
ス
の
目
論
見
は
、一
見
す
る
と
成
功
し
た
か
に
見
え
る
。

オ
レ
ス
テ
ス
は
逃
げ
出
し
た
の
か
、
そ
れ
以
降
史
料
か
ら
ぱ
っ
た
り

と
姿
を
消
す
。
キ
ュ
リ
ロ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
実
権
を
掌
握

し
、
そ
の
後
三
〇
年
近
く
君
臨
し
て
、
四
三
一
年
に
は
ア
ン
テ
ィ
オ

キ
ア
出
身
の
首
都
総
主
教
ネ
ス
ト
リ
オ
ス
を
追
放
す
る
こ
と
に
も
成

功
し
た
。
配
下
の
修
道
士
は
首
都
の
路
上
で
も
同
じ
暴
力
行
為
を
繰

り
返
し
、
民
衆
を
扇
動
し
た
。
帝
国
の
行
政
権
代
表
の
オ
レ
ス
テ
ス

を
正
面
か
ら
攻
撃
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
道
筋
が
開
か
れ
て
い

た
だ
ろ
う
か
。
彼
だ
け
で
な
く
、
敵
対
す
る
上
層
グ
ル
ー
プ
の
精
神

的
支
柱
を
へ
し
折
る
こ
と
で
、
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
目
的
は
当
面
の
と
こ
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ろ
、
見
事
に
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
彼
は
本
当
に
勝
利
を
収
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
、
ダ
リ
や
ピ
カ
ソ
の
よ
う
な
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
の
作
品
を
描
く
画

家
が
い
た
と
し
よ
う
。
そ
の
人
物
を
危
険
視
し
て
捕
え
、
処
刑
し
、

作
品
を
没
収
、
処
分
し
た
と
し
て
も
、
一
度
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
そ
の
独
特
の
世
界
は
、も
は
や
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。人
々

の
脳
裏
か
ら
そ
の
記
憶
を
す
べ
て
消
去
し
な
い
か
ぎ
り
勝
利
は
あ
り

得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
も
ま
た
、
人
々
の
記

憶
に
と
ど
め
ら
れ
た
。

　

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
に
関
す
る
史
料
は
多
く
な
い
。
し
か
し
、
沈
黙
が

逆
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
負
い
目
を
語
る
雄
弁
な
史
料
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
時
に
彼
女
に
言
及
す
る
史
料
が
あ
る
と
大
半
は
好
意
的

で
、
逆
に
キ
ュ
リ
ロ
ス
に
は
嫌
悪
感
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

キ
ュ
リ
ロ
ス
の
法
灯
を
継
ぐ
ニ
キ
ウ
の
イ
オ
ア
ン
ネ
ス
が
開
き
直
っ

て
彼
女
を
魔
女
と
決
め
つ
け
て
も
、
そ
れ
自
身
が
か
え
っ
て
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
証
言
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
想
起
す
る
と
き
、
必
ず
引
用
さ
れ
る
史
料
が

あ
る
。
こ
の
作
品
の
作
者
や
謳
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
対
象
の
ヒ
ュ

パ
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
別
人
説
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る（

93
）。

し
か
し
、
た

と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
混
同
は
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
と
は
こ
の
よ

う
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
し
た
た
め
に
生

じ
、
記
憶
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
啓
蒙
主
義
時

代
で
は
な
く
、
古
代
末
期
の
エ
ジ
プ
ト
に
生
じ
、
中
世
の
ビ
ザ
ン
ツ

を
経
て
継
承
さ
れ
て
き
た
記
憶
で
あ
る（

94
）。

　

さ
い
わ
い
、
詩
文
と
し
て
形
が
整
っ
て
い
る
訳
文
が
あ
る
の
で
、

そ
こ
か
ら
引
用
し
た
い
。

尊
い
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
、
あ
な
た
は
学
び
の
光
彩
、
思
慮
深
い
教

師
の
汚
れ
な
き
星
。
あ
な
た
の
姿
と
言
葉
に
触
れ
る
た
び
、
私

は
あ
な
た
を
崇
拝
し
、空
に
輝
く
乙
女
の
住
ま
い
を
見
上
げ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
の
行
い
は
天
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
パ
ラ
ダ

ス
『
ギ
リ
シ
ア
詞
華
集
』
九
―
四
〇
〇（

95
）

　

キ
リ
ス
ト
教
と
「
異
」
教
を
問
わ
ず
、
天
上
に
権
威
の
所
在
を
求

め
、
地
上
に
そ
の
代
理
人
を
認
め
る
古
代
末
期
の
心
性
が
、
こ
こ
に

は
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

さ
て
、
以
上
古
代
末
期
の
「
異
」
教
女
性
哲
学
者
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
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の
人
生
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
歴
史
の
文
脈
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
る

か
を
試
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
粗
削
り
な
試
論
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
折
々
ジ
ェ
ル
ス
カ
が
分
析
し
て
い
る
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
・
サ
ー
ク

ル
の
人
的
構
成
と
そ
の
思
想
内
容
に
つ
い
て
も
、
ご
く
簡
単
に
触
れ

る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
般
に
流
布
し
て
い
る
啓
蒙
主
義
時
代
以
来
の
ヒ
ュ
パ

テ
ィ
ア
像
を
訂
正
す
る
こ
と
は
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
彼
女
は
滅

び
ゆ
く
古
代
文
明
の
最
後
を
飾
る
悲
し
い
あ
だ
花
だ
っ
た
の
で
は
な

く
、
同
時
代
に
根
を
下
ろ
し
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
多
く
の
人
材
を

育
て
た
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
点
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
精
査
し
て
い
く
必
要
の

あ
る
課
題
だ
が
、
彼
女
を
「
異
」
教
側
の
、
よ
り
正
確
に
は
「
異
」

教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
横
断
し
て
成
長
し
た
女
性
聖
人
と
見
る
視
点
で

あ
る
。
単
な
る
政
治
要
因
の
み
で
彼
女
の
死
を
説
明
す
る
近
年
の
学

説
は
、
啓
蒙
主
義
の
大
き
な
文
明
論
と
交
代
す
る
に
は
ど
こ
か
矮
小

な
、
手
続
き
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
女
の
虐
殺

の
背
景
に
は
、
や
は
り
宗
教
的
な
、
し
か
し
啓
蒙
主
義
の
見
立
て
と

は
異
な
っ
た
時
代
的
要
因
が
絡
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
古
代
末
期
と
い
う
時
代
を
い
か
に
見
る
か
に
か
か
わ

る
課
題
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
時
点
で
は
通
り
過
ぎ
る
車
窓
か
ら
、
川
べ
り
に
一

瞬
蛍
光
を
見
た
レ
ベ
ル
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
川
に
は
確
実

に
蛍
が
い
る
。そ
れ
を
探
し
に
車
か
ら
降
り
、史
料
の
叢
に
分
け
入
っ

て
み
よ
う
。

注（
1
）Socrates Scholasticus, H

istoria Ecclesiastica, in: J.P
. M

igne 
ed., Patrologiae G

raecorum

（P
G

）67, 1859, V
II, C

ap. X
V

, 
p.768. 

（
以
下Socrates V

II, X
V

と
略
す
。）

　
　
　

 

大
谷
哲
氏
がP

D
F

に
て
同
ソ
ク
ラ
テ
ス
七
巻
一
三
―
一
五

章
日
本
語
訳
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で

は
筆
者
自
身
の
拙
訳
を
用
い
る
。http://researchm

ap.jp/
m

ui71nxvo-28455/?action=m
ultidatabase_action_m

ain_
filedownload&

download_flag=1&
upload_id=11703&

m
etadata_

id=16380

（
2
）A. A

dler ed., Suidae Lexicon, T
eubner, Stuttgart, 1989 （prim

ae 
1935

）, n.166 “ ‘Υ
πατία ”, pp.644-666. 

（
以
下Suidae

と
略
す
。）

（
3
）A

. H. M
. Jones, J. R. M

artindale, and J. M
orris, The Prosopography 

of the Later Rom
an Em

pire, vol.1, A
D

260-395, C
am

bridge, 
1971

（
以
下PLRE I

と
略
す
。
同
じ
く
、J. R

. M
artindale ed, 

V
ol.2,

はPLRE II

と
す
る
。）p.907

に
彼
に
つ
い
て
の
史
料
典
拠

あ
り
。

（
4
）
ム
セ
イ
オ
ン
（M

ouseion

）
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
の
学
術
セ
ン
タ
ー
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の
こ
と
で
、
今
日
の
英
語
で
い
う
、
博
物
館
（M

useum

）
の
語
源
で

あ
る
。
そ
の
最
大
の
も
の
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
王
プ
ト
レ
マ
イ

オ
ス
一
世
の
建
設
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ム
セ
イ
オ
ン
で
、
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
世
界
最
大
の
規
模
を
誇
っ
た
。
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の

エ
ジ
プ
ト
侵
攻
時
に
火
災
で
焼
失
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

姉
妹
図
書
館
で
セ
ラ
ピ
ス
神
殿
付
属
の
図
書
館
の
セ
ラ
ペ
イ
オ
ン
が

古
代
末
期
ま
で
存
続
。
ま
た
、
ム
セ
イ
オ
ン
の
会
員
称
号
が
今
日
の

学
士
院
会
員
の
よ
う
に
名
誉
あ
る
も
の
と
し
て
継
続
し
て
お
り
、
テ

オ
ン
は
こ
の
重
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
5
）Suidae, p.644.

（
6
）A

. G
arzya, Synesii C

yrenensis Epistlae, Scriptores G
raeci et 

L
atini, R

om
ae, 1979.

（
7
）M

. D
zielska 

（F
. L

yra tr.

）, H
ypatia of Alexandria, C

am
bridge, 

M
assachusetts, 1995 , “H

ypatia and her C
ircle, ” pp.27- 65. 

（
以
下M

. D
zielska, H

ypatia

と
略
。）

（
8
）Socrates, V

II, X
V

, p.768.

（
9
）Suidae, p.645.

（
10
）Socrates, V

II, X
V

, p.769.

（
11
）Ibid.,p.769. 

「
こ
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
は
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
主
教
位
四

年
目
、ホ
ノ
リ
ウ
ス
の
コ
ン
ス
ル
就
任
一
〇
年
目
、テ
オ
ド
シ
ウ
ス
（
二

世
）
の
コ
ン
ス
ル
就
任
六
度
目
、
三
月
の
四
旬
節
の
こ
と
で
あ
っ
た
」

と
の
記
述
に
よ
る
。

（
12
）
啓
蒙
主
義
時
代
の
文
献
出
典
は
、
次
章
の
本
文
言
及
時
に
そ
れ
ぞ
れ

註
で
示
し
た
。

（
13
）
一
九
八
六
年
に
創
刊
の
雑
誌
、H

ypatia: A Journal of F
em

inist 

Philosophy

の
こ
と
。
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
の
ア
リ
ソ
ン
・
ワ
イ
リ
ー
ら

が
編
集
主
幹
で
、
女
性
の
多
様
な
経
験
に
基
づ
く
多
様
な
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
思
想
の
学
際
的
な
研
究
誌
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。http://depts.

washington.edu/hypatia/

（
14
）A

lejandro A
m

enarar, R
achel W

eisz, Agora, Spain, 2009.

日

本
で
は
、
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
・
ア
メ
ナ
ー
バ
ル
監
督
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・

ワ
イ
ズ
主
演
『
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
』
と
し
て
二
〇
一
一
年
劇
場
公

開
（
ギ
ャ
ガG

A
G

A

配
給
）。

（
15
）
キ
ン
グ
ズ
レ
ー
著
、
村
山
勇
三
訳
『
ハ
イ
ペ
シ
ア
』
春
秋
社
出
版
、

大
正
十
三
年
。

（
16
）
岡
野
玲
子
作
（
原
作
夢
枕
獏
）『
陰
陽
師
』
第
一
二
巻
、
白
泉
社
、
二

〇
〇
五
年
、
二
六
六
―
二
七
七
頁
。

（
17
）K

.H
.C

hrles tr., The Chronicle of John, Bishop of Nikiu （T
ranslated 

from
 Z

olenberg

’s E
thiopic T

ext

）, M
erchnatville, N

J., 2007 

（O
riginally published in L

ondon, 1916

）, pp.100-102.

（
18
）
註
（
3
）
参
照
の
こ
と
。

（
19
）Socrates, V

II, X
V

, p.769.

（
20
）Suidae, p.645.

（
21
）M

. D
zielska, H

ypatia, p.88.
（
22
）A

lan C
am

eron, J. L
ong, I. Sherry, Barabarians and Politics at 

the C
ourt of  Arcadius, B

erkeley, 1993; P
. B

row
n, Authority 

and the Sacred: Aspects of the C
hristianisation of the Rom

an 

Em
pire, C

am
bridge, 1995. 

後
者
に
つ
い
て
は
、
拙
書
評
が
あ
る
。
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『
奈
良
史
学
』
二
三
号
、二
〇
〇
五
年
、七
五
―
八
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
23
）E

. W
atts, City and School: In Late Antique Athens and Alexandria, 

B
erkeley, 2011. E

sp. pp.187-203. 

（
以
下
、W

atts, C
ity and 

School
と
略
す
。）

（
24
）John T

oland, H
ypatia: or the H

istory of a M
ost Beautiful, M

ost 

Virtuous, M
ost Learned, and Every W

ay Accom
plished Lady; W

ho 

w
as Torn to Pieces by the C

lergy of Alexandria, to G
ratify the 

Pride, Em
ulation, and C

ruelty of their Archbishop, C
om

m
only 

but U
ndeservedly Titled St. C

yril, London, 1720. 

た
だ
し
、
筆
者

はL
ondon, 1753, B

ritish L
ibrary

保
存
版
の
コ
ピ
ー
（E

ccco 
P

rint E
dition, 2011

）
を
用
い
て
い
る
。

（
25
）Ibid.,p.3.

（
26
）Ibid.,p.35.

（
27
）V

oltaire, F
.-M

., Exam
en im

portant de M
ilord Bolingbroke ecrit 

sur la fin de 1736, L
ondon, p.185.

（
28
）
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
著
、
村
山
勇
三
訳
『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
』

第
七
巻
、
岩
波
文
庫
、
昭
和
三
二
年
、
二
七
五
―
二
七
六
頁
。

（
29
）Le N

ain de T
illem

ont, M
ém

oire pour servir à l’histoir écclesiastique 

des six prem
iers siècles, P

aris, 1701-1730, X
IV

, pp.274-276. 

た
だ
し
、
筆
者
はM

. D
zielska, H

ypatia, p.24

を
参
照
。

（
30
）C

h. K
ingsley, H

ypatia: or N
ew

 Foes w
ith an O

ld Face, L
ondon, 

1853.　

た
だ
し
、
筆
者
はwww.bibliobazaar.com

 

に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
・
コ
ピ
ー
のA

m
azon.co.jp

製
本
版
を
利
用
し
て
い
る
。

（
31
）
キ
ン
グ
ズ
レ
ー
著
、
村
山
勇
三
訳
『
ハ
イ
ペ
シ
ア
』、
三
九
頁
。

K
ingsley, op.cit., p.31.

（
32
）
以
上
同
上
書
四
〇
頁
。K

ingsley, op.cit., p.32.

（
33
）E
dgar P

ich, Leconte de Lisle et création poetique: poem
ès antiques 

et poem
ès barbares 

（1854-74

）, L
ille, 1974, pp.160ff. 

た
だ
し
、

筆
者
はD

zielska, H
ypatia, pp.4-5

に
よ
る
。

（
34
）B

.R
ussell, H

istory of W
estern Philosophy and Its C

onnection w
ith 

Political and Social C
ircum

stances from
 the Earliest Tim

es to the 

Present D
ays, L

ondon, 1946, p.387.

（
35
）A

. C
am

eron, Barabarians and Politics, p.48.

（
36
）A

ntonius G
arzya ed., Synesii C

yrenensis Epistlae, Scriptores 
G

rae ci et L
atini, R

om
e, 1979, E

p.15: pp.35-36.

（
37
）
現
在
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
レ
ビ
番
組
の
日
本
語
吹
き
替
え
版
は
入
手
で

き
な
い
。
た
だ
し
、英
語
版
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
て
お
り
、そ
のV

olum
 5, 

E
pisode

13

で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
図
書
館
と
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
の

最
後
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。C

arl Sagan, C
osm

os: O
ne of 

the G
reatest Scientific Series of All Tim

e, C
osm

os Studies, 2000 

（F
rem

antle H
om

e E
ntertainm

ent, 2009

）
視
聴
の
上
英
語
字
幕

を
確
認
し
た
が
、
下
記
翻
訳
は
こ
の
部
分
を
忠
実
に
訳
出
し
て
い
る
。

カ
ー
ル
・
セ
ー
ガ
ン
著
、
木
村
繁
訳
『
コ
ス
モ
ス
』
朝
日
文
庫
、
昭

和
五
九
年
、
下
巻
、
三
〇
七
―
八
頁
。

（
38
）
カ
ー
ル
・
セ
ー
ガ
ン
著
、
木
村
繁
訳
、
同
上
書
、
三
〇
七
頁
。

（
39
）
同
上
、
三
〇
八
頁
。

（
40
）
同
上
。

（
41
）M

. A
lic, H

ypatia’s H
eritage: A H

istory of W
om

en from
 Antiquity 
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through 19
th C

entury, B
oston, M

assachusetts, 1986, 3-2, 

“Hypatia of A
lexandria,

” pp.41-44. 

上
平
初
穂
、
上
平
恒
、
荒
川

泓
訳
『
男
装
の
科
学
者
た
ち
―
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
か
ら
マ
リ
ー
・
キ
ュ

リ
ー
ま
で
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
九
年
、
五
四
―
六

〇
頁
。
丁
寧
な
邦
訳
だ
が
、
お
そ
ら
く
日
本
で
の
販
売
を
出
版
社
が

考
慮
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
表
題
は
原
題
と
全
く
別
物
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
本
に
登
場
す
る
女
性
は
「
科
学
者
」
と
し
て
共

通
性
は
有
し
て
い
て
も
、
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
も
含
め
、
男
装
は
共
通
項

で
は
な
い
。
本
稿
で
は
翻
訳
内
容
を
尊
重
し
つ
つ
、
原
題
の
直
訳
を

挙
げ
て
お
い
た
。

（
42
）
上
平
ほ
か
訳
、
同
上
書
、
五
四
頁
。M

. A
lic, H

ypatia’s H
eritage, 

p.41. 

（
43
）
上
平
ほ
か
訳
、
同
上
書
、
55
頁
。M

. A
lic, H

ypatia’s H
eritage, p.42.

（
44
）
キ
ュ
リ
ロ
ス
の
私
兵
集
団
の
役
割
を
果
た
し
た
人
々
で
、
全
員
が
修

道
僧
と
は
限
ら
な
い
。

（
45
）
イ
ン
ド
の
ウ
ッ
タ
ル
＝
プ
ラ
デ
シ
ュ
地
方
の
地
名
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
が
か
つ
て
自
分
た
ち
の
聖
地
で
あ
っ
た
場
所
に
あ
る
イ
ス
ラ
ー

ム
・
モ
ス
ク
を
襲
撃
し
た
と
こ
ろ
か
ら
紛
争
が
始
ま
っ
た
。

（
46
）
イ
ン
ド
北
部
パ
ン
ジ
ャ
ブ
地
方
の
都
市
で
、
一
九
一
九
年
に
反
英
暴

動
が
起
こ
り
、
独
立
後
は
シ
ー
ク
教
徒
と
イ
ン
ド
政
府
の
間
で
争
い

が
続
い
て
き
た
。

（
47
）M
. A

. B. D
eakin, H

ypatia of Alexandria: M
athem

atician and M
artyr, 

N
Y

.,2007, p.13.

（
48
）
た
と
え
ば
、
デ
ィ
ー
キ
ン
自
身
の
作
成
し
た
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
史
料
紹

介
サ
イ
ト
は
次
の
通
り
。http://www.polyam

ory.org/~howard/
H

ypatia/prim
ary-sources.htm

l

（
49
）
デ
レ
ク
・
フ
ラ
ワ
ー
著
、
柴
田
和
夫
訳
『
知
識
の
灯
台
―
古
代
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
図
書
館
の
物
語
』
柏
書
房
、二
〇
〇
三
年
、二
一
八
頁
。

D
. A

. F
lower, The Shores of W

isdom
: The Story of the Ancient 

Library of Alexandria, R
am

sey, Isle of M
an, 1999.

（
50
）
同
二
一
三
頁
。

（
51
）
註
（
15
）
を
見
よ
。
日
本
語
版
Ｄ
Ｖ
Ｄ
（
発
売
元
、
ギ
ャ
ガG

A
G

A

、

販
売
元
、
松
竹
株
式
会
社
）
に
は
、
各
場
面
に
合
わ
せ
て
監
督
が
ス

ペ
イ
ン
語
で
製
作
意
図
を
語
る
「
オ
ー
デ
ィ
オ
・
コ
メ
ン
タ
リ
ー
」

が
日
本
語
字
幕
付
き
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は2010

年
、
在

外
研
修
時
に
イ
ギ
リ
ス
で
同
映
画
を
観
賞
し
、
大
変
感
銘
を
受
け
た
。

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
上
述
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
視
聴
。

（
52
）
上
述
「
オ
ー
デ
ィ
オ
・
コ
メ
ン
タ
リ
ー
」
に
て
監
督
自
身
が
語
っ
て

い
る
。

（
53
）
日
本
語
字
幕
で
は
「
ダ
オ
ス
」
で
あ
る
が
、
作
品
中
の
英
語D

avus

と
そ
の
発
音
に
合
わ
せ
た
。

（
54
）『
テ
モ
テ
へ
の
手
紙
一
』
二
章
二
一
―
二
二
節
「
婦
人
は
、
静
か
に
、

全
く
従
順
に
学
ぶ
べ
き
で
す
。
婦
人
が
教
え
た
り
、
男
の
上
に
立
っ

た
り
す
る
こ
と
を
私
は
許
し
ま
せ
ん
。」

（
55
）「
オ
ー
デ
ィ
オ
・
コ
メ
ン
タ
リ
ー
」
に
て
監
督
自
身
が
語
っ
て
い
る
。

（
56
）
ヒ
ュ
パ
テ
ィ
ア
を
白
人
に
描
く
伝
統
に
対
し
て
は
、
ア
フ
リ
カ
女
性

の
立
場
か
ら
の
反
論
も
生
じ
て
き
て
い
る
。B

. L
um

pkin, 

“Hypatia 
and W

om
en

’s R
ights in A

ncient E
gypt,

” Journal of African 
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C
ivilization, 6.1,1984, pp.155-156.

（
57
）「
オ
ー
デ
ィ
オ
・
コ
メ
ン
タ
リ
ー
」
参
照
。

（
58
）
階
級
闘
争
、
民
族
闘
争
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
越
え
よ
う
と
す
る
現
代

的
な
研
究
は
す
で
に
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
二
点
の
み
言
及
す
る
。

T
. E

. G
regory, Vox Populi: Violence and Popular Involvem

ent in 

the Religious C
ontroversies of the Fifth C

entury A.D
, O

hio State 
U

niv. P
ress, C

olum
bus, 1979; E

. J. W
atts, Riot in Alexandria, 

B
erkeley, 2010.

（
59
）「
オ
ー
デ
ィ
オ
・
コ
メ
ン
タ
リ
ー
」
参
照
。

（
60
）O

lym
pius2 in : PLRE I, p.647; M

. D
zielska, H

ypatia, pp.79-
83, W

atts, C
ity and School, pp.189-192.

（
61
）M

. D
zielska, H

ypatia, pp.66-82, W
atts, City and School, pp.187-

196

．

（
62
）Socrates, V

II, X
V

, p.769.

（
63
）M

. V
inzent, 

“’Oxbridge

’ in der ausgehenden Spätantike oder: 
ein V

ergleich der S
chulen von A

then und A
lexandrien,

” 
Zeitschrift für Antikes C

hristentum
 4, 2000, pp49-82, esp.,71-

72

．

（
64
）W

atts, City and School, pp.193-196; M
. D

zielska, H
ypatia, p.83.

（
65
）PLRE II , p.3; 

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
記
述
の
Ｐ
Ｇ
版
ラ
テ
ン
語
訳
で
は

dux m
ilitum

 A
egypti

。Socrates, H
E, V

II, p.750.

（
66
）S

ocrates, H
E, V

II, 7, pp.749-752; W
atts, C

ity and School, 
pp.196-7; M

. D
zielska, H

ypatia, pp.84-85; S.W
essel. C

yril of 

Alexandria and the N
estorian C

ontroversy: the M
aking of a Saint 

and of a H
eretic, O

xford, 2004, pp.15-22. 

（
67
）C

. H
aas, Alexandria in Late Antiquity, Topography and Social 
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