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ZUSAMMENFASSUNG

　Dieses gedankenlyrische Griechengedicht wurde dem Verfasser d･6S　。Ardinghello“(1787),

Wilhelm Heinse( 1749-1803) gewidmet:｡Brod und Wein. An HeinzeへDieser Freund des Dichters,

den　。der oberste Gott“（Ｖ.23）Ｖｏｍ　heiteren　Olymp　。印hr　liebet“(V.23), entspricht　dem

｡besonnenen Tag“(V.24) und 。klaren Auge“ (V.25). Also ist er ein Augen- und Verstandesmensch

wie Goethe(1749-1832), obwohl er sein eigenes Wesen eines Mephistopheles nicht so　scharf

analysieren konnte, wie dieser Dramatiker des ｡Faust“ (1808/1832). Nu:h halt ihm der Dichter der

｡Nacht“, namlich der ersten Strophe von ｡Brod und Wein“ einenりpiegel vor:。Aber zuweilen liebt

auch klares Auge den Schatten“ (V.25). Einerseits befreundet sich Holderlin mit dem aufklareri-

schen Augenmenschen; andererseits stimmt seine ｎｕａりcierte｡Nacht“in der unendlichen Sehnsucht

mit dem Romantiker iiberein: 。Besonders ist ｄｉｅ Ｎ ａＣｈ t klar und sternenhell und einsam und

eine riick- und vorwarts tonende Glocke aller Erinnerung'ぺＢΓentanos Brief vom 21. 1. 1810 :

Stuttgarter Holderlin-Ausgabe. Bd. 7，2. Teil. S.407)よ

　Da sich Brentanos christliche Ahnung sehr langsam im Gediとht erfiillt,spurt Heinse keine

besondere Anhangigkeit seines Freundes: 。IchweiB es aber, eigene Schuld ／ Ists! Denn zu sehr, ／

0 Christus! hang' ich an diｒ“(Holderlin 。Der Einzige“ l.Fas. 1801f. V.48f). Vor dem Verstandes-

menschen verbirgt sich ein unschuldiger Weg, der durch das ｡seelige Griechenland“(V.55) nach der

verborgenwirkenden Christusgestalt, dem Gipfel der tragischen Selbstaufopferung fiihrt:。Warum

zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht, / Driikt den Stempel√wie sonst, nicht dem

Getroffenen ａｕf?/Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an ／ Und vollendet'

und schloB trostend das himmlische Festバ(V. 105-108). Hiergehtﾚ臨um keineﾄ｡griechische Heiter-

keit“ des ｡obersten Gottes“，sondern um 。die aus einem dusteren Abgrunde hervorwachsende

Bliithe der apollinischen Cultur“(Nietzsche 。Die Geburt der Tragodie“ 1872. Kap. 17）:Oedipus,

Antigona und Christus, dessen 。Herrlichkeit“id6£a) ins。Ｌｅ卵己“（麗ｙωMg)am Kreuz greift:

｡...auch in Christo Jesu, der in Gottes Gestalt seiend …sich selbst exe。ωae(leerte), Knechts Gestalt

annehmend,…er erniedrigte sich…bis zum Tode, ja Tode des Kreuzesバ(Phil. 2.6-8)

　Nicht jener klare Verstand des Augenmenschen, sondern dieｓｅｓ。Leere“（ｘｅｖｃｏｔｆｉｃ)Christi kann

ｄｅｎ｡frohlokkenden Wahnsinn“ (V.47) einer Antigona vom ｡Ｓ臨1iだenGriechenland “(V.55) mitdem

gewissenhaften 。Damon des Sokrates“ in Einklang bringen, ｓｏﾄdaB 。der leere Verstand eines

Sokrates so gut als der Schoos　einer reinen Jungfrau,………fruchtbarニwerden kann.“(Hamann

｡Sokratische Denkwiirdigkeiten“ 1759. Abschn. 2). Wie Goethes tiichtiger Teufel sich am reinen

Pathos des Doktors die Zahne ausbeifien muB, mag der heidnische Augenmensch der christlichen

｡Wiederbringung“（’Ａｊｔｏｘ《ｌて4びＴａ仇x)in der fragenden Einladung∧nachgeben: 。Oder er kam auch

selbst…“(V.107). Im Zentrum steht das im Streit von Hellas und Hespむrien vermittelnde 。Leere“

Christi, das vielmehr die irdischen Gottheiten von Brot und Ｗｅ１孵Demeter und Dionysos heiligt

und diesen jene rosafarbige Gesellschaft des 。obersten Gottes“：(V.23) gegeniiberstellt. Eben in

diesem Sinne sieht sich Goethe, ,,der deutsche Jupiter“ (le Jupiter alle血and) nach Heine （｡De

rAUemagne“ 1835. ｍ : Sakularausgabe. Bd. 8. S.214/Bd. 16. S.94), selbstkritisch im titanischen

｡Prometheus“(1774) an: 。Bedecke deinen Himmel, Zeｕｓ,／｡‥／ﾆMuBt mir meine Erde ／ Doch

lassen stehen, ／…/ Hast du die Schmerzen gelindert ／ Je dりs Beladenen? ／ Hast du die Tranen

gestillet／ Je des Geangsteten?“ （Ｖ.1／Ｖ.6f.／Ｖ.39-42）
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≪PAIN ＥＴＶＩＮ≫(1800-1801)DE HOLDERLIN ET LA RESTAURATION ORIGE-

NIENNE-PAR EGARD POUR HEINSE (1749-1803) ET LES ROMANTIQUES,

NOVALIS (1772-1801) ET BRENTANO (1778-1842)　　　　　　　KatsumiTAKAHASHI

　La brillante victoire des dieux olympiens dans le ｒｅ】iefde Pergamon fequivaut a l'hegiもmonie

terrestre de l'Empire romain. D'ici on voit, d'un cote la vulgarisation mythologique des

divinitfe antiques et l'apotheose idolatre de l'empereur dans les ≪Metamorphoses≫d'Ovide(↑

A.D.18), et de l'autre cote I'adoration des philosophes idealistes dans r eloquence cic§ronienne.

9a s'est reduit ゑ1a predominance de r intelligence humaine sur la nature. Un type representatif

de la superiorite intelligente n'est que Zeus, le≪Dieu supreme≫(vers 23) de≪Pain et ｖin≫(1800-

1801)de Holderlin. 11 y ａ en effet un contraste entre lui et les divinit§s des cfereales et des vignes,

Demeter et Dionysos, en outre, il s'oppose au ≪fils du Tres-Haut≫(ｖｅｒｓ 155-156), c'est一色-dire

Jesus-Christ qui ≪descend, en porteur de torche, chez les ombres≫(vers 155-156), les habitants de

ce bas monde. Le r6sultat est que le Sacre-Coeur est plus §loigne du Zeus olympien que des

divinites de ≪Pain et ｖin≫:Ceres et Bacchus. Cela se doit suivant l'autocritique de Holderlin

dans ses ≪Remarques sur Antigone≫(1804), car≪nous vivons sous le regne du Zeus qui est plus

proprement lui-meme, ce Zeus qui non seulement白凡ｇｅ ｕｎ£1缶

farouche des morts, mais　encore ｆｏｒｃｅｐｌｕｓｄｅｃｉｓiｕｅｒａｅｎt　ｖｅｒｓla tｅｒｒｅＶ elan panique

6ternellement hostile a rhomme, l'Man toujours en chemin vers l'autre monde, …≫(GSｕｕｒｅａ，

Gallimard 1967. p.963)｡

　Ce Zeus mondain symbolise l'imperialisme et prend partie contre la piete du calviniste bernois

dans les ≪Pensees sur la Raison, 1a Superstition et Flｒｒ611gion≫(1729) de Haller: ≪Les h6ros de

l'age d'or ont bientot gagne １ｅciel, apres beaucoup de triomphes, au moyen de ruses et de

flatterie; １ｅmonde adorait a mort le conquferant vivant qui l'avait ravage et le Jupiter de Babel

etait digne du supplice de la roue.≫(vers 143-146: ≪Essai des poemes suisses≫ Deuxieme Edition

1732). Le poete de ≪Pain et ｖin≫prend au serieux ce ton grave de son pr§curseur du lyrisme des

idees, tandis qu'il n'en est rien quant au favori du ≪Dieu suprime≫(vers 23), Wilhelm Heinse

(1749-1803) que Holderlin tutoye dans le vers 23: ≪O miracle, 6 faveur de la Nuit sublime!…

(vers 19／／ｖｅｒs22)Ｌｅs sages mgme n'ont point l'intむlligence de ses desseins, car tel (vers

22/vers 23) Est le vouloir du Dieu supreme qui t'aime de grand amour, et c'est pourquoi (vers

23/vers 24) Plus qu'elle encor le jour t'est cher oil regne ta pens6e. (vers 24/vers 25) Mais

parfois le limpide regard lui-meme goClte rombre, et devancant l'heure (vers 25/vers 26) II

qu§te le sommeil comme une ｖ01ｕpt6,≫(op. cit. p.808). Le≪limpide regard≫(vers 25) est le mot

clef rapportable ａｕχ≪yｅｕχde Goethe≫dont parle Heine dans la quatrieme partie de son histoire

des id^es ≪De l'Allemagne≫(Paris 1835):≪Son apparence etait harmonieuse, nette, agreable,

noblement congue, et on pouvait etudier sur lui l'art grec, comme sur une antique. Ce corps plein

de dignite, n'etait jamais courb§ par une rampante humilite chretienne; les traits de ce visage

n'Staient pas contractes par une mystique mortification; ces yeux n'6taient pas voil6s par la

timidite du pecheur;
…Les yeux

de Napoleon avaient cette vertu; aussi suis-ie convaincu que

c'etait un dieu. Les yeux de Goethe devaient etre aussi divins dans l'age le plus avance que dans

sa ieunesse. ...On veut avoir remarque un trait glace d'ego'isme a sa bouche, mais ce trait est

propre encore aux dieux feternels, surtout au pere des dieux, au grand Jupiter, a qui j'ai dfeia
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compare Goethe.≫(Sakularausgabe. Bd.l6. Berlin/Paris 1978. S.14紅

　Les deux spiritualites contrastent vivement entre elles dans le dessin puissant du styliste。11

sait bien caracteriser Goethe par l'antichristianisme: 4(L叩ｏ片恥doxes etaient indignSs contre le

vieuχ paien, ainsi qu'on nomme g6neralement Ｇｏりthe en Allemagne;...Ils virent en lui l'ennemi

le plus dangereux de la croix, qui, ainsi qu'il 1Q disait lui-meme, 1皿白tait aussi dSsagreable que

les punaises, l'ail et la fum§e 4e tabac; c'est du moins le sens de la Xenie (≪Epigrammes. Venise≫

1790. Numero 66: Artemis-Gedenkausgabe. Bd.l. Zurich 1950. S.235) que Goethe ｎ'ａ pas craint

de publier au milieu de l'Allemagne,
…≫(Sakularausgabe.

Bd.l6. S.136)ﾚDans l'entretien avec

Holderlin, Heinse joue le role de ce ≪vieuχ paien≫; il y a loin deヶ阻peれsee au Sacr6-Coeur du

Crucifie, a 1' ≪h"umilit§ chr6tienne>。ａ la ≪mystique mortification)) et a la ≪faveur de la Nuit

sublime≫(vers 19) de≪Pain et Vin≫.11 est a l'antipodeｽde l'ame romantique de Clemens

Brentano (1778-1842) qui ecrit h Ph.O. Runge le ２１ Janvier 1810:ぐ≪Jamais peut一色tre la haute

tristesse meditante n'a 6t6 si magnifiquement exprimee. Parfois ce genie devient obscur et

sombre dans le puits amer de son coeur; mais (CEuvres cite:es de Holderlin. p.1105／ｐ.1106)1e

plus souvent, son apocalyptique fetoile Melancolie brille√merveilleusement touchante, au-dessus

de la vaste mer de ses emotions. ... la Nuit en particulier est limうide, eclairee d'6toiles， solitaire,

une cloche d'ancienne memoire retentissant ＆ 1a f ois pour le passe:et l'avenir; je la tiens pour

l'un des poemes les plus accomplis qui soient au monde.≫　ノ

　Le romantique ignorant du titre d§dicatoire: ≪Pain et Vin ／しÅHeinse・ｎ'ａ recu que la

premiere strophe (vers 1-18) intitule≪La Nuit≫daりsF=≪Almanach des Muses≫(1807) de

Seckendorf. II n'avait pas la moindre id6e de la ≪Grece bienheureuse≫(vers 55) et de r image

nuancee du Crucifie humiliS en accord avec Antigone√CEdipe etトles autres hferos de la trag^die

grecque dans le vers 107 de ≪Pain et ｖin≫:≪Ou bien il est venu aussi lｕトmeme, prenant la forme

humaine, (vers 107/vers 108) accomplir et fermer 11 Fgte divine.≫(Sixieme strophe). II s'agit

ici d'unir rame bienheureuse d'Antigone, d'CEdipe ou:d'Electreﾚetle Sacre-Coeur du Crucifife a

l'exemple de Simone Weil (≪La Source grecque≫Paris.:Gallimard 1953) : ≪Et le dialogue sublime

　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　.●　･●en trois vers 011 Electre s'emerveille successivement de la presence du bien-aime aux trois sens,

vue, ou'ie et toucher. Les repliques d'Oreste:Ｂもｅｎ一aiｒｒｔｅｅ, j’ｃれｓｕiｓtｅｒｎ.=ｏｉｎ:Plｕｓ ｊａｍａｉｓ ailleｕｒｓ

Ti’iｒｉtｅｒｒｏｇｅ;ＡｉｎｓｉｄｅｓｏＴｍａｉｓ　ａｉｅ-ｍｏｉ　tｏ司ｏｕｒｓ，n'ontde sens q臨 de la皿rtde Dieu.≫ (≪Plaintes

d'Electre et reconnaissance d'Oreste≫p.55).Malgre que Brentano ne puisse pas toucher le noeud

du probleme de l'histoire des idees, il a le pressentiment d6sうrofondeurs du poeme dans la lettre

citfee au-dessus que 1' ≪apocalyptique §toile≫ ，ｅｎ佃ｏ(捗aht ｕ=ｎｅ･･principale figure hero'ique de la

tragedie,≪brille, merveilleusement touchante, au-dessus de la vaste mer des emotions≫de la

≪Grece bienheureuse≫que d'apres Holderlin Jesus-Christ ａ accomplieト

　≪Heinse, le c§lebre auteur d’　Ａｒｄｉｎｇｈ-ｅｌｌｏest egalement avec nous. C'est vraiment un homme

tout a fait parfait. Rien de plus beau qu'une telle s6iヽ6�te dans la vieillesse.≫(Lettre de

Holderlin a son frere le ６　aoflt 1796: CEuvres citees. p.392)ソC6≪vieux pa'ien≫avec la belle

≪sferfenite dans la vieillesse≫est un des enfants de la nuit ＆ la fin du Siecle des Lumieres dont la

philosophie s'femancipait touiours trop au gre de l'Eglise. Au::しontraire de lui, le romantique

s'ensevelit dans la Nuit mystique: ≪Si le mystere d6 1八面ture 6t la genese des substances

attiraient dfeia par eux-memes les esprits curieux, combien rinter§t qu'on portait a ces muets

compagnons se trouvait-il rehausse par l'art singulier de 16面 fabrication, par les lointains
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horizons romantiques d'ou ０ｎles faisait venir ou par le caractere sacre de leur antiquity. ...

L'age moderne, au contraire, avec (≪Romantiques allemands l≫Gallimard 1963. p.391/p.392)

son facile bien一色tre, ne presente plus que r image insignifiante et plate de la vie journaliere.≫

(Novalis≪L'Attente≫deF≪Ofterdingen≫1799-1800. Chapitre II).Ce devancier de Brentano

touche au fond de l'ame romantique: ≪De plus en plus haut s'elevait en lui ce doux dfesir

(Sehnsucht),…Son coeur palpitait d'un desir i�ini, et la plus douce anxietfe 1e penetrait devant

cette demeure des siecles eternels.≫(≪Les Disciples a Sais≫1798. II:op.cit. p.364). Ses≪Hymnes

a la Nuit≫(≪Athenaum≫1800)ｏｎt en effet fomente 1a ≪Nuit≫de≪Pain et ｖin≫. Une chose est

sflre. C'est que la Nuit mystique agit en profondeur chez Holderlin et se cache au ≪limpide

regard≫(vers 25) de Heinse. Celui-ci se declare pour le Zeus mondain: ≪Toute mon essence est

iouissance et activite; 1a tete sereine, toujours pleine d'idees claires, d'images charmantes et de

belles vues fascinantes. et mon coeur battant ressemble a celui d'une jeune bacchante dans la

premiere ivresse d'amour en toute liberte.≫(≪Ardinghello et les lies de bonheur≫1787. Cinquieme

partie: Reclam-UB 1975. S.364). II est a noter que Heinse, 1e vieillard d'une fetonnante vitalite

de l'age de Goethe( 1749-1832) et Novalis( 1772-1801 ),le poete mort ＆1a fleur de l'age, se situent

aux deux poles de la deuxieme strophe (vers 19-36) de≪Pain et ｖin≫.

　C'est par rintermSdiaire de Holderlin que le romantique aussi bien que le ≪vieux paien≫

retrouveront une sorte de Paradis perdu, puisque celui-ci se sent etranger dans la communaute

ecclesiale et celui-la ne veut pas laisser eclipser le christianisme des ≪lointains horizons

romantiques≫par la floraison culturelle de la Grece mythique. 11 y ａ deux caracteres bien

contrastes:１ｅ Crucifix qui ≪descend, en porteur de torche, chez les ombres≫(vers 155-156) et le

≪Dieu supreme≫(vers 23),≪Zeus qui est plus proprement lui-meme, ce Zeus qui …foｒｃｅ ｐ�ｓ

ｄｅｃｉｓiｕｅｍｅｎt　ｕｅｒｓ　la　tｅｒｒel'elan panique 6ternellement hostile a rhomme, l'Slan toujours en

chemin vers l'autre ｍｏｎｄｅ≫.C'est la ≪Grece bienheureuse≫(vers 55), ou les h6ros cedent ＆

F≪elan panique en chemin vers l'autre ｍｏｎｄｅ≫:≪011 brillent-ils, ou done, les oracles frappant au

loin comme l'eclair? (vers 61/vers 62) Delphes dort, et la voix du grand Destin, ou sonne-t-elle?

(vers 62/vers 63) Ou le dieu prompt? Lourd d'un universel bonheur, ou, de quels cieux en fete

(vers 63/vers 64) Jailli, frappe-t-il les regards de sa splendeur tonnante? (vers 64/vers 65)

Ether, 6 Pere!…≫(CEuvres citees. ｐ.810).Apｒ6sｅｎt que Holder lin se pose comme un ≪poete au

temps des tribulations≫(vers 122), ou le Dieu des chrfetiens, ainsi que le ≪Zeus qui est plus

proprement lui-meme≫, fait son entr§e fepanouie dans ce monde d'ici bas, il doit se souvenir du

declin de rAntiquite ≪lors de la victoire definitive du christianisme, c'est一色-dire au IIF et au IVe

siecle,…, lorsque le vrai Dieu parut avec la croix, et que les iconoclastes fanatiques, １ａbande

noire des moines, briserent les temples et lancerent l'anatheme contre les dieux proscrits.・

(Heine≪De l'Allemagne≫Neuvieme partie. Les dieux en exil: Sakularausgabe. Bd.l7. S.128).

　Malgre que Heine soit saisi de crainte par le ≪zele iconoclaste des premiers chrStiens≫(op.cit.

S.114), il admet leur point de vue ≪que ceux-ci ne devaient et ne pouvaient epargner les vieux

temples et les antiques statues, car dans ces monuments vivaient encore cette ancienne serenite

grecque et ces moeurs joyeuses qui, aux yeux des fideles, relevent du domaine de Satan.≫(op.cit.

S.114). Le poete de ≪Pain et ｖin≫est un prfedfecesseur de Nietzsche, l'auteur celebre ｄｅ≪La

naissance de la tｒag6die≫(1872) qui a 6lague les elfements de Fhe116nisｍｅ: ≪Cette ancienne

serfenite grecque est un contraire de la <naivete> magnifique des anciens Grecs plus antiques et
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solennels≫(Chapitre 17: Kritische Gesamtausgabe. 3 .Abt.ﾄらdﾝ仁S.lll). Cette≪naivete≫

correspond bien d'apres Nietzsche a la ≪fleur de la culture apoUinienne, cette fleur poussante

hors du fond du gouffre lugubre≫･(op.cit. S.lll)::≪Ici sｅ･pｒ飴entent･a･notre vue, dans la

symbolique supreme d'art, ce monde apollinien du beau 6t son fond, la sagesse epouvantable du

compagnon de Dionysos nomme斗lene. Nous　comprenons, par　intuition, leur　necessite

reciproque. ... (Chapitre 4 : op.cit. S.35/S.36)…Ｅtﾄvoila!ApoUon ne pouvait pas vivre sans

Dionysos!≫(≪La naissance de la tｒａ㈲die≫). Cette ｒ6cipｒりcite necessaire du dionysiaque

≪6pouvan table≫むt de l'apollinien ≪solennel≫ne peut se presenter que dans la･･tragedie attique des

≪formes 6pouvan tablemen t solennelles≫:≪ Dans les scenesレles fと)ｒmeS epouvantablement

solennelles, le drame, comme celui d'un proces d'heresie ― tout cela en tant que langue pour un

monde, ou parmi la peste et le dereglement du sens,:et un esprit de divination partout exacerbe,

en un temps de :desoeuvrement, le Dieu et l'homme, afin que le cours du monde n'ait pas de

lacTine, et queｌａ　ｍｅｍｏｉｒｅ ｄｅ ｃｅｕｘ ｄｕ ciel ｎ’ｅｃｈ.叩ｐｅ ｐａｓ,　ｓｅ　ｐａｒｌｅｎｔ　ｄａｎｓ　la　figｕｒｅ tｏｕt ｏｕblieｕｓｅ

ｄｅ Ｆ回心L浪にcar l'infidelite divine, c'est elle qui est le mieux a retenir.≫(H5lderlin

≪Remarque:S sur ai;dipe≫ 1804. Chapiter 3 : CEuvres citees. p.958)に

　Le poete de ≪Pain et ｖin≫invite non seulement lむ ≪vieuxﾄpaien≫, Heinse, mais encore le

romantique, soit Novalis, soit Brentano, ａ sa ≪Grece ｂｉｅれjhe面卵ｓｅ≫pour s'interposer dans le

conflit entre rhellenisme et le christianisme. １１ ne manque pasトi(j 14 derniere touche dans la

forme inexprimable de Jesus-Christ que le poete ajoute supplementairement aux vers 55-106

rapportables a la Grece d'CEdipe et des autres h6ΓφS tragiques, en interrogeant son C(・ur et sa

memoire dans l'histoire des idees: ≪Ou bien il est venu : aussi lui-meme, prenant la forme

humaine, /Accomplir et fermer la Fete divine.≫(vers 107-108)ﾚL'essentiel, c'est que le Crucifie

ineffable ne se fait pas designer par son nom. Au mieux, 1e pronom personnel nous suggere le

Redempteur sans en avoir l'air. 0n dirait qu'il しSt la lune blanche,大八 peine visible, dans le ciel

encore bleu al'heure du crepuscule. Si le favori du Zeus mondain fait preuve de tolerance
ａ

regard du Crucifieefface et discret au milieu de la ≪Grece bienheureuse≫, son erudition peut

s'allier a la religion positive, et cependant cette rehabilitation du Dieu Chretien dans le coeur du

≪vieux paien≫presuppose la transformation de la comprehensioねde rhellenisme,
a savoir que

r intelligence grecque cede sa place ａ sa qualite potentielle, au d6血on familier de Socrate par

exemple. La decouverte deF≪intelligence vide d'un Socrate≫a fait epoque concernant cette

transfiguration:≪Socrate avait 6t6 bien ignorant; il avait u町g6nie, ... Fintelligence vide d'un

Socrate, aussi bien que le sein d'une Vierge pure, peut devenir 琵ｃｏｎｄｅ.≫(Hamann≪Memoir es

socratiques≫1759. Chapitre 2 : Reclam-UB 1968. S.55; Samtliche Werke in 6 Banden. Historisch-

kritische Ausgabe. Wien. Herder 1949-1957. Bd.2. S.75).I1 y a une premisse majeure que Socrate

passe g§neralement pour le type du rationaliste qui entre むn scene dans le chapitre 13 de ≪La

naissance de la tragedie≫:≪Les rouages monstrueux du socratisme logique se donnent du

mouvement pour ainsi dire ｄｅｒｒieｒeSocrate.≫(Nietzsche:トop.citレBd. 1 . S.87). En outre, ce

≪socratisme logique≫ s'accompagne de ≪ravidite de connaissance immod紅白e d'optimisme sur le

modele de Socrate≫(Chapitre 15: op.cit. S.98) d'apres Nietzsche. Ces deux 6l6ments socratiques

vont de pair Jeter les fondations des sciences occidentalesバdorlt les pionniers sont les createurs

de la ≪theologie affirmative≫, Augustin( 354-430) et Thomas d'Aquin( 1225-1274) par exemple.

　Ｌａ≪Cite de Dieu≫(413-426) augustinien etablit les bases d:し･ la doctrine orthodoxe de la
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theologie polfemique. C'est le point que l'histoire universelle marche et continue tout droit et

chaque renovation spirituelle tranche dans le vif pour chercher avec acharnement k couper toute

l'Mrfeie par la racine: ≪L'histoire universelle marche a partir de r Orient vers rOccidant, car

r Europe est simplement la fin de cette histoire, l'Asie le ｃｏｍｍｅｎＣｅｍｅｎt‥‥lcise leve le soleil

exterieur et physique, et il se couche en rEurope occidentale.･On voit ici le soleil intSrieur de la

conscience de soi qui se leve en repandant un 6clat plus haut.≫(Hegel≪La philosophie de

l'histoire≫1822 sqq.:Werke 1832-1845. Frankfurt am Main, Suhrkamp 1969-1971. Bd.l2. S.134).

Certes, l'elitisme europeen se debarrasse volontiers de r opinion nuancee de 1'≪intelligence vide

d'un Socrate≫dans le triomphe de sa propre ≪conscience de soi≫, mais r esprit positif se complete

par la ≪puissance §norme de la negative≫:≪C'est l'energie du Denser, du Moi pur. ... La beauts

faible hait r intelligence,
…C'est

la vie de r Esprit qui n'ａ pas peur de la mort, ni ne se protege

nettement de la devastation, mais supporte la mort, dans laquelle elle se conserve. L'Esprit

(Geist) ne remporte sa verit§ qu'en se trouvant lui-mgme dans le dSchirement absolu.≫(Hegel

≪Ph合ｎｏｍ６ｎ０１０ｇｉｅde r Esprit≫1807: Werke. Bd. 3.S.36).Le philosophe augustinien de l'histoire

s'aneantit au fond dans l'≪Antigone de Ｓｏｐｈｏｃｌｅ≫(Hegel:op.cit. S.322) parmi les≪gfenies clairs

en eux-memes sans deux faces, les formes celestes sans tache≫(op.cit. S.321) et rompt

finalement avec le theologien affirmatif de la religion positive pour s'entremettre dans la

querelle des Anciens et des Modernes｡

　Holderlin introduit le ≪vieux pa'ien≫comme l'ame romantique ＆1a≪Grece bienheureuse≫de

≪Pain et ｖin≫, afin que tous les deux y rencontrent une ≪puissance 6norme ｄ６１ａnegation≫dans

P≪intelligence vide d'un Socrate≫et les belles ≪scenes, les formes fepouvantablement solennelles≫

de la tragfedie. Cette capacite nfegative s'accorde de plus avec le Sacr合一Coeur que l'Apotre des

gentils nomme la ≪pensee (*･ovc) du Christ≫dans sa premiere epitre aux Corinthiens (La Bible

de Jerusalem sous la direction de l'Ecole biblique de Jerusalem. Paris. Cerf/Desclee. 1973/

1975. p.1773: 1 Co 2 ｡16):≪Ayez entre vous les memes sentiments qui sont dans le Christ J6sus:

(Ph 2.5/6) Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'egalait a Dieu.

(6／7)Ｍａｉs il s'aneantit lui-meme, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux

hommes. S'etant comports comme un homme, (7／8)il s'humilia plus encore, obfeissant iusqu'

ゑ１ａ mort, et a la mort sur une croix! (Epitre aux Philippiens. 2.5 －8 : La Bible de Jerusalem.

p.l824).La paraphrase du texte essentiel se trouve dans la note maxginale au bas de la page 1824

dela≪Bible de Jerusalem≫:II ｓ’ａｎｔａｎtit　lｕi一肌∂me,litt§ralement il se vida lui-Ｔｎｅｍｅ≫　.Lepoint

le plus important est la ≪vacuite≫(泌ｙω!7Zg)dｕ Crucifie qui est equivalent ＆ｃｅ pronom一議

personnel de Holderlin: ≪0u bien il est venu aussi lui-meme, prenant la forme humaine, ／

Accomplir et fermer la Fete divine.≫(≪Pain et ｖin≫vers 107-108). Le pronom montre de la

retenue dans son apparition pour §tre digne de cette ≪vacuite≫du Dieu Chretien. Ce qui est vide,

c'est comme Ｆ ≪intelligence≫(vovq) grecque d'un Socrate, ainsi la ≪ｐｅｎs6e(ｙoijg)dｕ Christ≫

dans la ≪ｖａｃｕit6≫(ｘ＆ωびiq) du Crucifie. Void le noeud du probleme de la ≪restauration

{anaχ(叉て(1ぴてａ仇;c)universelle≫quant au poeme dedicatoire≪Pain et Vin ／
A Heinse≫:≪Dieu, lui,

ａ ainsi accompli ce qu'il avait annonc6 d'avance par la bouche de tous les prophetes, que son

Christ souffrirait. (Ａｃ３.18／／20)…11 enverra alors le Christ qui vous a 6t6 destin§, J6sus,

(20/21) celui que le ciel doit garder jusqu'aux temps de la restauration universelle dont Dieu ａ

parl6 par la bouche de ses saints prophetes.≫(Actes des Apotres. 3.18-21: La Bible de Jerusalem.
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p.1693).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　＼　…………

　L' apocatastase origenienne, 1a≪restauration parfaite de t6乱石 la creation≫ (Origene ≪Trait6

des Pricipes≫Tome i/ii/m/iv/v. Sources Chｒ6tｉｅｎｎｅsﾝＮ°252/253/268/269/312. Paris.

Cerf 1978/1978/1980/1980/1984. Tome III. Livres Ill et IVンか.233/う.232: perfecta uniuersae

creaturae restitutio. III. 5 . 7 ) synchronise hie eレnunc 1･a Passion dia Christ et la ≪fin

bienheureuse≫eschatologique:≪Car la bonte de Dieu, selon ｃ:ｅqui lui convient, invite tous les

etres et les attire ＆1a fin bienheureiise≫ (op.cit. Tome I. Livres Iﾌﾟet II. p.229/p.228: Benignitas

enim dei secundum quod se dignum est, prouocat omnia et adtrahit ad beatum finem. 1.8.3).

Cet origenisme ne vent pas dire aucune uniformisation vis←良一ｖisﾄde≪Pain et ｖin≫ de Holderlin:

≪Une mesure est la toujours, commune (vers 44/vers 45) A tous, et chacun cependant recoit en

propre son destin.≫(CEuvres citees･ p.809). Mais plutot il s'agit d'une coincidence des opposes:

≪C'est justement parce que dans un produit la part du particulier ne peut jamais etre

completement distinguee de la part qｕ'y tient le tout, que･chaque objet particulier est

intimement 116 ＆ｕｎ tout et qu'ils ne font tons deux qu'un seul ensemble vivant,　intｅｇｒａｌｅｍｅｎt

indiｖidｕaliｓｅ.et constituもｄｅ ｐａｒｔieｓ a l(l foiｓ ａｕtｏｎｏｍｅｓ ｅt Intｉｍｅｍ印t,　ｅtｅｍｅｌｌｅｍｅｎt　ｕ戒ｅｓ.≫

(Lettre de Holderlin a Sinclair, le 24 decembre 1798: CEiivres citees. p.687). Nous avons deja

oppose Heinse et le romantique. Tous les deux se rencontrent dans la pens§e vide ou I'intelligence

du poete dont la passion a fini par lui troubler la raison au ｐ毎S tard depuis 1807 jusqu'a l'annee

1843 de sa mort. Sa folie confine a son g6nie; ainsi il balance laﾚpremiere moitie normale de sa

vie 1770-1807 et le resteイou. II n'y ａ que lui pour faire un ｐｏりｍりpareil a≪Pain et Vin≫ (1800-

1801):≪Et qui pourrait mepriser le mSpris, sinon ce triomphant (vers 47 / vers 48) Delire qui

saisit les chanteurs soudain dans la nuit sainte?≫(Qiluvres citees. p.809 sq.).Å1a suite de cette

troisieme strophe (vers 37-54), il delire de joie sur la ≪Grece bienheureuse≫ (vers 55) dans les

≪formes epouvantablement solennelles。de la ≪voix du grand Destin・ (vers 62), ou les heros

cedent a l'≪酎ａｎ panique en chemin vers l'autre ｍｏｎｄｅ≫, comme nous avons d6ia remarque

au-devant. II est hors de doiite　que　dans　sa　passion　ｐＵ斑卵　甲　faufile　aucun　esprit

mephistophelique du ≪grand Jupiter, a qui j'ai deja compare Goethe≫ (Heine: op.cit. Bd.l6.

S.142). Void le secret de concilier l'ame romantique sans tache, aussi bien que Heinse.

PHASEN DER APOKATASTASIS IN DER DEUTSCHEN　DICHTUNG 一一- VON

KLOPSTOCKS 。MESSIAS" (1748-1773) BIS ZU　HOLDERLINS　。BROD　UND

WEIN ″(1800-1801)　　　　　　　　　　　　　　‥･･。　･･　。万　Katsumi TAKAHASHI

(DGeschichtliche HintergriJnde　　　　　　　　　　　　　ト　｡｡

　Der protestantische Reformator vom Thesenanschlag und der puritanische Barockdichter vom

｡Verlorenen Paradies“(1667) stimmen der intoleranten　Orthodoxieパｎ　der　Ablehnung　der

｡Wiederbringung der Damonen“　zu. Diese origenistische｡Apokatastasis“　rechtfertigen　die

pietistischen Epen, Petersens ｡Uranias“ (1720) und Klopstocks｡Messias“(1748-73). Ihnen geht der

mystische Meister Eckhart mit gutem Beispiel voran. Der Schwerpunkt liegt in der zweideutigen
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｡Apokatastasis“(Apg　3 ｡21). Darunter verstehen die Orthodoxen die vollige Erneuerung am

Jiingsten Tag, wo die Damonen nach Luthers 。Catechismus“(1529)。vertilget“ werden ｓ０１１ｅｎ｡

　Im 。Gottesstaat“(21. 23) lebt Augustinus im festen Glauben an die ewige Strafe der hollischen

Damonen, denen Milton offenkundig auch die 。Ionischen Gotter“ (1.508) zuzahlt. Die Origenisten

sind dariiber Ansicht, daB alle erschaffenen Substanzen.wie Eckhart schreibt。.niemer vertilget“

und allerletzt。zegote“ wiedergebracht werden. Sogar den 。Urheber des Bosen selbst“，namlich

Satan heilt Gottes Benignitat nach der 。Grofien Katechese“ (383ff.) des Gregor von Nyssa. Aufs

vierte Jahrhundert des toleranten Gregor folgt die Zeit der orthodoxen Sauberungsaktion der

Anathemata von Nestorios, Pelagios und Origenes.

(2)Petersen und Klopstock

　Der Pietist Spener traut Johanna und Wilhelm Petersen 1680. Ihr wird das Geheimnis der

｡Apokatastasis“(Wiederbringung) 1685 offenbart. Unter ihrerti EinfluB schreibt Wilhelm 。Das

ewige Evangelium der allgemeinen Wiederbringung aller Creaturen“ (1699), das dreibandige Buch

vom　。Mysterium der Apokatastasis aller Wesen “ （1700-1710）ｕnd das hexametrische Epos

｡Uranias, qua opera Dei magna ad apokatastasin celebrantur“ (1720). Die ersten beiden bezieht

Leibniz in der 。Th6odicee“(1710) auf den Ausspruch des Origenes, wonach sogar die gefallenen

Engel zuletzt heilig und selig werden, und macht selbst den Plan zur ｡Uranias“ 1711｡

　Im Grunde stimmt Leibniz wohl nicht Petersens radikalem Origenismus zu, aber er ist kein

Todfeind der Verworfenen, wie Bayle im 。Dictionnaire historique et critique“ (1696), der ihre

Apokatastasis streng ablehnt und sich auf ihre totale Vernichtung freut. Nach der 。Th60dic6e“

verdammt Gott die Verworfenen, weil sie｡unverbesserlich “ (impenitents) sind. Diese Unverbesser-

lichkeit paBt nicht im Fall des reuevollen Teufels namens Abbadonaa in Klopstocks 。Messias“

(1748-1773). Freudig begriiBt jene ｡reine und unschuldige Zeit“der ｡Empfindsamkeit“ in der Mitte

des 18. Jahrhunderts die origenistische Rettung des gefallenen Abbadonaa.

(3)Lessing, Hamann ｅtＣ｡

　Im Interessenbereich von Lessings 。Leibniz, Von den ewigen Strafen“(1773) steht 。Leibnitii

Praefatio“ als eine GutheiBung der Bestrafung der Verdammten im Gegensatz zu Soners ｡Demon-

stratio theologica et philosophica quod aeterna impiorum supplicia non arguant Dei justitiam sed

injustitiam“ (1654):。Beweis der Ungerechtigkeit der ewigen Strafen“. In der toleranten Aufkla-

rungszeit denkt Leibniz sich wohl wenige Verdammte, aber er stimmt nicht mit dem radikalen

Origenisten in der Wiederbringungstheorie der Apokatastasis iiberein. Auf diese Streitfrage bezieht

Lessing Eberhards ｡Neue Apologie des Sokarates Oder Untersuchung von der Seligkeit der Heiden“

(1772). Nach der Orthodoxie 1郎t Dante die griechischen Weisen im hollischen 。Ｌｉｍｂｏ“（｡Inferno“

4.86ff.) der 。Divina Commedia“ (1319) wohnen, von wo aus Christus die Gerechten der Bibel zur

｡Seligkeit“(Beatitudo) wiedergebracht habe. tJber Eberhards 。bessernde Sokratische Holle“，

namlich eine Art des 。Fegefeuers“ (Purgatoriums nach Dante), schreibt Lessing, ,,da6 auf diese

Weise Holle und Himmel in eines flieBen und sich jeder Siinder sonach trosten konne, iiberlang oder

kurz dennoch einmal in Himmel zu ｋｏｍｍｅｎ.“tjbrigensinteressiert der 。Damon des Sokrates“

kaum den rationalistischen Lessing, sondern den Verfasser der 。Sokratischen Denkwiirdigkeiten“

(1759). Es ist dieser Magus im Norden, der den 。Damon“, den Stein des AnstoBes 陥ｒ die
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Augustinischen Orthodoxen, mit der seligen Reinheit Maria vereinigt und dem 。seeligen Griechen-

land“ Holderlins die Bahn geebnet hat.　　　　　　　　　　　…………=　ノ　し　ヶ

(4)Goethes 。Faust' und 。Iphigenie ’　　　　　　　　　　＼　　　　　＼

　Nach der volkstiimlichen Sage, der Marlowes 。Doctor Ｆａｕ斗叩“(1604) folgt, kommt dieser

deutsche Doktor in die Holle, da er den Bund mit dem Teufel namむns Mephistopheles geschlossen

ｈａt:。No end is limited to damned souls.'‘(Akt5. Sz. 2. V.172)ｹlnﾄden 。ewigen Strafen“ (aeterna

supplicia) stimmt er mit dem verdammten 。Tantalos“(Platon ,↓:ＧφΓgias“525C-E) iiberein, dessen

｡Apokatastasis“(Wiederbringung) und gute Besserung Goethむ吋｡Iphigenie auf Tauris“ (1787)

brennend wiinscht, wie 。Una Poenitentium, sonst Gretchen gen:annt“ zur Mutter Gottes um die

Erlosung ihres Geliebten am Ende von Goethes 。Faust“(1832)ﾌbetet: 。Vergonne mir, ihn zu

belehren.“(V. 12092) Hier geht es um den ｐ記agogischen Origenismus, nach dem 。nichts unheilbar

錨ｒden Schopfer iSt“しDe Principiis“ 3 ｡6.5):。Denn die Giite Gottes (Vgl. Rom. 2 .4) ermuntert,

wie es seinem Wesen entspricht, und lockt alles hin zu dem seligen Ende.“(ibd. 1.8.3)

　Goethes 。Urfaust“ (ca. 1773-1775) der Sturm-und-Drang-Zeit hangt zwar von der Gretchen-

Tragodie ab, aber hat zugleich den Wissensdurst mit Lessings｡Faust“(ca. 1759) gemein. Bei

Lessing 。sollte es auch nur durch das Licht sein, welches der menschliche Verstand selbst

hineintrug.“（｡Die Erziehung des Menschengeschlechts“ 1780. §:65).Diesem aufklarerischen Intel-

lektualismus fehlt die 。lebendige Quelle“ reinen Pathos。,die durch eigene Kraft sich emporarbei‘

tｅt“（｡Hamburgische Dramaturgie“ 19. 4 .1968) und sich effekt心日狛ｒ Goethes 。Faust l“（1808）

auswirkt: 。Erquickung hast du nicht gewonnen, / Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt“（Ｖ.

568fよGoethes 。lebendige Quelle“　reinen Pathos wird durch das Erlebnis des idealisierten

Griechentums in 。Faust II“(1832) noch mehr purifiziert und fordert den 。immer strebenden“

Doktor in seiner Beseligung: 。Wer　i m m e r　strebend･s i c h　bemiiht, /Den

k 6 n n e n　w i r　e r 1 OS en.“(V.11936f.)

{5)Schillers 。Ideedes Schbnen ’　　　　　　　　……　　＝

　Goethes sizilianisches 。Neugriechenland“ (12. Apr. 1787) ｈａtダzwar keine Entsprechung im

hellenischen Eriebnis Schillers, den hochstens lener am Beispiel eines Gipsabgusses des ｡kolossalen

Junokopfes, wovon das Original in der Villa Ludovisi steht" ( 6………Jan.1787), in die marmorne

Bildhauerkunst einigefiihrthat, aber in der Ideenwelt begreift der letzte schneller als der erste: 。Bs

ist weder Anmuth noch ist es Wiirde, was aus dem hむrrlichen Antlitz einer　Juno　Ludovisi

zu uns spricht; es ist keines von beyden, weil es beydes zugleich ist.“（ﾉ｡Ａｓ:thetischeErziehung“ 1795.

XV : NA 20. 359). Auf diese Weise "wird dieser Denker ein bedeutender Kopf auf der Suche nach dem

idealisierten Griechentum, das in Holderlins 。seeligem Ｇｒlむchenland“gipfelt, und nimmt eine

bevorzugte Stellung in Hofmannsthals 。Griechenland“(1922) ein:………｡Bisvor kurzem noch, als das

Schiff sizilisches,≫groBgriechisches≪Gewasser befuhr―war Goethe mit uns. Er bleibt zuriick, wie

der italische Strand hinter uns zuriickbleibt. Mit einem Mai fiihlenwir ihn als Romer. ...一und ist es

nicht Schillers kiihne und groBe Seele vor allem, die in ｕｎｓしaufstむht?Seine Visionen der Antike,

diese immer sich wiederholende stiirmische Forderung, irgendwo:auf Erden die Idee des Schonen,

die zu erfassen sein inneres Auge so stark war, verkorpert zu finden ―“

　Vom asthetischen Blitz aus griechischem Himmel getroffen fiihltder scharfsinnige Dichter sich
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als 。heiligerBarbar“ im christlichen Abendland und versucht seinen eigenen Intellektualismus zu

iiberwinden: 。Dessen Stralen mich darnieder schlagen, Werk und Schopfer des Verstandes! …nimm

die ernste strenge Gottin wieder, die den Spiegel blendend vor mir halt; Ihre sanft're Schwester sende

nieder, spare jene fur die andere Welt.“（｡Die Getter Griechenlandes“ 1788). Von Schillers

Hollenqual um des 。heiligen Barbaren“ namlich 。Schopfers des Verstandes“ willen geht seine

origenistische Apokatastasis (Wiederbringung) aus und setzt jene griechische 。Ideedes Schonen“

zum Ziel. Denn 。irgendwie wachst das Bose (xax加）Ｖｏｎinnen heraus, …sooft etwa vom Schonen

(xaλ加) der Seele Entfernung entsteht.“(Gregor von Nyssa 。Oratio Catechetica Magna“ 386-387).

Sein anderes Gedicht 。Die Kiinstler“(1789), dem wohl der hollische Urgrund fehlt, zeigt uns aber

genauer den Weg zur 。seligen Vollendung“. Geistesgeschichtlich gehe es um die Geburt der

｡zweyten hoh'ren Kunst“ der Griechen nach der 。ersten Schopfung“ von Himmel und Erde. Diese

｡hoh're Kunst“ nehme schon die 。seligeｖｏｎｅｎｄｕｎｇ“vorweg, die nach meiner Lesart dem Inhalt

des letzten Satzes der habraischen 。Genesis“(2.3) entspricht: 。Bara Elohim Ia-ass6t“（Ｇｏttschuf,

um zu vollenden). Die zu vollendende Schopfung ist die Aufgabe der 。Kiinstler“nach dem Ideal der

griechischen 。hoh'ren Kunst“ und der Endzweck Schillers.

(6)Holderlins 。Brod und Wein ’(1800-1801)

　Mitten im 。seeligen Griechenland “ (V.55-108: Str.4-6 vom neun strophigen Gedicht 。Brod und

Wein“) wendet der Dichter sich mit einer bescheidenen Frage an die Lesser, u.a. seinen Freund,

Wilhelm Heinse(1749-1803), dem er dieses gedankenlyrische Gedicht gewidmet hat: 。Oder er kam

auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an （Ｖ.107／Ｖ.108）Ｕｎｄvollendet' und schloB trostend

das himmische Fest.“In einer Ober-Schicht kann der Weingott als Deus ex machina auf offener

Biihne erscheinen, aber in verborgensten Tiefen des menschlichen Herzens liegt uns der gekreuzigte

Gottmensch im Sinn: 。Jhesus Christus …(Phil 2 . 5 / 6 ) Welcher ／ ob er ｗ01 in gottlicher gestalt

war ／ hielt ers nicht fur einen Raub ／ Gotte gleich sein ／（2.6／7）Ｓｏｎｄｅｒｎeussert sich selbs ／

vnd nam Knechts gestalt an ／ ward gleich wie ein ander Mensch ／ vnd an geberden als ein Mensch

erfunden ／ (2.7/8) Ernidriget sich selbs ／ vnd ward gehorsam bis zum Tode ／ ja zum tode am

Creutz.“(Luther-Bibel 1545. 11.364). Schon in der ersten Strophe (V.1-18) ahnt der romantische

Brentano(1778-1842) Holderlins 。apokalyptischen Stern Ｗｅｒｍｕth“，der ihm 。wunderbar riihrend

glanzet“(Brief vom ２!｡1.1810), und traumt sich 。wie ein Kind im SchooBe der Mutter unter ihrem

Herzen, mit keinem Schmerz, als dem des Lebens iiberhaupt“ (Tagebuchbrief vom Dezember 1816 :

Stuttgarter Holderlin-Ausgabe. Bd. 7. 2. Teil. S.433) zu Weihnachten｡

　Heinses 。klares Auge“ (Str. 2 . V.25) ist in diesem Zusammenhang des Romantikers Gegenpol:

｡Ａ１１mein Wesen ist GenuB und Wirksamkeit; heiter der Kopf immer voll heller Gedanken, reizen-

der Bilder und bezaubernder Aussichten, und das Herz schlagt mir wie einer jungen Bacchantin im

ersten ganz freien Liebestaumel.“（｡Ardinghello und die gliickseeligen Inseln“　1787. Teil　5 :

Reclam-Ardinghello 364). Dieser heidnische Geist wird ins 。seelige Griechenland “ eingeladen,

dessen 。himmlisches Fest“ der Gekreuzigte 。trostend schloB“，wahrend Brentano, nichts vom selig

griechischen Fest ahnend, nur die erste Strophe mit dem Titel 。Die Nacht“ als Zwilling der

｡Hymnen an die Nacht“ （1800）ｄｅＳNovalis kennt, der in der funften Hymne glaubt, da6 das heitere

Griechentum von der christlichen Seelennacht uberwunden wurde. Eigentlich hat Holderlin sich mit

diesen romantisierenden Hymnen eingehend auseinandergesetzt. Deswegen ladt er die beiden
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Romantiker wie Heinse ins ｡seelige Griechenland “ ein. Zwar lassen sich die romantische Seele und

der heidnische Geist kaum miteinander vereinbaren, aber hierin greift der Dichter von 。Brod und

Wein“ vermittelnd ein. Die griechische Heimat der schonen Seele versohnt er also mit der

romantischen Sehnsucht nach der unendlichen　Feme, um　zwischen　dem　Griechentum　und

Christentum zu balancieren. Dennむｒ ist ｗohトder einzige Griechむnfl･eund, der ein restloses

Gestandnis ablegt: ,,Ichｗｅ旧es aber, eigene Schuld (V.48/V.49) Ists!Denn zu sehr, (V.49/V.50)

0 Christus! hang'ich an diｒ“（｡Der Einzige“　1 .Fas. 1801-1802)レDank　dieses　unendlichen

SchuldbewuBtseins des Freundes mag auch Heinse mit der Moglichkeit seiner origenistischen

Apokatastasis (Wiederbringung) zum romantisch fernen Christentum rechnen. Aボder anderen

Seite ebnet der Dichter der ｡Nacht“ den Romantikern die Bahn der Apokatastasis zur griechischen

Heimat der schonen Seele.

* Erstdruck:(1) Geschichtliche HintergriindeC｡EIKQN － Studien　zum　Ostlichen　Christentum“

Nagoya. Schinseisya. Vol.11. 20. 5 ｡1994. S.40-51) / (2)Petersen und Ki･opstock(｡ＥＩＫΩＮ“Vol.14.

30.12.1995. S.93-103) / (3)Lessing,･Hamann etc.(｡EIKON“Vol.15. 30……=7･｡1･996.･S.77-88)/ (4)Goethes

｡Faust“ und 。Iphigenie“(｡EIKOS[“ Vol.17. 20. 7 .1997. S.94-106) / (5)Schillers｡Idee des Sむhonen“

(｡EIKOsf“ Vol.19. 30. 7 .1998. S.117-129) / (6)H6lderlins｡Brod und Wein“し(｡Forschungsberichte

der Universitat KStzschi“ Vol.48. , Geisteswissenschaften ‘≒27.12.1999. S.39-33 im horizontalen

Druck)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡｡ト　　　　　上

(Manuscriptum receptum l ｡ 10. 1999)
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ｌ
ａ
　
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｕ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ

―
｝
）
ａ
ｒ
　
６
ｇ
-
ａ
ｒ
ｄ
　
ｐ
ｏ
ｕ
ｒ
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ｅ
　
(
１
７
４
９
-
１
８
０
３
)
　
ｅ
ｔ
　
l
e
ｓ
　
ｒ
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
｡
　
Ｎ
ｏ
ｖ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
　
(
１
７
７
２
-

１
８
０
１
)
　
ｅ
ｔ
　
Ｂ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｏ
｛
｝
コ
？
ぶ
ｇ
）
・
（
一
九
九
九
年
1
2
月
2
7
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、

第
4
8
巻
、
人
文
科
学
篇
、
横
組
2
1
頁
－
6
4
頁
）
・
：
復
帰
の
問
題
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
を
回
り
、

一
方
キ
リ
ス
ト
教
中
世
へ
と
沈
潜
す
る
ロ
マ
ン
派
の
詩
魂
に
異
教
圏
ギ
リ
シ
ア
を
見
直
す
道
を
示

す
と
共
に
、
他
方
ハ
イ
ン
ゼ
の
よ
う
な
異
教
圏
に
む
し
ろ
親
し
む
啓
蒙
時
代
の
知
識
人
に
新
た
に

ギ
リ
シ
ア
蚤
由
で
キ
リ
ス
ト
ヘ
至
る
心
の
軌
跡
を
描
く
、
こ
の
両
面
で
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
筆

者
は
当
詩
歌
が
古
典
悲
劇
と
救
世
主
受
難
を
眼
目
と
し
、
世
俗
化
し
た
異
教
神
話
や
教
会
宗
教
の

贅
肉
を
削
ぎ
つ
つ
、
話
題
の
双
方
に
異
質
な
世
界
へ
の
突
破
口
を
開
い
た
点
を
指
摘
し
た
。

6
1
■
　
　
Ｆ
ｒ
.
　
Ｓ
ｔ
０
ｌ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｓ
　

。

Ａ
ｕ
ｓ
ｅ
ｒ
ｌ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｏ
ｎ
”
　
(
１
７
９
８
-
１
７
９
６
)
　
　
―

I
m

Z
ｕ
ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｈ
ａ
ｎ
ｇ
　
m
i
ｔ
　
Ｇ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
｡
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
.
　
(
　
1
九
九
九
年
1
2
月
2
7
日
刊
・

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
4
8
巻
、
人
文
科
学
篇
、
横
組
6
5
頁
－
7
8
頁
）
・
：
実
際
シ
ュ
ト
ル
ベ

ル
ク
は
相
当
な
学
識
と
教
養
を
備
え
た
才
人
で
あ
り
、
例
え
ば
彼
の
残
し
た
プ
ラ
ト
ー
ン
訳
は
ゲ
ー

テ
も
活
用
し
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
い
ざ
反
シ
ュ
ト
ル
ベ
ル
ク
で
論
陣
を
張
る
と
、
ゲ
ー
テ
は

こ
の
訳
業
の
欠
点
に
専
ら
焦
点
を
あ
て
、
何
ら
長
所
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
当
論
は
、
確

か
に
否
定
で
き
な
い
そ
の
欠
点
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
達
ギ
リ
シ
ア
通
と
の
対
比
で
明
示
し
つ
つ
も
、

あ
く
ま
で
彼
の
業
績
と
し
て
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
を
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
に
橋
渡
し
し
た
点
を
高
く
評

価
し
た
。



公
刊
さ
れ
た
直
後
、
早
速
こ
れ
と
取
り
組
ん
だ
労
作
ペ
ツ
ォ
ル
ド
註
（
一
八
九
六
年
一
一
八
九
七

年
刊
、
復
刻
一
九
六
七
年
）
に
お
い
て
、
当
該
の
第
一
〇
七
句
以
下
は
、
そ
の
よ
う
に
専
ら
古
代

ギ
リ
シ
ア
本
位
に
読
み
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
碩
学
の
註
解
一
一
九
頁
か
ら
引
用
し
て
み
よ

う
。
「
第
一
〇
五
句
か
ら
第
一
〇
八
句
に
か
け
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
の
は
、
就
ん
ず
く
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
が
、
耐
の
悲
劇
詩

人
よ
り
も
頻
繁
に
神
々
を
舞
台
に
登
場
さ
せ
、
こ
の
ｄ
ｅ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｘ
　
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
（
機
械
仕
掛
け
の
神
）

を
類
な
く
不
断
に
活
用
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
Ｓ
）
」
と
説
明
さ
れ
、
あ
く
ま
で
古
代
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
の
時
空
は
、
そ
の
異
教
圏
そ
れ
自
体
で
閉
じ
完
結
し
丸
く
収
ま
っ
た
も
の
と
了
解
さ

れ
て
い
る
。
本
来
ハ
イ
ン
ゼ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
観
も
、
こ
う
し
た
自
己
完
結
形
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
否
ハ
イ
ン
ゼ
の
み
な
ら
ず
、
当
時
ヴ
ァ
イ
マ
ル
古
典
主
義
の
ギ
リ
シ
ア
像
、
お
よ
び
そ
れ
に
倣
っ

た
美
意
識
も
、
そ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
後
に
『
理
想
と

○
四
年
』
と
改
題
さ
れ
た
シ
ラ
ー
の
名
詩
『
幽
魂
の
国
』
（
一
七
九
五
年
～
）

一
八

な
く

ス
が
晴
や
か
に
天
界
に
迎
え
ら
れ
る
明
朗
な
天
国
に
、
そ
れ
は
代
表
さ
れ
る
。
ま
た
は
一
七
八
八
年

の
初
稿
に
お
け
る
「
神
聖
な
野
蛮
人
」
（
第
一
一
四
句
）
と
か
「
知
性
の
創
造
主
」
（
第
一
九
四
句
）

と
言
っ
た
既
成
宗
教
の
神
へ
の
挑
戦
（
㈲
註
（
3
1
）
）
を
控
え
、
シ
ラ
ー
が
無
難
で
当
り
障
り
な
き

姿
へ
と
改
め
た
再
稿
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
（
一
七
九
三
年
筆
、
一
八
〇
〇
年
刊
～
）
に
も
、
そ
う

し
た
自
己
完
結
形
ギ
リ
シ
ア
像
は
見
事
に
形
造
ら
れ
て
い
る
。
や
が
て
十
九
世
紀
に
『
ロ
マ
ン
派
』

二
八
三
三
年
）
で
俊
才
ハ
イ
ネ
が
、
こ
う
し
た
「
ゲ
ー
テ
風
の
芸
術
時
代
」
(
ｇ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｏ
ｄ
ｅ
'
"
'
)
を
批
判
す
る
中
で
、
こ
う
記
し
て
い
る
。
「
ゲ
ー
テ
が
書
い
た
も
の
は
全

て
、
ｅ
ｉ
ｎ
　
ａ
ｂ
ｇ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｔ
ｅ
ｓ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
w
ｅ
ｒ
ｋ
（
丸
く
収
ま
っ
た
芸
術
作
品
）
と
な
っ
た
ら
）
」
。

　
前
述
の
『
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
』
（
註
（
６
）
）
に
お
け
る
姿
勢
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
結
局
ゲ
ー

テ
こ
そ
当
時
文
壇
で
「
ド
イ
ツ
の
ゼ
ウ
ス
～
」
と
緯
名
さ
れ
る
に
相
応
し
い
Ａ
ｕ
ｇ
ｅ
ｎ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ

（
眼
の
人
）
で
あ
り
、
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
ｅ
ｓ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
　
（
分
別
知
に
長
け
た
人
物
）
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
彼
の
化
身
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
に
お
い
て
十
全
に
証
明
さ
れ
得
る
。
他
方
ハ
イ
ン

ゼ
に
悪
魔
の
分
別
知
を
自
分
自
身
に
自
覚
す
る
程
の
反
省
力
は
期
待
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
詩
人

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
友
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
古
代
ギ
リ
シ
ア
通
の
彼
が
、
就
く
『
パ
ン
と
葡
萄

酒
』
で
対
話
の
相
手
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
際
ハ
イ
ン
ゼ
の
教
養
が
先
に

触
れ
た
「
ゲ
ー
テ
風
の
芸
術
時
代
」
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
、
そ
の
対
極
に

置
か
れ
る
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
よ
う
な
人
物
の
空
無
を
孕
ん
だ
知
性
ヌ
ー
ス
」
が
目
指
す
「
至

福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
が
、
一
層
と
悲
劇
の
狂
気
を
孕
ん
で
際
立
っ
て
く
る
。

　
「
正
に
そ
れ
故
！
　
聖
な
る
夜
に
、
ｆ
ｒ
ｏ
ｈ
ｌ
ｏ
ｋ
ｋ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｎ
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
（
歓
呼
す
る
狂
気
M
a
-

ｖ
ｉ
ａ
)
が
不
意
に
襲
う
と
、
歌
人
は
世
人
の
嘲
り
を
嘲
り
返
し
得
る
」
と
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第

三
節
の
第
四
七
句
以
下
で
歌
わ
れ
、
文
字
通
り
Ｓ
ｐ
ｏ
ｔ
ｔ
（
嘲
り
）
を
被
り
、
狂
気
の
後
半
生
へ
と

転
落
し
て
ゆ
く
詩
人
と
、
分
別
知
に
長
け
た
眼
の
人
ハ
イ
ン
ゼ
と
の
間
に
、
明
瞭
な
対
峙
が
成
さ

れ
る
。
そ
し
て
悲
劇
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
空
無
を
孕
ん
だ
至
福
へ
と
い
ざ
な
う
詩
人
の
筆

力
に
心
動
か
さ
れ
、
次
第
に
既
成
の
「
丸
く
収
ま
っ
た
芸
術
作
品
」
に
自
己
閉
塞
し
得
ぬ
新
た
な

精
神
界
ギ
リ
シ
ア
に
向
か
う
ハ
イ
ン
ゼ
が
、
く
り
返
し
例
の
第
六
節
を
し
め
く
く
る
第
一
〇
七
句

以
下
を
読
み
直
す
時
、
そ
の
一
瞥
の
折
に
は
察
知
し
な
か
っ
た
「
彼
」
に
お
け
る
転
調
に
恐
ら
く

気
付
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
後
に
ニ
ー
チ
ェ
が
槍
玉
に
挙
げ
た
「
ギ
リ
シ
ア
風
明
朗
性
」

(
ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
'
"
）
）
で
は
至
り
得
な
か
っ
た
究
極
の
「
神
自
身
」
へ
、
む
し
ろ
空

無
ケ
ノ
ー
シ
ス
を
本
質
と
し
た
「
悲
劇
の
誕
生
」
（
｛
｝
ｅ
ｂ
ｕ
ｒ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｇ
ｏ
ｄ
ｉ
ｅ
'
"
）
）
す
る
「
至
福

な
る
ギ
リ
シ
ヤ
」
を
道
と
し
て
、
異
教
徒
ハ
イ
ン
ゼ
も
友
に
手
を
引
か
れ
て
辿
り
着
く
と
言
え
る
。

　
そ
し
て
引
き
続
く
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
七
節
の
第
一
〇
九
句
か
ら
終
結
部
（
第
九
節
の
第
一

六
〇
句
）
ま
で
、
詩
人
は
異
教
徒
が
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
と
相
互
浸
透
す
る
局
面
を
切
り
開
き
つ
つ

歌
い
継
ぐ
。
こ
こ
で
大
筋
の
詩
想
は
、
万
物
復
帰
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
の
壮
大
な
構
図
を
西
欧

精
神
史
の
上
に
繰
り
広
げ
な
が
ら
、
失
楽
園
の
悲
哀
を
浮
上
さ
せ
た
り
、
復
楽
園
の
希
望
を
抱
か

せ
た
り
、
微
妙
な
音
調
の
転
移
を
織
り
成
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
な
ら
で
は
の
陰
影
（
Ｚ
μ
呂
～
）

に
豊
ん
だ
多
彩
な
魂
の
世
界
を
形
造
る
。
恐
ら
く
純
朴
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
、
そ
の
対
極
に
あ
る

明
敏
な
教
養
人
ハ
イ
ン
ゼ
を
結
び
得
る
有
効
な
絆
、
そ
れ
が
空
無
ケ
ノ
ー
シ
ス
を
孕
ん
だ
『
パ
ッ

と
葡
萄
酒
』
の
詩
魂
で
あ
り
、
こ
の
狂
気
す
れ
す
れ
を
ゆ
く
魂
の
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
前
提
と
し

て
こ
そ
、
教
会
の
神
に
親
し
め
ぬ
異
教
徒
の
心
に
も
、
い
つ
と
は
な
し
に
十
字
架
の
神
の
空
無
ケ

ノ
ー
シ
ス
が
芽
生
え
る
と
言
え
る
。
そ
の
上
で
「
乏
し
き
時
代
」
（
第
七
節
の
第
二
Ｉ
ニ
句
）
と

負
の
側
か
ら
眺
め
ら
れ
る
現
実
も
、
反
対
の
正
の
面
で
「
西
欧
の
果
実
」
（
第
九
節
の
第
一
五
〇

句
）
と
掴
み
直
さ
れ
得
る
可
能
性
が
開
け
る
。
「
見
よ
！
　
私
達
が
そ
れ
な
の
だ
。
私
達
が
、

Ｆ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
（
西
欧
の
果
実
）
な
の
だ
。
」
と
、
今
日
の
底
本
の
第
一
五
〇
句
に

あ
る
所
を
、
詩
人
は
別
稿
で
「
〇
降
回
（
冥
府
）
で
、
Ｅ
ｌ
ｙ
ｓ
ｉ
ｕ
m
（
至
福
の
島
）
な
の
だ
。
」
と

も
歌
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
と
も
決
め
難
い
両
義
性
の
中
で
、
至
福
は
ギ
リ
シ
ア
な
の
か
キ
リ
ス
ト

な
の
か
？
　
異
教
徒
ハ
イ
ン
ゼ
の
心
は
揺
れ
動
く
。
と
同
時
に
反
復
し
て
味
読
す
る
過
程
で
、
こ

の
至
福
へ
と
至
る
道
が
、
異
教
徒
に
固
有
な
ギ
リ
シ
ア
風
明
朗
性
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
悲
劇
の

誕
生
す
る
空
無
ケ
ノ
ー
シ
ス
の
方
に
伸
び
て
お
り
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
ダ
イ
モ
ー
ン
も
、
そ
の

三
四
　
（
3
4
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
「
一
八
呂
年
」
八
〇
一
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



　
三
五
　
（
3
5
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
（
一
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

明
朗
な
彼
に
は
、
そ
の
第
一
節
で
歌
わ
れ
た
「
噴
泉
」
な
ど
が
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
洞
察
し
た
深

層
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ま
ず
は
表
層
の
次
元
で
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
う
も

の
の
彼
ほ
ど
の
感
受
生
豊
か
な
才
人
が
、
表
層
の
理
解
に
留
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難

い
。
勿
論
ロ
マ
ン
派
と
異
な
り
彼
は
啓
蒙
家
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
明
朗
な
分
別
人
間
に
も
、

ど
こ
と
な
く
割
り
切
れ
な
い
不
思
議
な
心
の
動
き
を
思
わ
ず
喚
起
す
る
の
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
特

有
の
詩
想
展
開
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
節
の
十
八
句
を
前
提
に
し
て
、
第
二
節
冒
頭
の
第
十
九
句

で
、
「
不
可
思
議
な
の
だ
…
」
（
Ｗ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
　
i
ｓ
ｔ
　
･
･
･
)
と
歌
い
継
が
れ
る
時
、
こ
の
「
不
可
思

議
」
と
い
う
言
葉
は
唐
突
で
も
な
く
、
ま
た
押
し
つ
け
が
ま
し
く
な
く
、
詩
人
の
友
ハ
イ
ン
ゼ
に

素
直
に
受
容
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
即
ち
啓
蒙
家
に
近
い
彼
と
、
そ
の
対
極
に
い
る
ロ
マ

ン
派
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
達
の
仲
間
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
間
に
、
対
立
し
緊
張
を
孕
み
な
が
ら
も
心
と

心
の
通
う
対
話
が
成
立
し
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
『
夜
』
の
詩
人
は
、
対
話
の
相
手

ハ
イ
ン
ゼ
に
親
密
な
表
象
を
第
二
節
で
繰
り
広
げ
つ
つ
、
表
層
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
か
ら
、
そ

の
深
層
へ
と
徐
々
に
い
ざ
な
っ
て
ゆ
く
。
「
不
可
思
議
な
の
だ
、
そ
の
崇
高
な
夜
の
恵
み
は
。
誰

一
人
知
ら
な
い
。
…
　
そ
の
よ
う
に
夜
は
動
か
す
、
世
界
を
、
そ
し
て
希
望
を
抱
く
魂
を
も
…

即
ち
、
そ
の
よ
う
に
事
を
望
む
の
が
、
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
（
至
上
の
神
）
、
と
て
も
汝
を
慈
し

む
神
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
夜
よ
り
汝
に
は
、
思
慮
分
別
の
昼
が
好
ま
し
い
。
だ
が
時
折
ま
た

ｋ
ｉ
ａ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｅ
（
明
澄
な
目
）
も
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
（
陰
影
）
を
好
み
、
・
：
　
」
（
第
一
九
句
以
下
）

　
　
「
明
澄
な
目
」
は
、
ゲ
ー
テ
同
様
ハ
イ
ン
ゼ
に
相
応
し
い
形
容
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
ロ
マ
ン

派
好
み
の
「
陰
影
」
が
『
夜
』
の
詩
人
に
固
有
な
要
素
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
こ
う
し
た
明
暗

の
中
に
あ
っ
て
、
ハ
イ
ン
ゼ
を
格
別
に
慈
し
む
「
至
上
の
神
」
は
、
「
思
慮
分
別
の
昼
」
に
似
合

う
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
神
界
の
長
ゼ
ウ
ス
と
読
み
取
れ
る
。
或
い
は
プ
ラ
ト
ー
ン
風
に
、
そ
の
対
話
篇

『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ
ス
』
四
一
Ａ
で
登
場
す
る
ｎ
ａ
ｘ
ｖ
Ｑ
（
父
）
な
る
造
物
主
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス

{
ｄ
ｎ
t
ｕ
ｏ
ｖ
ｇ
ｙ
ｏ
ｓ
'
^
”
}
'
例
の
範
例
イ
デ
ア
ー
を
眺
め
つ
つ
世
界
構
築
を
成
し
遂
げ
た
神
を
考
え
て

も
良
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
理
知
の
明
か
る
い
面
と
協
和
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
格
で

あ
り
、
こ
う
し
た
意
昧
で
の
吝
～
（
知
性
）
の
人
ハ
イ
ン
ゼ
が
「
汝
」
と
し
て
呼
び
か
け
ら
れ
、

次
第
次
第
に
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
詩
人
に
よ
り
、
こ
の
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
（
分
別
）
の
人
が
例
の
新

約
の
「
キ
リ
ス
ト
の
心
{
ｖ
ｏ
ｖ
ｇ
　
Ｘ
ｇ
ｉ
ｆ
ｆ
Ｔ
Ｏ
ｖ
}
」
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
て
ゆ
く
（
㈲
の
註
（
1
0
）
）
。

　
肝
要
な
の
は
、
前
述
の
「
空
無
を
孕
ん
だ
知
性
ヌ
ー
ス
」
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｌ
ｅ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
）
へ
と
、

オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
風
の
明
朗
な
ハ
イ
ン
ゼ
の
知
性
が
転
ず
る
点
で
あ
る
。
こ
の
空
無
の
零
点
が
、
先

程
言
及
し
た
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
〇
七
句
の
「
彼
」
（
回
）
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
異
教
徒

ハ
イ
ン
ゼ
の
心
に
十
字
架
の
神
へ
の
思
い
が
点
る
。
す
る
と
教
会
の
神
に
は
無
縁
と
思
わ
れ
た
心

の
内
実
が
、
そ
の
十
字
架
の
神
へ
と
結
び
あ
わ
さ
れ
、
思
い
が
け
ぬ
復
帰
の
可
能
性
が
開
か
れ
て

く
る
。
確
か
に
、
啓
蒙
主
義
の
大
き
な
特
色
は
、
教
会
離
れ
で
あ
り
、
そ
の
神
キ
リ
ス
ト
か
ら
人

心
が
疎
遠
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
過
程
の
中
で
『
ア
ル
デ
ィ
ン
グ
ロ
』
の
著
者
も
、
究
極

の
「
至
福
」
（
曽
に
賢
・
邑
を
現
世
の
心
垢
で
覆
っ
て
し
ま
い
、
結
局
は
「
幸
福
」
（
臼
片
ぼ
多
発
艮
）

し
か
俎
上
に
乗
せ
る
こ
と
の
出
来
な
い
心
の
貧
困
へ
と
転
倒
し
て
し
ま
い
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話

の
深
層
へ
十
全
な
眼
指
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
説
教
せ
ず
、
い
わ
ん
や
叱
責
な
ど
せ
ず
、
い
つ
と
は
な
し
に
理
知
本
位
の
親

友
を
、
例
の
空
無
ケ
ノ
ー
シ
ス
の
方
面
へ
と
案
内
し
て
ゆ
く
。
そ
の
道
は
長
い
の
で
あ
る
が
、
す

で
に
触
れ
た
第
一
〇
七
句
の
「
彼
」
（
～
）
に
戻
る
と
、
こ
の
代
名
詞
こ
そ
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら

キ
リ
ス
ト
教
西
欧
へ
の
転
調
の
只
中
に
生
動
し
て
い
る
。
こ
の
脈
絡
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
第

一
〇
六
句
に
至
る
ま
で
、
第
五
五
句
に
お
け
る
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
ー
」
と
言
う
呼
び
か
け
以

来
、
全
ヱ
ハ
○
句
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
中
央
部
（
第
四
節
５
第
六
節
、
第
五
五
句
～
第
一
〇
八

句
）
は
、
焦
点
を
悲
劇
に
あ
て
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
や
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
を
念
頭
に
置
い
て
神
と

人
と
の
断
絶
お
よ
び
相
互
浸
透
が
関
心
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
第
一
〇
五
句
で
悲
雄
を

撃
つ
と
歌
わ
れ
て
い
る
「
或
る
神
」
(
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｇ
ｏ
芭
は
、
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
よ
う
な
古

代
ギ
リ
シ
ア
の
神
で
あ
り
、
一
応
こ
れ
を
踏
ま
え
、
第
一
〇
七
句
の
代
名
詞
「
彼
」
は
、
微
妙
な

両
義
性
の
中
を
揺
れ
動
く
。

　
文
法
上
で
第
一
〇
七
句
の
「
彼
」
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
第
一
〇
五
句
の
「
或
る
神
」
と
、
男

性
の
単
数
形
と
い
う
共
通
性
を
有
し
て
呼
応
す
る
。
と
同
時
に
第
一
〇
七
句
が
、
「
或
い
は
も
し

か
す
る
と
彼
も
ま
た
来
臨
し
た
、
神
自
身
し
か
も
人
の
姿
を
と
り
」
と
続
く
所
か
ら
、
久
し
く
表

題
か
ら
人
と
成
り
し
十
字
架
の
神
を
予
想
し
て
い
た
読
者
の
脳
裏
に
は
キ
リ
ス
ト
が
浮
上
す
る
。

し
か
し
反
対
に
教
会
の
神
と
は
別
の
霊
威
を
期
待
す
る
異
教
徒
ハ
イ
ン
ゼ
の
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
素

直
に
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
道
は
伸
び
て
い
な
い
。
そ
し
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
詩
人
は
自
ら
の
親
友

の
こ
う
し
た
心
の
動
き
を
十
分
尊
重
し
て
、
決
し
て
押
し
つ
け
が
ま
し
く
、
こ
れ
見
よ
が
し
に
自

分
自
身
の
「
唯
一
者
」
を
表
立
て
て
提
示
し
な
い
。
す
る
と
話
題
の
第
一
〇
七
句
以
下
の
転
調
に

気
を
留
め
ず
、
あ
く
ま
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
関
係
の
こ
と
と
し
て
「
彼
」
を
も
解
し
、
ハ
イ
ン
ゼ
な

ら
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
こ
の
「
人
の
姿
」
を
悲
劇
の
舞
台
に
直
接
登
場
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

神
の
姿
と
取
り
、
普
通
は
隠
れ
て
現
わ
れ
な
い
「
神
自
身
」
が
目
に
見
え
る
形
と
な
る
上
演
を
思

い
浮
か
べ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
実
際
一
八
九
四
年
か
ら
一
八
九
六
年
に
か
け
て
初
め
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
全
一
六
〇
句
が



あ
り
な
が
ら
　
・
：
ｅ
ａ
ｕ
ｒ
≪
J
ｖ
　
ｉ
ｘ
ｅ
ｖ
ｃ
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
（
自
身
を
空
し
く
し
）
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｑ
(
ｐ
ｒ
j
　
V
　
ｄ
ｏ
ｖ
Ｘ
ｏ
ｖ
　
Ｘ
ａ
３
（
ｂ
ｖ
（
僕

た
る
人
の
姿
を
と
り
）
、
・
：
　
ｔ
ｒ
ａ
ｍ
ｅ
ｉ
ｖ
ａ
ａ
ｅ
ｖ
　
ｅ
ａ
ｖ
ｒ
ｄ
ｖ
（
低
く
自
身
を
下
げ
た
）
　
…
　
ｌ
な
’

タ
ナ
ト
ゥ
ー
・
タ
ナ
ト
ユ
ー
・
デ
・
ス
タ
ウ
ル
ー

ｖ
ａ
ｖ
ａ
ｒ
ｏ
ｖ
｡
　
ｖ
ａ
ｖ
a
m
ｖ
　
ｄ
ｅ
　
ａ
ｒ
ｒ
ａ
ｖ
ｇ
ｏ
ｖ
（
死
に
、
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
５
）
）
」
と
、
パ
ウ
ロ
達

は
記
し
て
い
る
。
こ
こ
の
「
僕
の
姿
を
と
り
」
が
何
よ
り
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
〇
七
句
の

「
人
の
姿
を
と
り
」
の
内
実
を
な
す
、
と
言
う
の
が
筆
者
の
読
み
で
あ
る
。
そ
し
て
中
心
に
、
空

無
（
ケ
ノ
ー
シ
ス
）
の
思
想
が
あ
り
、
実
は
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
イ
デ
ア
ー
界
を
も
、
こ

う
し
た
空
無
を
孕
ん
だ
詩
想
で
掴
む
の
が
適
正
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す
で
に
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
追
憶
録
』
（
一
七
五
九
年
）
に
お
い
て
逆
説
の
妙
を
示
し
た
ハ
ー

マ
ン
が
、
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
よ
う
な
人
物
の
ｄ
ｅ
こ
ｅ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
　
（
空
無
を
孕
ん
だ
知

性
ヌ
ー
ス
）
は
、
清
浄
な
処
女
マ
リ
ア
の
懐
と
同
じ
く
（
神
性
を
宿
し
）
実
り
豊
か
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
」
（
圓
の
註
（
1
0
）
）
と
書
い
た
点
は
見
た
。
こ
の
空
無
ケ
ノ
ー
シ
ス
を
孕
ん
だ
吝
忿

（
知
性
や
精
神
）
の
根
底
に
、
Ｄ
ａ
ｍ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
　
(
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
ダ
イ
モ
ー
ン
）
を
、

ハ
ー
マ
ン
は
据
え
て
い
る
。
恐
ら
く
『
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
』
の
天
神
ゼ
ウ
ス
達
に
は
望
み
得
ぬ
当

固
有
な
本
質
と
み
な
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
空
無
ケ
ノ
ー
シ
ス
を
孕
ん
だ
神
人
キ
リ
ス
ト
に
倣
い

(
ｉ
ｍ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
i
)
、
表
面
上
ゼ
ウ
ス
遠
の
よ
う
に
晴
や
か
な
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
著
「
ギ
リ
シ

ア
模
倣
論
」
の
深
層
に
、
「
何
か
新
し
い
も
の
を
発
見
す
る
ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｒ
ｅ
（
欲
望
）
よ
り
は
、
む
し
ろ

喪
失
し
た
何
か
を
再
獲
得
し
た
い
w
ｉ
ｓ
ｔ
ｆ
ｕ
ｌ
　
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
　
(
物
思
わ
し
げ
な
感
性
７
）
）
」
を
、
敏
感
に
察

知
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　
　
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
も
、
こ
う
し
た
表
層
の
神
界
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
明
朗
さ
か
ら
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
神
話
の
深
層
へ
と
、
心
を
向
け
る
こ
と
が
詩
想
展
開
の
要
と
な
る
。
そ
れ
は
哲
学
か
ら
神

話
へ
、
合
理
性
の
権
化
か
ら
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
ダ
イ
モ
ー
ン
」
へ
の
道
で
あ
り
、
天
上
の
神

ゼ
ウ
ス
遂
に
対
す
る
大
地
の
復
権
に
他
な
ら
な
い
。
ま
ず
思
想
詩
冒
頭
は
、
夕
暮
の
薄
明
に
安
ら

う
都
市
の
動
静
か
ら
始
ま
り
、
例
え
ば
前
述
（
㈲
の
註
（
５
）
）
の
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｑ
ｕ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
（
生
け

る
泉
）
が
大
地
か
ら
沸
く
姿
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
第
九
句
か
ら
第
一
〇
句
に
か
け
て
次
の
よ
う

に
歌
っ
て
い
る
。
「
そ
し
て
圃
２
コ
ｇ
ロ
（
噴
泉
）
が
、
浩
々
と
湧
き
、
清
冽
な
水
し
ぶ
き
を
あ
げ

辺
り
、
芳
香
に
匂
う
花
壇
を
う
る
お
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
何
気
な
い
市
井
の
日
常
で
は
あ
る
が
、

そ
の
在
り
来
た
り
の
表
象
の
中
に
不
可
思
議
な
生
命
の
躍
動
を
見
い
出
し
て
い
る
。
但
し
、
詩
人

の
歌
い
ぶ
り
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
『
最
後
の
晩
餐
(
Ｆ
ｕ
ｌ
ｔ
ｉ
ｍ
ａ
　
Ｃ
ｅ
ｎ
ａ
）
』
（
一
四
九
五
年
一
一
四

九
七
年
）
を
思
わ
せ
る
黄
昏
の
情
緒
に
包
ま
れ
、
こ
の
噴
泉
の
躍
動
も
表
立
た
ず
、
静
謐
の
中
に

秘
め
た
力
を
宿
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
詩
想
は
、
現
実
の
生
の
諸
相
に
開
か
れ
て
い
な
が
ら
も
、
同
時
に
遁
世
の
方
向
を
目
指

す
反
俗
の
読
者
、
例
え
ば
十
九
世
紀
初
頭
の
ロ
マ
ン
派
詩
人
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
心
の
琴
線
に
も
触

れ
得
た
。
実
際
一
八
一
六
年
十
二
月
の
日
記
書
簡
で
彼
は
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
九
句
以
下
に

言
及
す
る
。
も
っ
と
も
彼
は
本
来
の
表
題
も
知
ら
ず
、
た
だ
都
市
の
諸
相
が
歌
わ
れ
た
第
一
節
の

十
八
句
の
み
を
『
夜
』
の
表
題
の
下
に
知
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
「
泗
々
と
湧
く
噴
泉
は
、

正
し
き
義
人
た
ち
が
飲
ん
で
元
気
と
な
る
ｅ
w
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｑ
ｕ
ｅ
ｌ
ｌ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
Ｂ
ｕ
ｎ
ｇ
（
約
束
の
永
遠

の
泉
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
～
」
と
あ
り
、
無
限
へ
の
憧
憬
に
駆

ら
れ
た
ロ
マ
ン
派
詩
人
は
、
す
で
に
詩
想
の
深
層
へ
眼
指
を
向
け
、
情
景
と
心
底
で
響
き
合
う
魂

の
根
元
で
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
問
い
を
発
し
て
い
る
。
こ
れ
は
但
し
、
あ
く
ま
で
鋭
く
繊
細
な
魂
を
有

し
た
詩
人
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
場
合
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
物
を
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
は
念
頭
に
置

い
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
表
題
を
知
っ
て
も
尚
キ
リ
ス
ト
を
直
ち
に
思
い
浮
か
べ
な
い
人
、
日

頃
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
は
異
教
圏
ギ
リ
シ
ア
に
理
想
を
見
て
い
た
親
友
に
向
か
い
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

は
当
詩
歌
で
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
当
の
詩
人
の
友
に
捧
げ
ら
れ
た
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
表
題
の
傍
に
は
、
こ
の
献
呈
の
旨

を
示
し
て
「
ハ
イ
ン
ゼ
に
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
文
学
史
上
こ
の
人
物
は
長
編
小
説
『
ア
ル
デ
ィ

ン
グ
ロ
と
幸
福
の
群
島
』
（
一
七
八
七
年
）
で
名
高
い
文
筆
家
で
、
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
タ
リ

ア
の
詩
人
ア
リ
オ
ス
ト
の
大
作
「
狂
え
る
オ
ル
ラ
ン
ド
」
を
独
訳
し
た
碩
学
で
も
あ
っ
た
。
一
七

七
〇
年
生
ま
れ
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
よ
り
二
十
歳
以
上
も
年
上
の
彼
は
、
ゲ
ー
テ
と
同
じ
一
七
四
九

年
生
ま
れ
で
、
ゲ
ー
テ
同
様
Ａ
ｕ
ｇ
ｅ
ｎ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
（
眼
の
人
）
と
言
い
得
る
所
謂
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス

風
の
明
朗
な
性
格
の
詩
人
で
あ
る
。
こ
う
し
た
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
（
分
別
あ
る
人
々
）

の
対
極
に
、
狂
気
の
後
半
生
（
一
八
〇
七
年
―
一
八
四
三
年
）
を
テ
ュ
ー
ビ
ン
グ
ン
の
史
跡
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
の
塔
で
送
っ
た
「
パ
ン
と
葡
萄
酒
」
の
詩
人
や
、
三
十
歳
に
満
た
ず
夭
折
し
た
ロ
マ
ン

派
の
『
青
い
花
』
の
作
者
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
（
一
七
七
二
年
－
一
八
〇
一
年
）
達
が
い
る
。
こ
の
明

暗
は
生
と
死
、
な
い
し
は
昼
と
夜
の
そ
れ
で
あ
る
。

　
先
に
検
討
し
た
ゲ
ー
テ
が
自
ら
の
皮
肉
が
ま
し
い
分
別
知
の
化
身
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
に

限
界
を
設
け
、
愚
か
な
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
の
理
想
主
義
に
道
を
開
い
た
時
、
悪
魔
に
も
縁
が
あ
る

Ｇ
ｌ
ｕ
ｃ
ｋ
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
（
幸
福
）
の
殻
を
突
き
破
り
、
何
ら
か
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
(
Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ

○
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
)
を
目
指
し
た
点
を
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
他
方
ハ
イ
ン
ゼ
の
「
幸
福
な
群
島
」

(
ｇ
ｌ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
　
I
n
ｓ
ｅ
ｌ
ｎ
)
が
至
福
（
∽
匹
賢
耳
）
へ
転
ず
る
場
が
、
彼
の
友
に
よ
り
『
パ
ン
と

葡
萄
酒
』
と
題
し
て
、
な
か
ん
ず
く
彼
ハ
イ
ン
ゼ
に
捧
げ
ら
れ
た
詩
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く

三
六
　
（
3
6
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
パ
ン
と
葡
萄
酒
」
（
一
八
呂
年
と
八
〇
一
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



三
七
　
（
3
7
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
二
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

s
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
)
と
呼
び
、
「
か
く
し
て
私
達
に
残
さ
れ
た
彼
の
遺
産
は
全
て
、
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
乱
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
（
生

命
あ
る
者
ら
）
の
た
め
の
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
乱
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ
（
生
命
）
と
し
て
・
：
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
」
と

説
い
て
い
る
。
未
だ
『
救
世
主
』
に
は
望
め
な
か
っ
た
古
典
古
代
と
の
絆
、
即
ち
「
パ
ン
と
葡
萄

酒
」
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
第
五
五
句
）
へ
と
伸
び
る
新
た
な
生
命
線
が
、
『
ギ
リ
シ
ア
模

倣
論
』
と
共
に
生
育
し
始
め
た
と
言
え
、
こ
の
線
上
で
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
（
一
七
八
七
年
）

に
お
け
る
ゲ
ー
テ
も
「
ギ
リ
シ
ア
人
達
の
国
を
魂
で
探
し
つ
つ
」
（
㈲
註
（
1
4
）
）
、
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス

神
域
よ
り
追
放
さ
れ
た
タ
ン
タ
ロ
ス
の
復
帰
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
を
祈
願
す
る
。

　
　
「
詩
人
た
ち
は
歌
っ
て
い
ま
す
。
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
m
ｕ
ｔ
　
（
傲
慢
ｖ
０
ｍ
５
)
と
Ｕ
ｎ
ｔ
ｒ
ｅ
ｕ
（
不
誠
実

d
a
m
n
ｌ
ａ
）
が
タ
ン
タ
ロ
ス
を
、
ゼ
ウ
ス
の
食
卓
か
ら
、
古
き
牢
獄
タ
ル
タ
ロ
ス
の
屈
辱
へ
と
突

き
落
し
た
、
と
。
あ
あ
、
彼
の
一
族
全
体
が
ゼ
ウ
ス
達
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
神
族
の
｝
｛
―
（
憎
悪
）
を

背
負
っ
た
の
で
す
。
」
（
第
三
二
三
句
－
第
三
二
五
句
（
。
）
）
と
、
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
は
物
語
る
。
こ

こ
で
聖
な
る
源
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
物
語
に
似
て
、
む
し
ろ
巨
神
テ
ィ
ー

タ
ー
ン
族
に
あ
り
、
彼
ら
を
ギ
ガ
ン
ト
マ
キ
ア
ー
（
巨
神
戦
）
で
打
倒
し
牢
獄
タ
ル
タ
ロ
ス
に
幽

閉
し
た
天
神
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
族
の
側
に
な
い
。
同
様
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
場
合
で
も
、
パ
ン
の
大
地

母
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
や
葡
萄
酒
の
バ
ッ
コ
ス
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
方
に
聖
性
は
宿
り
、
キ

リ
ス
ト
に
結
び
つ
く
。
つ
ま
り
言
わ
ば
正
義
の
味
方
ゼ
ウ
ス
達
が
ペ
ル
ガ
モ
ン
遺
跡
の
如
く
、
巨

神
戦
の
英
雄
と
し
て
ロ
ー
マ
帝
国
さ
な
が
ら
に
称
え
ら
れ
る
観
点
は
、
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
十
八

世
紀
ゲ
ー
テ
達
が
組
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
帝
国
ロ
ー
マ
の
政
治
権
力
に
似
て
、
あ
く
ま
で
外
か
ら
規
定
す
る
ゼ
ウ
ス
達
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
神

族
に
対
し
、
ゲ
ー
テ
の
疾
風
怒
濤
期
に
成
る
詩
歌
『
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
』
（
一
七
七
四
年
～
）
の

巨
神
は
魅
力
を
抱
か
ず
、
む
し
ろ
内
か
ら
沸
き
逡
る
生
け
る
泉
の
源
た
る
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
（
大
地
）
の
方

に
深
い
結
び
つ
き
を
覚
え
る
。
実
際
こ
の
詩
歌
の
第
一
句
で
「
ゼ
ウ
ス
よ
、
汝
の
天
(
Ｈ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
）

…
」
と
語
る
一
方
、
他
方
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
は
第
六
句
で
「
わ
が
大
地
」
（
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
)
を

自
ら
の
礎
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
雷
神
ゼ
ウ
ス
に
向
か
い
第
三
八
句
以
下
で
、
「
汝
を
敬
う
？

何
の
た
め
に
？
　
汝
は
重
荷
を
負
っ
た
者
の
苦
痛
を
和
ら
げ
た
こ
と
が
あ
る
の
か
？
　
不
安
に
戦

く
者
の
涙
を
静
め
た
こ
と
が
汝
に
は
あ
る
の
か
？
」
と
、
巨
神
は
語
る
。

　
　
『
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
』
に
お
け
る
ゼ
ウ
ス
ヘ
の
不
満
の
背
後
に
、
十
字
架
を
背
負
っ
た
慈
み
の

神
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
不
自
然
で
あ
る
ま
い
。
同
様
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

「
パ
ン
と
葡
萄
酒
」
で
も
、
直
接
あ
か
ら
さ
ま
に
名
指
し
さ
れ
な
い
十
字
架
の
神
が
、
詩
想
の
根

底
を
支
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
表
面
上
ギ
リ
シ
ア
が
表
立
ち
、
そ
の
天
界
オ
リ
ュ
ム

ポ
ス
よ
り
、
む
し
ろ
大
地
の
神
や
巨
神
に
重
心
が
か
か
る
。
だ
が
心
の
奥
で
大
地
と
、
人
と
成
り

し
神
キ
リ
ス
ト
が
深
く
結
び
つ
く
。
こ
の
結
び
目
を
な
す
の
が
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
は
、
古
代

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
誕
生
す
る
場
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
悲
劇
の
時
空
を
踏
ま
え
た
中
央
部
（
第

五
五
句
１
第
一
〇
六
句
）
に
、
言
わ
ば
付
け
足
し
の
ご
と
き
二
句
が
加
わ
り
、
こ
の
第
一
〇
七
句

と
第
一
〇
八
句
が
直
接
キ
リ
ス
ト
を
語
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
代
名
詞
で
密
や
か
に
暗
示
す
る

点
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
特
有
の
歌
い
方
で
あ
る
。

　
　
「
或
い
は
も
し
か
す
る
と
彼
も
ま
た
来
臨
し
た
（
〇
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｒ
　
ｋ
ａ
ｍ
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
）
、
神
自
身
(
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
)

し
か
も
人
の
姿
を
と
り
（
μ
乱
ｎ
ａ
ｈ
ｍ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｌ
ｔ
　
ａ
ｎ
）
…
」
と
、
何
よ
り
問

い
か
け
る
よ
う
に
、
押
し
つ
け
が
ま
し
く
な
く
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
絶
妙
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

万
物
復
帰
の
可
能
性
を
狭
め
る
の
が
、
こ
の
「
神
自
身
」
の
圧
倒
的
な
魅
力
で
あ
り
、
唯
一
無
比

の
人
格
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
い
か
に
控
え
目
に
出
す
か
が
詩
人
の
課
題
で
あ
っ
た
。
他
方
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
自
身
は
「
唯
一
者
」
（
初
稿
一
八
〇
一
年
７
）
）
と
題
す
る
讃
歌
の
第
四
八
句
か
ら
第
五

○
句
に
か
け
て
の
三
旬
で
こ
う
告
白
し
て
い
る
。
「
だ
が
私
は
知
っ
て
い
る
。
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
l
d

（
固
有
の
罪
）
な
の
だ
！
　
つ
ま
り
余
り
に
、
お
お
キ
リ
ス
ト
よ
！
　
私
は
汝
に
愛
着
を
抱
き
す

ぎ
て
い
る
の
だ
」
と
あ
り
、
詩
人
の
赤
裸
な
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
を
排
斥
せ
ざ
る

を
得
ぬ
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｚ
ｉ
ｇ
ｅ
（
唯
一
者
）
、
こ
れ
が
『
聖
書
』
の
語
る
「
一
な
る
神
」
（
ル
タ
ー
訳
で

ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
'
"
'
）
と
異
な
る
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
考
え
た
。

　
す
な
わ
ち
詩
人
自
身
一
七
九
九
年
の
詩
『
あ
ら
ゆ
る
悪
の
根
源
』
で
こ
う
歌
っ
て
い
る
。
「

ｉ
ｉ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
（
協
和
一
致
）
が
神
々
し
く
善
で
あ
る
。
全
体
い
ず
こ
よ
り
人
々
の
下
に
例
の
欲
望
は
来

た
の
か
？
　
た
だ
Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
（
唯
一
の
人
格
）
、
Ｅ
r
n
e
ｓ
（
唯
一
の
存
在
）
の
み
有
れ
Ｉ
・
　
と
い
う

欲
望
は
い
ず
こ
よ
り
？
（
。
）
」
と
あ
る
。
成
程
キ
リ
ス
ト
は
神
自
身
と
言
え
よ
う
が
、
し
か
し
な
が

ら
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
は
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
第
五
五
句
）
と
協
和
一
致
す
る
方
向
で
、

そ
の
神
自
身
が
問
い
求
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
昔
日
ギ
リ
シ
ア
を
異
教
圏
と
し
て
地
獄
に
据
え

た
『
神
曲
』
や
『
救
世
主
』
に
お
け
る
無
比
の
唯
一
者
キ
リ
ス
ト
は
、
今
や
晴
や
か
な
日
輪
の
ご

と
き
雄
姿
を
取
ら
ず
、
あ
た
か
も
夕
暮
の
薄
明
に
い
ず
こ
と
も
な
く
点
る
白
き
月
影
に
似
て
、
あ

く
ま
で
隠
れ
て
現
わ
れ
、
い
つ
と
は
な
し
に
異
教
圏
ギ
リ
シ
ア
の
天
界
復
帰
を
許
容
す
る
に
至
る
。

か
く
し
て
竟
に
異
教
圏
も
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
成
る
。

　
厳
然
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
心
に
「
唯
一
者
」
と
し
て
宿
る
「
た
だ
唯
一
の
人
格
、
唯
一
の
存
在

の
み
有
れ
！
・
　
と
い
う
例
の
Ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
（
欲
望
）
」
、
こ
れ
を
「
固
有
の
罪
」
と
自
覚
す
る
詩
人
は
、

こ
れ
を
十
字
架
に
か
け
た
と
言
い
得
る
。
即
ち
「
ピ
リ
ピ
人
へ
の
書
簡
」
二
・
六
一
八
で
話
題
の

ケ
ノ
ー
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
』
』
Ｉ
　
　
・
―
ｉ
　
！
―
　
ｉ
―
・
ｉ
｀
一
￥
１
４
ｕ
゛
4
1
1
1
！
―
｀
一
』
ｓ
ｌ
Ｉ
｀
ｌ
　
ｌ
　
¢

―
～
Ｓ
’
（
神
の
謙
虚
さ
に
よ
る

に
関
連
す
る
。
「
ま
た
イ
ェ
ス
ー
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
、

空
無
）
を
孕
ん
だ
神
白
身
の
姿
が
、
「
新
約
聖
書
」
で
は
こ
れ

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
、
彼
が
Ｉ
｀
１
　
か
＆
（
神
の
姿
に
）



レ
ー
ス
の
体
系
も
、
共
に
そ
の
基
本
性
格
は
合
理
性
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
人
知
や
理
性
の

力
を
拠
り
所
と
し
て
制
覇
す
る
欲
望
を
暗
黙
の
う
ち
に
正
当
化
す
る
強
者
の
論
理
を
骨
子
と
し
て

お
り
、
も
し
政
治
軍
事
上
こ
れ
が
野
放
し
と
な
れ
ば
、
正
に
諸
悪
の
根
源
と
化
す
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
本
来
キ
リ
ス
ト
は
こ
う
し
た
人
間
の
知
性
に
歯
止
め
を
か
け
る
側
で
十
字
架
を
背
負
い
、

あ
え
て
弱
者
の
立
場
で
覇
権
を
挫
く
神
聖
な
拠
り
所
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
『
聖
書
』
の
救
世
主
の

敵
側
に
い
る
の
は
、
異
教
圏
の
巨
神
ら
よ
り
む
し
ろ
天
神
ゼ
ウ
ス
達
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
「
黄
金
時
代
の
英
雄
た
ち
は
や
が
て
、
幾
多
の
勝
利
の
後
に
、
策
略
と
追
従
に
よ
り
天
界
オ
リ
ュ

ム
ポ
ス
ヘ
と
推
参
し
た
。
世
は
必
死
に
崇
拝
し
た
、
生
き
て
世
を
荒
廃
せ
し
者
を
。
そ
し
て
バ
ベ

ル
（
バ
ビ
ュ
ロ
ー
ン
）
の
天
神
ゼ
ウ
ス
は
・
：
エ
」
と
歌
っ
た
の
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
詩
上

の
先
輩
ハ
ラ
ー
で
、
右
引
用
の
典
拠
は
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
っ
い
て
の
考
え
』
（
一
七
二

九
年
）
第
一
四
三
句
以
下
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
か
ら
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
を
め
ぐ
る
復
帰
ア
ポ
カ

タ
ス
タ
シ
ス
を
扱
う
場
合
も
、
こ
う
し
た
脈
絡
を
十
分
留
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
大
地
や

自
然
の
側
の
霊
性
に
宿
る
酒
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
達
は
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い
て
、
そ

の
対
極
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
神
界
の
天
神
ゼ
ウ
ス
達
ほ
ど
は
、
聖
な
る
源
キ
リ
ス
ト
か
ら
遠
く
離
れ
て

い
な
い
と
言
え
る
。
そ
こ
で
詩
人
が
配
慮
す
る
点
は
、
当
詩
歌
を
捧
げ
た
親
友
ハ
イ
ン
ゼ
、
こ
の

言
わ
ば
ゼ
ウ
ス
の
寵
児
に
お
け
る
聖
な
る
源
へ
の
復
帰
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
可
能
性
に
他
な
ら

な
い
。
以
上
の
点
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
ま
ず
は
当
詩
歌
の
特
色
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　
詩
歌
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
の
よ
う
に
仕
上
げ
ら
れ
完
成

し
た
韻
文
と
違
い
、
実
作
者
に
よ
り
公
刊
さ
れ
た
決
定
稿
が
な
い
。
大
胆
な
比
喩
で
語
れ
ば
、
そ

れ
は
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
先
人
（
く
〇
ｒ
ｓ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｋ
ｅ
ｒ
)
ヘ
ー
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
達
が
残
し
た
諸
断

片
に
似
た
面
が
あ
り
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
対
話
篇
の
よ
う
に
出
来
上
っ
た
作
品
に
は
無
い
魅
力
を
有

し
て
い
る
。
例
え
ば
残
存
す
る
数
篇
の
草
稿
の
中
か
ら
、
読
者
が
各
々
自
由
に
校
本
を
作
り
上
げ

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
以
前
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
版
全
集
（
一
九
七
五
年
以
降
刊
行
）
が
出
る
迄

ド
イ
ツ
語
圏
外
で
草
稿
段
階
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
で
は
『
パ
ン

と
葡
萄
酒
』
の
草
稿
類
は
、
手
稿
の
写
真
と
そ
の
読
み
も
印
刷
し
た
重
宝
な
形
で
世
界
中
ど
こ
で

も
吟
味
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
７
）
。
勿
論
す
で
に
一
応
の
目
安
は
出
来
て
い
た
。
草
稿
執
筆
の
一

八
〇
〇
年
頃
か
ら
九
〇
年
以
上
た
っ
た
一
八
九
四
年
と
一
八
九
六
年
に
初
め
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』

全
一
六
〇
句
が
公
刊
さ
れ
る
。
こ
れ
が
整
え
ら
れ
、
一
九
一
六
年
に
歴
史
批
判
版
で
印
刷
さ
れ
た

後
、
今
日
の
底
本
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
版
全
集
（
一
九
四
六
年
－
一
九
八
五
年
ｉ
）
）
に
収
め
ら

れ
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
は
こ
こ
か
ら
引
用
さ
れ
る
。

　
勿
論
こ
の
底
本
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
一
一
八
〇
一
年
）
を
念
頭
に
置
い
て
考

え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
底
本
の
決
定
稿
と
異
な
る
別
稿
も
留
意
し
つ
つ
、
唯
一
の
形

に
の
み
固
定
し
て
ゆ
く
の
で
な
く
、
言
わ
ば
生
成
過
程
に
あ
る
開
か
れ
た
創
作
段
階
の
諸
相
を
含

み
な
が
ら
考
察
す
る
方
が
興
味
深
い
。
さ
て
本
題
の
万
物
復
帰
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
に
関
連
し
た

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
創
意
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
詩
歌
で
始
め
て
『
聖
書
』
の
核
心

キ
リ
ス
ト
が
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
に
直
結
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
昔
日
キ
リ
ス
ト
は
『
救
世
主
』

二
七
四
八
年
一
一
七
七
三
年
）
に
お
い
て
歌
人
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
心
情
か
ら
送
り
出
た
言

葉
に
包
ま
れ
高
唱
さ
れ
、
こ
の
折
ア
バ
ド
ナ
も
地
獄
か
ら
天
国
へ
と
復
聖
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

彼
も
ミ
ル
ト
ン
同
様
ギ
リ
シ
ア
古
典
に
造
詣
の
深
い
人
文
教
養
を
身
に
つ
け
た
詩
人
と
し
て
、
そ

の
古
典
芸
術
遺
産
か
ら
幾
多
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
。
例
え
ば
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
も
『
救
世
主
』

も
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
が
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
で
始
め
た
六
歩
格
ヘ
ク
サ
メ
ト
ロ
ン
の
律
動
に
乗
り
歌
い

出
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
修
辞
上
の
形
式
面
で
ギ
リ
シ
ア
は
最
良
の
範
例
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
諸
形
式
を
満
た
す
内
実
の
神
話
世
界
観
と
な
る
と
、
ダ
ン
テ
以
来
そ
れ
を
敬
し
て
遠
ざ
け
、

『
神
曲
』
同
様
『
救
世
主
』
で
も
結
局
ギ
リ
シ
ア
世
界
は
、
キ
リ
ス
ト
と
関
係
が
薄
い
　
（
㈹
レ
ッ

シ
ン
グ
、
ハ
ー
マ
ン
等
々
5
3
頁
の
註
（
４
）
か
ら
註
（
６
）
に
か
け
て
参
照
）
。

　
一
八
七
一
年
ト
ロ
イ
ア
ー
発
掘
を
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
が
始
め
る
百
年
以
上
前
一
七
五
五
年
ヴ
ィ
ン

ケ
ル
マ
ン
著
『
ギ
リ
シ
ア
模
倣
論
』
（
圓
註
（
９
）
）
が
、
『
救
世
主
』
に
代
表
さ
れ
る
「
純
粋
か
つ

無
垢
な
時
代
」
（
閃
註
（
1
2
）
）
に
相
応
し
い
清
浄
な
古
典
精
神
を
目
指
し
産
声
を
あ
げ
る
。
彼
の

栄
光
は
生
誕
地
Ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｄ
ａ
ｌ
が
、
隣
国
フ
ラ
ン
ス
の
『
イ
タ
リ
ア
絵
画
史
』
二
八
一
七
年
）
や
『
赤

と
黒
』
（
一
八
三
〇
年
）
の
文
豪
の
筆
名
Ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｄ
ｈ
ａ
ｌ
に
選
ば
れ
た
こ
と
や
、
ま
た
批
評
家
ペ
イ

タ
ー
の
傑
作
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
二
八
七
三
年
）
終
章
を
飾
る
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
頌
な
ど
、
影
響

の
甚
大
さ
、
お
よ
び
数
多
く
の
礼
讃
者
に
よ
り
伺
い
知
ら
れ
る
。
奇
し
く
も
批
判
家
は
書
い
て
い

る
。
「
彼
の
心
…
そ
こ
に
は
恒
に
、
何
か
新
し
い
も
の
を
発
見
す
る
欲
望
よ
り
は
、
む
し
ろ
喪

失
し
た
何
か
を
再
獲
得
し
た
い
物
思
わ
し
げ
な
感
性
が
あ
る
よ
う
だ
。
・
：
Ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
ｕ
ｓ
i
a
ｓ
m
（
霊
感
・

熱
狂
）
－
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
（
二
四
五
Ａ
「
女
神
ム
ー
サ
の
狂
気
」
・
㈲
註
（
2
8
）
）
の
広
義
な
プ
ラ

ト
ー
ン
風
意
味
で
の
そ
れ
が
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
君
臨
す
る
彼
の
巳
ｖ
m
a
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ
　
ｐ
ｏ
w
ｅ
ｒ
（
予
見

し
見
抜
く
洞
察
力
）
の
秘
訣
だ
っ
た
。
」
と
『
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
』
二
八
六
七
年
（
！
）
に
あ
り
、
久
遠

の
理
念
イ
デ
ア
ー
に
憧
れ
る
彼
の
エ
ロ
ー
ス
（
止
み
難
い
心
の
動
き
）
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

　
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
理
念
追
求
が
一
種
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
に
通
じ
る
復
帰
を
目
指
す
失
楽
園

の
意
識
か
ら
出
て
い
る
点
の
指
摘
が
興
味
深
い
。
そ
れ
は
忘
却
し
た
理
想
イ
デ
ア
ー
界
へ
駆
り
立

て
る
プ
ラ
ト
ー
ン
風
工
ロ
ー
ス
に
呼
応
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
『
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
』
（
一
八
〇

五
年
）
の
「
企
画
さ
れ
た
諸
著
作
～
」
に
お
い
て
ゲ
ー
テ
は
「
生
命
そ
の
も
の
」
(
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｌ
ｅ
ｄ
ｅ
ｎ

三
八
　
（
3
8
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
呂
年
一
一
八
兄
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）
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-
７
３
(
Ｚ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
)
:
　
.
.
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
ｎ
ｉ
ｓ
ｒ
ｅ
ｄ
ｅ
　
ａ
ｕ
ｆ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
”

（
９
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｅ
r
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
Ｓ
.
２
１
３
　
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
)
　
／
　
Ｓ
.
２
１
４
　
(
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
ｎ
)
.

（

1 0
）

S
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｅ
r
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
Ｓ
.
２
０
１
-
２
０
３
;
　
Ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
　
Ｉ
.

（

1 1
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
Ｒ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
Ｓ
.
２
１
０
-
２
１
４
:
　
Ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
　
１
.

（
抒

　 　
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
Ｓ
.
２
１
２
:
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ

Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
w
ｅ
ｒ
ｋ
.

（

1 3
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
Ｓ
.
２
０
２
　
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｆ
ｅ
乱
ｅ
)
／
Ｓ
.
２
０
３
.

（

1 4
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｆ
ｆ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
３
.
２
０
９
／
３
.
２
０
６
／
３
.
２
０
８
／
３
.
２
１
２
／

　
　
Ｓ
.
２
１
３
.
　
i
m
m
e
ｒ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
'
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｕ
ｎ
ｓ
　
Ｂ
ｌ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｌ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ

ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ

ｈ
ｉ
ｎ
ａ
ｕ
ｆ
―

（

1 5
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｆ
r
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
Ｓ
.
２
０
４
　
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
Ｄ
ｆ
ｕ
ｎ
ｓ
r
)
／
Ｓ
.
２
０
５

　
　
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
　
.
.
.
　
ｚ
w
ｅ
ｖ
ｔ
ｅ
　
ｈ
ｏ
ｈ
'
ｒ
ｅ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
）
・

（

1 6
）
　
Ｂ
ｉ
ｂ
ｌ
ｉ
ａ
　
Ｈ
ｅ
ｂ
ｒ
ａ
ｉ
ｃ
ａ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ａ
　
１
９
６
７
-
１
９
７
７
（
倒
註
（
６
）
）
Ｓ
.
３
.

（

1 7
）
　
｝
）
ａ
ｔ
ｒ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ａ
　
Ｇ
ｒ
ａ
ｅ
ｃ
ａ
　
４
５
（
田
註
（
2
5
）
）
.
　
２
４
Ｄ
　
　
　
{
ｘ
m
d
ｖ
｝
＼
ｓ
ｙ
（
ｔ
ｏ
～
～
）
・

（

1 8
）
　
Ｘ
ｅ
ｎ
ｏ
ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
:
　
Ｍ
ｅ
ｍ
ｏ
ｒ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ａ
　
／
　
Ｅ
ｒ
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｓ
-
　
ａ
ｎ
　
Ｓ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
.
　
Ｔ
ｕ
ｓ
ｃ
ｕ
l
ｕ
m
-
B
i
i
-

　
　
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
.
　
Ｍ
ｉ
ｉ
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
Ｅ
ｅ
ｉ
ｎ

　
　
＾
ｎ
ｔ
　
ｘ
ａ
Ｘ
ｏ
ｘ
ｄ
ｙ
ａ
＾
ｉ
ａ
ｖ
　
.
.
.
{
Ｓ
.
７
ｉ
　
／
　
Ｓ
.
７
５
}
.
.
.
.
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
ｎ
　
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
ｇ
ｌ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｚ
ｕ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ

　
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｈ
ｏ
ｒ
ｅ
ｒ
　
ｚ
ｕ
m
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｇ
ｕ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｈ
ｉ
ｎ
ｚ
ｕ
l
e
i
ｔ
ｅ
ｎ
.

（

1 9
）
　
Ｃ
ｉ
ｃ
ｅ
ｒ
ｏ
:
　
Ｄ
ｅ
　
ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｉ
ｉ
ｓ
.
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
Ｅ
r
ａ
ｒ
ｔ
(
Ｒ
ｅ
ｃ
ｌ
ａ
ｍ
)
　
１
９
９
２
.
.
.
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
ｕ
m
　
(
Ｓ
.
１
６
:
I
.
　
５
.
　
１
４

　
　
＼
Ｓ
.
４
２
６
)
.
.
.
ｄ
ａ
ｓ
　
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
ｕ
m
.
　
D
a
m
i
ｔ
　
ｇ
ｉ
ｂ
ｔ
　
Ｃ
ｉ
ｃ
ｅ
ｒ
ｏ
ｘ
ａ
Ａ
ｏ
ｖ
　
w
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
.
.
.

（

2 0
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｆ
ｆ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
６
.
　
Ｓ
.
３
２
５
（
（
ｊ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｉ
ｎ
ｑ
ｕ
ｉ
ｓ
ｉ
ｔ
ｏ
ｒ
｡
　
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｇ
ｒ
ｅ
ｉ
ｓ

　
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｎ
ｅ
ｕ
ｎ
ｚ
ｉ
ｇ
　
Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｂ
ｌ
ｉ
ｎ
ｄ
｡
　
ａ
ｕ
ｆ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ａ
ｂ
　
ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｚ
ｔ
)
.

（

2
1
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
Ｓ
.
２
０
３
／
Ｓ
.
２
０
４
／
Ｓ
.
２
０
７
／
Ｓ
.
２
１
２
／
Ｓ
.
２
０
２
.

（

2
2
）
　
Ｌ
ｕ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
-
Ａ
ｕ
ｓ
ｅ
r
ａ
ｂ
ｅ
　
１
８
８
３
ｆ
ｆ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
８
.
　
Ｓ
.
７
４
３
:
Ｏ
ｕ
ｏ
ｄ
ｓ
i
　
ａ

ｒ
ｅ
ｆ
ｆ
ｎ
ｏ
　
　
ｅ
ｔ

　
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
i
ｔ
ｕ
　
Ｄ
ｅ
ｉ
　
ａ
ｌ
ｉ
ｅ
ｎ
ｕ
m
　
ｅ
ｓ
ｔ
｡
　
ｎ
ｅ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｒ
ｉ
ｏ
　
ｓ
ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
｡
　
ｑ
ｕ
ｏ
ｄ
　
ｓ
ｕ
ｂ
　
ｒ
ｅ
ｇ
ｎ
ｏ
　
ｅ
ｔ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ
ｕ

　
　
Ｓ
ａ
ｔ
ａ
ｎ
ａ
ｅ
　
ｓ
ｉ
ｔ
｡
　
ｃ
ｕ
m
　
ｎ
ｏ
ｎ
　
ｓ
ｉ
ｔ
　
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ｕ
m
　
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
ｕ
m
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｅ
r
ｎ
ｕ
m
　
Ｄ
ｅ
ｉ
　
ｅ
ｔ
　
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
ｕ
ｍ

　
　
Ｓ
ａ
ｔ
ａ
ｎ
ａ
ｅ
.
.
.

（

2 3
)

　
　
　
Ｅ
ｎ
ｃ
ｈ
ｉ
ｒ
ｉ
ｄ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｙ
ｍ
ｂ
ｏ
ｌ
ｏ
ｒ
ｕ
m
.
　
Ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
　
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｖ
Ｉ
　
.
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｉ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
-
　
ｉ
.
　
Ｂ
.
　
(
Ｈ
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ
)

　
　
１
９
６
５
.
　
Ｓ
.
２
７
１
　
／
　
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｌ
（
剛
註
（
1
5
)
)
.
　
Ｔ
ｏ
ｍ
.
４
６
　
(
１
９
６
９
)
.
　
ｐ
.
８
７
　
:
　
Ａ
ｕ
Ｅ
Ｕ
ｓ
ｔ
ｉ
ｎ
ｉ
　
Ｅ
ｎ
ｃ
ｈ
ｉ
-

　
　
ｒ
ｉ
ｄ
ｉ
ｏ
ｎ
　
X
V
1
I
I
.
６
９
.
　
ｆ
ｉ
ｄ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｆ
ｆ
ｎ
ｅ
ｍ
　
ｑ
ｕ
ｅ
ｎ
ｄ
ａ
ｍ
　
ｐ
ｕ
ｒ
ｆ
r
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｕ
m
｡
　
.
：

（

2 4
）
　
Ｎ
ｏ
ｖ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
:
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
i
f
ｔ
ｅ
ｎ
.
　
Ｌ
ｅ
ｉ
ｐ
ｚ
ｉ
ｇ
　
(
Ｂ
ｉ
ｂ
ｌ
ｉ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
i
ｔ
ｕ
ｔ
)
　
１
９
２
９
.
　
Ｂ
ｄ
.
２
.

　
　
ｓ
.
呂
.
　
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
　
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
　
Ｅ
ｉ
ｆ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ｉ
ｈ
ｎ
　
ｆ
ｆ
ｅ
ｒ
ａ
ｄ
ｅ
ｚ
ｕ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｈ
ｏ
Ｕ
ｅ
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
.
　
.
.
.

（

2
5
）
　
（
ｊ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｆ
r
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｒ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ
-
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｍ
ｕ
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
１
９
８
８
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
Ｓ
.
１
９
５
.

　
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
.
.
.
　
／
　
Ｓ
.
１
９
８
.
　
ｕ
ｎ
ｅ
乱
Ｆ
ｒ
Ｇ
ｅ
ｆ
ｉ
ｉ
ｈ
ｌ
ｅ
　
.
.
.

（

2 6
）
　
（
ｊ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
-
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
２
.
　
Ｓ
.
２
４
４
-
２
４
９
.
　
Ｓ
.
２
４
９
采
ふ
Ｆ
）
・

（
ｃ
５
)
　
　
　
Ｇ
ｅ
ｓ
a
m
m
e
l
ｔ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｒ
i
i
d
e
ｒ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ａ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
.
：
叩
（
）
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
.

　
　
２
０
　
Ｂ
ａ
乱
ｅ
.
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
　
１
８
２
４
-
１
８
２
５
.
　
Ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
ｍ
(
Ｏ
ｌ
ｍ
ｓ
)
　
１
９
７
４
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
７
-
Ｂ
ｄ
.
ｌ
９
.

（

2 8
）
　
Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｏ
ｎ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
（
田
註
（
９
）
）
.
　
Ｂ
ｄ
.
５
.
　
Ｓ
.
６
６
　
（
ｔ
Ｑ
ｒ
）
＼
Ｓ
.
１
８
８
:
　
Ｐ
ｈ
ａ
ｉ
ｄ
ｏ
ｒ
ｏ
ｓ

　
　
２
４
５
Ａ
　
／
　
２
７
７
Ｅ
　
(
ｄ
ｖ
ｍ
ｇ
ｉ
ｏ
ｓ
ｔ
ｏ
ｓ
　
ｘ
ａ
ｉ

ｄ
ｉ
ｄ
ａ
ｘ
f
j
ｓ
)
.

（
９
一
）
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
５
.
　
Ｓ
.
２
６
９
　
(
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
-
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
乱
）
・

（

3 0
）
　
｛
｝
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
m
.
　
８
.
　
Ｓ
ｔ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
.
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
　
１
７
８
８
.
　
Ｓ
.
９
７
-
１
０
５
.
　
Ｓ
.
１
０
４
／
Ｓ
.
９
７
.

（

3
1
）
　
ｍ
ｉ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｅ
r
ａ
ｂ
ｅ
.
　
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
　
Ｓ
.
１
９
０
-
１
９
５
:
　
　
　
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
-

　
　
l
a
乱
ｅ
ｓ
　
(
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ｒ
ｋ
ｕ
ｒ
.
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｚ
　
１
７
８
８
.
　
Ｓ
.
２
５
０
-
２
６
０
)
　
Ｖ
.
１
-
２
呂
‐

㈲
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
エ
Ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
ｓ
　
　
。
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
”
)

　
古
代
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
が
紀
元
前
後
ロ
ー
マ
に
お
い
て
人
文
教
養
の
糧
と
な
っ
て
以
来
、
そ
の

神
話
と
哲
学
の
中
心
は
天
上
界
オ
リ
ユ
ム
ポ
ス
風
の
明
朗
な
理
知
が
君
臨
す
る
所
で
あ
っ
た
。
や

が
て
異
教
圏
ロ
ー
マ
帝
国
が
四
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教
化
す
る
時
、
こ
の
世
界
宗
教
が
特
別
ギ
リ
シ

ア
か
ら
護
教
用
に
取
り
入
れ
た
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
も
、
ま
た
聖
戦
の
十
字
軍
遠
征
に
続
く
中
世
十

三
世
紀
ト
ー
マ
ー
ス
ー
ア
ク
ィ
ー
ナ
ー
ス
達
が
ス
コ
ラ
哲
学
に
役
立
て
た
形
而
上
学
者
ア
リ
ス
ト
テ



教
の
啓
示
の
友
プ
ラ
ト
ー
ン
』
と
題
し
た
論
文
（
印
刷
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
没
年
一
八
一
九
年
の
後
、

そ
の
全
集
が
公
刊
さ
れ
た
一
八
二
四
年
－
一
八
二
五
年
の
あ
と
一
八
二
六
年
ｓ
）
）
を
執
筆
し
、
当

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
訳
業
『
精
選
プ
ラ
ト
ー
ン
対
話
篇
』
（
一
七
九
五
年
－
一
七
九
六
年
刊
（
ご
を

酷
評
す
る
。
つ
ま
り
霊
感
（
Ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
ｕ
ｓ
ｉ
ａ
ｓ
m
ｕ
ｓ
）
と
か
「
女
神
ム
ー
サ
の
狂
気
」
の
類
の
非
合

理
な
面
で
な
く
、
む
し
ろ
（
究
明
i
d
ｖ
w
c
g
i
m
ｓ
)
と
教
説
（
―
一
１
　
）
」
に
相
応
し
い
合
理
性
に

お
い
て
「
私
達
は
批
判
(
Ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
i
k
)
を
要
求
す
る
（
2
6
）
」
と
言
う
の
が
ゲ
ー
テ
の
立
場
で
あ
る
。

る
讃

（
第
一
九
四
句
）
が
第
一
一
四
句
で
「
神
聖
な
野
蛮
人
」
(
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
こ
と
呼
ば
れ
、
古

典
美
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
に
対
置
さ
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。
「
麗
し
く
明
朗
な
形
姿
が
、
不
可
避

の
ネ
メ
シ
ス
（
必
然
）
の
回
り
で
も
遊
び
戯
れ
、
ま
た
厳
粛
な
る
モ
イ
ラ
（
運
命
）
の
眼
指
も
、

柔
和
な
人
性
の
薄
絹
の
面
紗
に
よ
り
和
ら
い
だ
の
だ
。
聖
霊
た
ち
の
恐
ろ
し
い
立
法
に
よ
り
（
大

審
間
宮
の
よ
う
に
）
裁
き
を
下
す
ぼ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ａ
ｒ
　
Ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
（
神
聖
な
野
蛮
人
）
は
居
な
か
っ
た
。
」

（
第
一
〇
九
句
１
第
一
一
四
句
）
と
歌
わ
れ
、
感
性
美
の
古
里
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
野
蛮
人
、

つ
ま
り
北
欧
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
文
化
圏
の
理
知
派
シ
ラ
ー
自
身
が
、
古
典
の
明
鏡
の
法
廷
へ
と
召

B
ｅ
ｇ
-
e
i
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
'
/
*
'
)
ｍ
-

ま
れ
自
己
陶
酔
し
て
　
　
　
　
獄
に

｛
ｄ
ｖ
ａ
ｘ
g
i
m
g
｝
す
る
　
　
　
　
ラ
ー

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の

真
理
の
明
鏡
に
映
え
る
の
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
シ
ラ
ー
白
身
の
鋭
い
知
性
に
根
を
張
る
創
造
主

で
あ
る
「
汝
の
光
輝
が
私
を
打
ち
ひ
し
ぐ
、
知
性
の
業
に
し
て
、
知
性
の
創
造
主
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｅ
ｒ

ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
)
よ
！
　
汝
を
求
め
格
闘
せ
ん
た
め
私
に
翼
を
与
え
よ
、
秤
を
（
も
与
え
よ
）

汝
を
量
る
た
め
Ｉ
あ
る
い
は
私
か
ら
除
い
て
く
れ
、
厳
そ
か
で
過
酷
な
女
神
を
再
び
除
い
て
く

れ
、
（
明
）
鏡
(
Ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
)
を
眩
む
ば
か
り
に
私
の
（
眼
）
前
に
突
き
つ
け
る
（
こ
の
叡
知
の
）

女
神
の
優
し
き
妹
（
た
る
感
性
美
の
女
神
）
を
（
む
し
ろ
）
降
臨
さ
せ
、
姉
は
別
世
界
に
取
っ
て

お
い
て
く
れ
」
（
第
一
九
三
句
－
第
二
〇
〇
句
～
）
と
、
懇
願
す
る
調
子
で
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』

終
結
部
は
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
苦
悩
に
疎
遠
な
シ
ユ
ト
ル
ペ
ル
ク
が
、
た
と
え
原
典

ギ
リ
シ
ア
語
を
シ
ラ
ー
以
上
に
熟
知
し
て
い
よ
う
と
も
、
伝
承
さ
れ
た
神
話
世
界
観
に
反
逆
し
た

プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
の
究
明
と
教
説
を
十
分
理
解
で
き
た
と
は
考
え
難
い
。
正
に
ゲ
ー
テ
が
彼
を
批

判
し
て
い
る
点
も
こ
こ
に
あ
る
。
従
っ
て
『
芸
術
家
』
な
ら
彼
を
憤
慨
さ
せ
る
批
判
精
神
を
持
た

ず
、
丸
く
納
ま
っ
て
無
難
な
ギ
リ
シ
ア
讃
歌
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
こ
れ
と
対
を
な
す
『
ギ
リ

シ
ア
の
神
々
』
の
方
は
彼
に
激
語
を
発
せ
し
め
、
そ
の
心
に
地
獄
を
切
り
開
く
こ
と
の
で
き
た
画

期
的
な
意
欲
作
な
の
で
あ
る
。

　
と
り
わ
け
当
時
の
保
守
派
に
衝
撃
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
点
は
、
例
の
「
知
性
の
創
造
主
」

ん
で
く
る
。
こ
の
時
は
じ
め
て
「
美
の
理
念
」
と
言
え
る
も
の
が
心
眼
に
宿
る
。
す
で
に
触
れ
た

『
ギ
リ
シ
ア
』
で
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
語
っ
た
よ
う
に
、
「
実
際
シ
ラ
ー
の
ｍ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｅ

（
内
な
る
目
）
は
、
こ
の
美
の
理
念
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
己
を
掴
む
ほ
ど
逞
し
か
っ
た
～
）

の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
続
く
世
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
達
が
信
じ
た
の
も
、
こ
の

「
美
の
理
念
」
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
・
理
想
主
義
文
学
が
多
彩

な
展
開
を
遂
げ
る
。
そ
の
中
で
『
精
神
現
象
学
』
（
一
八
〇
七
年
）
や
『
美
学
』
（
一
八
一
七
年
以

降
）
で
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
姿
を
理
念
追
求
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
が
当
時
は
群
を
抜
い
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
目
下
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
発
掘
し
た
今
日
、
彼
の
み
な
ら
ず
ヴ
ァ
イ
マ
ル
古
典
派
シ

ラ
ー
達
の
成
果
も
色
槌
せ
る
の
で
あ
る
。

　
註

（
１
）
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
　
１
９
４
３
ｆ
ｆ
.
　
Ｂ
ｄ
.
２
Ｏ
.
　
１
９
６
２
.
　
Ｓ
.
３
５
９
.

（
２
）
　
（
ｊ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｍ
ｕ
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
（
Ｂ
ｅ
ｃ
ｋ
／
ｄ
ｔ
ｖ
)
　
１
９
８
２
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
ｌ
.

　
　
Ｓ
.
１
５
４
.
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ｕ
Ｂ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｋ
ｏ
ｌ
ｏ
ｓ
ｓ
ａ
ｌ
ｅ
ｎ
　
Ｊ
ｕ
ｎ
ｏ
ｋ
ｏ
ｐ
ｆ
ｅ
ｓ
　
(
６
.
１
.
１
７
８
７
.
　
Ｒ
ｏ
ｍ
）

四
〇
　
（
4
0
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
呂
年
‐
一
八
〇
一
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



四
一
　
（
4
1
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
（
一
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

心
魂
の
弛
緩
し
た
地
獄
を
想
わ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
詩
人
は
闇
夜
の
冥
界
に
ま
ご
う
現
存
に
住

ま
い
な
が
ら
も
、
自
ら
の
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
精
神
を
敢
て
「
西
欧
の
果
実
」
（
第
一
五
〇

句
（
ざ
）
と
、
一
抹
の
希
望
を
込
め
て
掴
み
直
す
、
こ
の
複
眼
が
シ
ラ
ー
に
は
欠
け
て
お
り
、
そ
れ

故
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
は
『
芸
術
家
』
の
場
合
、
や
や
晴
れ
が
ま
し
い
啓
蒙
主
義
一
色
の
彩
り
を

帯
び
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
芸
術
家
』
に
お
け
る
「
光
明
へ
の
復
帰
」
（
第
六
八
句
（
こ
は
礎
と

し
て
、
地
獄
に
も
紛
う
「
乏
し
き
時
代
」
の
意
識
を
持
た
ず
、
結
局
シ
ラ
ー
が
「
後
の
光
明
へ
の

復
帰
（
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
　
ｚ
ｕ
m
に
９
芯
）
は
（
第
六
八
句
／
第
六
九
句
）
感
性
の
難
路
を
辿
り
」

と
歌
う
際
、
こ
の
復
帰
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
は
、
大
審
間
宮
の
時
代
な
ら
ぬ
光
の
世
紀
の
出
来
事

と
な
る
。
従
っ
て
、
む
し
ろ
地
獄
と
天
国
の
中
間
地
帯
、
つ
ま
り
煉
獄
（
Ｐ
ｕ
ｒ
ｇ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｕ
m
）
が

現
世
の
只
中
に
開
か
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
既
に
（
圓
註
（
1
5
）
）
ソ
ー
ナ
ー
著
『
諸
罰
の
永
遠
性
を
反
駁
す
る
証
明
』
（
ニ
八
五

四
年
）
を
俎
上
に
載
せ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
が
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
か
の
永
遠
の
諸
罰
に
つ
い
て
』

（
一
七
七
三
年
）
の
中
で
批
判
し
た
点
（
圓
註
（
２
）
）
が
こ
こ
で
思
い
併
さ
れ
る
。
即
ち
彼
は
当

著
で
更
に
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
新
た
な
弁
明
、
或
い
は
異
教
徒
た
ち
の
至
福
に
関
す
る
考
察
』

二
七
七
二
年
）
の
作
者
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
説
く
「
善
導
す
る
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
的
地
獄
」
を

扱
い
、
「
こ
の
調
子
で
地
獄
と
天
国
が
一
つ
に
融
合
し
て
、
ど
の
罪
人
も
結
果
と
し
て
早
晩
と
に

か
く
、
い
つ
か
天
界
入
り
す
る
慰
め
を
獲
る
。
」
と
論
じ
、
結
局
こ
れ
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
が
信
じ

教
え
る
中
間
状
態
」
た
る
煉
獄
に
他
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
た
。
さ
て
浄
罪
界
と
も
言
わ
れ
る

煉
獄
は
、
新
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
が
例
え
ば
『
奴
隷
意
志
論
』
（
一
五
二

五
年
亘
）
の
中
で
、
「
さ
て
神
の
国
と
聖
霊
に
無
関
係
な
も
の
は
、
必
然
的
に
悪
魔
サ
タ
ン
の
国

と
悪
霊
の
支
配
下
に
あ
る
も
の
に
帰
着
す
る
。
な
ぜ
な
ら
神
の
国
と
サ
タ
ン
の
国
の
間
に
m
e
-

ｄ
ｉ
ｕ
m
　
ｒ
ｅ
ｇ
ｎ
ｕ
m
（
中
間
の
国
）
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
。
」
と
明
言
し
て
い
る
通
り
、
厳
し
く

彼
に
よ
り
拒
否
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
の
煉
獄
こ
そ
免
罪
符
販
売
に
勤

し
ん
だ
教
皇
庁
の
理
論
的
支
柱
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
免
罪
符
も
有
効
な
煉
獄
の
道
で
あ
り
、

こ
の
当
の
浄
罪
界
を
公
認
し
た
の
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
だ
っ
た
。

　
煉
獄
公
認
の
原
資
料
は
コ
ー
五
四
年
三
月
六
日
付
ロ
ー
マ
教
皇
の
書
簡
で
、
こ
う
記
さ
れ
て
い

る
。
「
即
ち
（
東
方
教
会
の
）
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
ｐ
ｕ
ｒ
ｇ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
（
浄
罪
）
の
場

が
、
自
分
た
ち
の
博
士
た
ち
の
著
作
に
お
い
て
、
明
白
な
固
有
名
詞
で
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
言

う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
達
は
こ
れ
を
、
聖
な
る
教
父
た
ち
の
伝
統
と
権
威
（
例
え
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
の
『
提
要
』
六
九
に
言
う
ｉ
ｇ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｐ
ｕ
ｒ
ｇ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｕ
ｓ
を
典
拠
）
に
基
づ
い
て
、
Ｐ
ｕ
ｒ
ｇ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｕ
m

（
浄
罪
の
煉
獄
）
と
名
付
け
、
将
来
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
下
で
も
、
こ
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と

を
望
む
（
2
3
）
。
」
と
あ
り
、
こ
の
後
リ
ヨ
ン
に
お
け
る
第
十
四
回
公
会
議
（
一
二
七
四
年
）
で
法
王

の
意
向
が
正
当
化
さ
れ
た
と
、
西
方
ラ
テ
ン
教
会
は
考
え
た
。
こ
の
結
果
ダ
ン
テ
が
『
神
曲
』

（
一
三
一
九
年
）
の
中
央
部
で
、
喜
劇
に
相
応
し
い
楽
天
思
想
の
橋
と
し
て
「
煉
獄
」
を
堂
々
と

歌
い
上
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　
ダ
ン
テ
同
様
シ
ラ
ー
の
詩
篇
も
、
悲
劇
と
言
う
よ
り
喜
劇
の
名
に
値
す
る
楽
天
思
想
を
表
明
し

て
い
る
も
の
の
、
そ
の
礎
に
Ｉ
ｎ
ｆ
ｅ
ｒ
ｎ
ｏ
（
地
獄
）
が
欠
落
し
て
い
る
点
が
特
色
で
あ
る
。
何
と
言
っ

て
も
『
神
曲
』
の
心
臓
部
と
も
言
う
べ
き
「
地
獄
」
は
格
別
に
生
彩
を
放
っ
て
お
り
、
量
的
に
は

全
体
の
三
分
の
一
な
が
ら
、
他
の
「
煉
獄
」
と
「
天
国
」
を
併
せ
た
分
と
釣
り
合
う
内
実
を
備
え

て
い
る
。
そ
こ
で
『
芸
術
家
』
の
考
察
に
際
し
て
も
、
こ
の
作
品
と
対
を
な
す
シ
ラ
ー
の
別
の
思

想
詩
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
（
一
七
八
八
年
）
を
留
意
し
、
こ
の
詩
篇
を
機
因
と
し
て
キ
リ
ス
ト

者
の
心
に
聞
か
れ
た
地
獄
を
思
い
併
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
と
「
シ
ラ
ー
の
果
敢
で
偉
大
な
魂
」

に
迫
っ
て
み
た
い
。
つ
ま
り
『
芸
術
家
』
と
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
の
複
眼
で
も
っ
て
「
美
の

理
念
」
を
問
う
時
、
や
が
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
結
実
す
る
詩
想
の
全
体
が
巾
広
く
見
渡
せ
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
後
輩
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
先
輩
シ
ラ
ー
に
大
い
に
依
存
し
て
い

た
実
情
も
こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
発
表
当
時
す
で
に
物
議
を
醸
し
出
し
た
点
に
お
い
て
、
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
は
『
芸
術
家
』

の
み
な
ら
ず
、
他
の
思
想
詩
を
這
か
に
凌
ぐ
逸
品
で
あ
る
。
そ
の
様
を
良
く
物
語
る
の
が
、
ノ
ヴ
ァ
ー

リ
ス
著
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ー
シ
ラ
ー
の
弁
明
（
’
）
』
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
ほ
ぼ
至
る
所
で

人
々
は
、
卓
越
し
た
詩
Ｉ
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
に
関
し
悲
鳴
を
あ
げ
、
シ
ラ
ー
を
無
神
論
者

だ
と
か
、
何
か
知
ら
ぬ
或
る
主
義
者
と
の
宣
告
を
下
し
、
神
聖
な
る
熱
意
に
燃
え
て
、
シ
ラ
ー
を

｝
｛
巳
の
（
地
獄
）
へ
と
真
逆
に
投
げ
落
と
し
た
。
…
…
だ
が
『
独
逸
メ
ル
ク
ー
ル
』
で
（
そ
の
編

者
）
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
が
一
瞥
の
批
評
文
を
書
い
た
外
は
、
誰
も
公
然
と
自
己
（
の
立
場
）
を
主
張

し
、
信
心
家
や
そ
の
他
の
熱
気
に
逸
る
人
々
が
、
恐
ら
く
は
神
聖
な
Ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
ｕ
ｓ
ｉ
ａ
ｓ
m

ｕ
ｓ
（
信
者
熱
）

に
性
急
に
浮
か
さ
れ
て
い
る
の
を
恥
よ
う
と
し
な
い
の
だ
。
」
と
あ
る
。

　
注
目
す
べ
き
筆
頭
は
今
日
の
保
養
地
シ
ュ
ト
ル
ベ
ル
ク
を
姓
と
し
た
封
建
貴
族
で
、
そ
の
妹
ア

ウ
グ
ス
テ
に
昔
日
ゲ
ー
テ
は
「
純
粋
性
の
精
神
」
（
一
七
七
五
年
九
月
十
九
日
書
簡
ｓ
）
）
を
、
当

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
「
無
限
の
諸
感
情
」
（
一
七
七
五
年
十
月
二
十
六
日
付
書
簡
（
ご
を
告
白
す
る

ほ
ど
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
七
九
四
年
七
月
以
来
シ
ラ
ー
と
の
交
友
の
深
ま
り
は

事
態
を
急
変
さ
せ
、
ゲ
ー
テ
は
、
｝
七
八
八
年
三
月
に
『
独
逸
メ
ル
ク
ー
ル
』
に
発
表
さ
れ
た

『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
に
対
し
一
七
八
八
年
八
月
『
独
逸
ム
ゼ
ー
ウ
ム
』
で
憤
り
を
ま
じ
え
て
開

陳
さ
れ
た
シ
ュ
ト
ル
ベ
ル
ク
の
「
神
聖
な
信
者
熱
」
を
念
頭
に
置
き
、
一
七
九
六
年
『
キ
リ
ス
ト



な
く
探
究
し
続
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
近
代
科
学
の
理
論
理
性
が
も
た
ら
す
飽
く
こ
と
な
き
知
識

欲
の
増
大
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
「
至
福
な
る
完
成
」
と
は
、
恒
に
一
意
専
心
に
問
い

求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
手
元
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
従
っ
て
、
古
典
文
化
遺
産
の
意
味
を
心
の
底
で
探
り
つ
つ
、
常
に
既
成
の
自
己
の
殻
を
破
り
、

無
限
の
彼
方
へ
と
越
え
出
て
ゆ
く
。
こ
の
様
な
魂
の
動
き
を
示
す
の
が
、
『
芸
術
家
』
で
好
ん
で

用
い
ら
れ
て
い
る
比
較
級
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
第
四
一
三
何
以
下
、
「
ま
す
ま
す
広
汎
に
思

想
と
感
情
が
ひ
と
し
お
豊
か
な
調
和
の
流
れ
と
な
り
、
よ
り
満
ち
た
美
の
大
河
へ
と
開
か
れ
る
（
ご

と
か
、
第
四
二
六
句
以
下
、
「
恒
に
一
層
と
純
粋
な
形
式
と
、
一
層
と
純
粋
な
音
調
に
よ
り
恒
に

一
層
と
高
き
高
み
を
通
り
、
そ
し
て
恒
に
一
層
と
麗
し
き
美
を
貫
き
、
詩
歌
の
花
の
諧
は
静
か
に

立
ち
昇
り
ゆ
く
（
ご
と
か
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
ひ
と
た
び
創
造
の
根
源
か
ら
乖
離
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
死
す
べ
き
「
人
間
」
は
「
芸
術
家
」
と

し
て
新
た
な
創
造
へ
と
向
か
う
道
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
様
は
『
芸
術
家
』
の
場
合
二
段
構

え
と
な
っ
て
お
り
、
シ
ラ
ー
は
「
最
初
の
創
造
」
（
第
一
三
八
句
（
ざ
が
「
（
直
接
）
自
然
か
ら
誕

生
し
た
最
初
の
芸
術
」
（
第
一
五
三
句
～
）
と
し
て
芽
生
え
た
後
、
更
に
ギ
リ
シ
ア
古
典
が
「
よ

り
高
き
第
二
の
芸
術
」
（
第
一
五
九
何
～
）
と
し
て
開
花
し
、
客
観
造
形
見
事
な
様
式
美
へ
と
円

熟
す
る
旨
を
述
べ
る
。
も
し
ヘ
ブ
ラ
イ
語
『
創
世
記
』
二
こ
二
を
締
め
括
る
「
創
造
し
た
神
は
、

ラ
ー
ア
ソ
ー
ト
（
仕
上
げ
る
た
め
に
（
ピ
）
と
い
う
言
葉
を
、
こ
こ
で
話
題
の
「
第
二
の
芸
術
」

に
関
連
さ
せ
れ
ば
、
問
題
の
仕
上
げ
の
内
実
は
既
に
古
典
ギ
リ
シ
ア
芸
術
に
お
け
る
「
至
福
な
る

完
成
」
（
茫
澱
作
図
ｏ
↑
↑
・
乱
呂
～
）
）
が
余
型
と
し
て
先
取
り
し
、
近
代
の
芸
術
家
シ
ラ
ー
達
に

理
想
形
態
の
範
例
を
示
し
て
い
る
と
解
せ
る
。

　
確
か
に
、
綱
領
と
し
て
は
良
く
出
来
て
い
る
。
し
か
し
頭
で
構
想
し
た
『
芸
術
家
』
の
「
至
福

な
る
完
成
」
（
第
二
九
二
何
～
）
を
、
心
の
底
で
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
ゴ
と
掴
み
、
こ
の
失
楽
園

を
キ
リ
ス
ト
が
完
成
（
Ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
)
し
て
い
る
と
見
直
す
に
は
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
　
の
詩

想
展
開
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
言
う
も
の
の
、
先
輩
シ
ラ
ー
の
大
胆
な
問
題
提
起
と
目
の

付
け
所
の
良
さ
が
、
後
輩
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
狂
う
こ
と
な
き
指
針
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
双
方
と
も
理
想
界
ギ
リ
シ
ア
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
こ
の
範
例
に
倣
い
仕
上
げ
る
た
め
に

こ
そ
芸
術
家
が
美
を
目
指
す
教
育
(
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｚ
ｉ
ｅ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
)
の
先
頭
に
立
つ
。
な
ぜ
な
ら

古
代
ニ
ュ
ッ
サ
の
教
父
グ
レ
ー
ゴ
リ
オ
ス
が
『
大
教
理
講
話
』
（
三
八
六
年
－
三
八
七
年
）
第
五

章
で
説
く
よ
う
に
、
「
悪
」
は
「
美
か
ら
魂
の
遠
く
離
れ
る
こ
と
～
」
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
そ

の
逆
を
行
く
至
福
な
る
完
成
へ
の
道
こ
そ
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
回
帰
に
相
応
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　
大
筋
で
悪
(
Ｋ
ａ
ｋ
ｏ
已
の
対
極
に
善
美
(
Ｋ
ａ
ｌ
ｏ
ｋ
ａ
ｇ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ａ
<
＝
'
)
と
い
う
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

理
想
を
掲
げ
、
こ
の
（
善
か
っ
美
た
る
も
の
か
ら
魂
の
遠
離
～
）
」
(
ａ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
ｅ
　
ｒ
ｅ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
ｕ
ｓ
　
ａ
ｂ
　
ｅ
ｏ

ｑ
ｕ
乱
ｂ
ｏ
ｎ
ｕ
m
　
ｅ
ｓ
ｔ
　
ｅ
ｔ
　
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
ｕ
m
（
Ｊ
に
言
わ
ば
地
獄
を
見
る
観
点
は
、
『
芸
術
家
』
に
も

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
も
共
通
し
て
い
る
。
当
面
十
八
世
紀
啓
蒙
期
と
い
う
寛
容
の
時
代
か
ら
歴

史
を
振
り
返
る
と
、
シ
ラ
ー
の
史
劇
『
カ
ル
ロ
ス
』
（
一
七
八
七
年
）
を
印
象
深
く
締
め
括
る
大

審
問
官
（
（
い
Ｓ
Ｒ
ｊ
９
會
ｏ
ｌ
）
）
が
暗
躍
し
た
宗
教
裁
判
の
盛
時
一
七
世
紀
が
念
頭
に
浮
か
び
、

こ
れ
と
の
対
比
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
関
し
、
「
そ
こ
で
は
神
聖
な
る
殺
意
が
、
炎
を
掻
き
起
こ
す

こ
と
も
な
く
、
そ
こ
で
は
如
何
な
る
無
垢
の
血
も
、
祭
壇
で
煙
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
、
『
芸

術
家
』
第
八
〇
句
以
下
で
歌
わ
れ
て
い
る
（
2
1
）
ｏ
そ
し
て
啓
蒙
時
代
と
は
、
こ
の
暗
い
前
世
紀
に
つ

づ
き
、
曙
光
な
す
光
の
世
紀
(
Ｓ
ｉ
ｅ
ｃ
ｌ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
)
に
他
な
ら
ず
、
美
の
花
咲
い
た
古
典

古
代
を
魂
や
心
の
古
里
と
し
、
『
芸
術
家
』
の
場
合
は
、
「
夜
の
黒
い
面
紗
に
被
わ
れ
た
不
可
測
の

世
界
」
（
第
一
〇
五
句
口
）
か
ら
、
造
形
見
事
な
芸
術
時
代
が
誕
生
し
た
歴
史
へ
の
回
顧
と
な
る
。

　
こ
こ
で
古
典
ギ
リ
シ
ア
芸
術
時
代
に
つ
い
て
、
シ
ラ
ー
は
明
る
い
面
に
の
み
注
目
せ
ず
、
そ
れ

が
夜
か
ら
誕
生
し
た
の
み
な
ら
ず
、
「
更
に
弧
線
を
、
未
来
の
夜
を
貰
い
」
（
第
二
四
五
句
～
）
で

引
き
伸
ば
し
、
広
く
生
死
の
両
圏
に
ま
た
が
る
点
を
も
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
パ
ン
と

葡
萄
酒
』
に
似
て
光
明
界
ギ
リ
シ
ア
が
、
夜
か
ら
生
ま
れ
夜
へ
と
延
び
る
筋
で
表
象
さ
れ
て
い
る

点
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
更
に
『
芸
術
家
』
で
シ
ラ
ー
は
、
自
ら
の
直
面
し
て
い
た
西
欧
十

八
世
紀
を
留
意
し
つ
つ
筆
を
運
ぶ
第
三
部
（
第
三
五
一
句
Ｉ
第
四
八
一
句
）
に
お
い
て
、
「
夜
」

が
孕
む
「
謎
」
の
深
み
を
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
伝
来
の
「
高
貴
な
形
式
」
と
洵
遥
さ
せ
、
「
―
高

貴
な
形
式
を
そ
こ
で
完
成
し
、
一
層
と
美
し
い
謎
が
夜
か
ら
立
ち
現
れ
、
弥
々
世
界
は
豊
か
に
な

り
、
」
（
第
四
一
八
句
－
第
四
二
〇
句
亘
）
と
歌
い
継
ぐ
。
つ
ま
り
「
形
式
が
そ
こ
で
完
成
し
」
だ

と
し
て
も
、
な
お
汲
み
尽
く
し
難
い
「
夜
」
の
深
淵
に
受
容
さ
れ
れ
ば
、
コ
層
と
美
し
い
謎
」

と
し
て
継
承
さ
れ
得
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
綱
領
は
実
に
立
派
な
出
来
栄
え
と
言
え

る
。
し
か
し
『
芸
術
家
』
に
お
い
て
意
味
深
長
に
解
さ
れ
た
「
夜
」
を
、
実
際
の
詩
歌
象
徴
の
調

べ
に
乗
せ
歌
い
上
げ
た
の
は
、
ま
ず
『
夜
の
讃
歌
』
（
一
八
〇
〇
年
刊
）
に
お
け
る
ノ
ヴ
ァ
ー
リ

ス
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
一
層
と
美
し
い
謎
が
夜
か
ら
立
ち
現
れ
」
て
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
意
識

の
根
を
「
夜
」
の
大
地
に
お
い
て
し
か
と
掴
む
。
そ
し
て
讃
歌
刊
行
の
直
後
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
¶
一
八
〇
一
年
）
で
「
夜
」
（
第
一
部
）
か
ら
「
ギ
リ
シ
ア
の

昼
」
（
第
二
部
）
を
へ
て
「
西
欧
の
夜
」
（
第
三
部
）
へ
と
張
ら
れ
た
心
の
琴
線
に
触
れ
、
西
欧
意

識
の
「
弧
線
を
更
に
未
来
の
夜
を
貰
い
」
て
引
き
延
ば
す
の
で
あ
る
（
４
）
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
ロ
ッ

　
近
世
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
中
で
、
ま
ず
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
「
美
か
ら
魂

の
遠
く
離
れ
（
Ｅ
）
だ
「
乏
し
き
時
代
」
（
第
コ
ー
ニ
句
（
！
）
と
暗
い
面
か
ら
眺
め
ら
れ
、
言
わ
ば

四
二
　
（
怒
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
呂
年
と
全
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



四
三
　
（
4
3
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
（
一
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

る
の
を
見
い
出
す
こ
と
。
実
際
シ
ラ
ー
の
内
な
る
目
は
、
こ
の
美
の
理
念
を
掴
む
ほ
ど
逞
し
か
っ

た
。
－
（
。
）
」
。
や
が
て
彼
の
心
眼
に
宿
る
「
美
の
理
念
」
を
、
自
ら
の
深
い
ギ
リ
シ
ア
体
験
と
結

び
つ
け
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
（
。
）
」
を
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
～
一
八
〇
一
年
（
と
）

で
歌
う
の
が
彼
の
後
輩
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
で
あ
る
。

　
さ
て
理
想
世
界
ギ
リ
シ
ア
に
詩
人
が
画
竜
点
晴
な
す
キ
リ
ス
ト
像
を
象
眼
す
る
の
が
『
パ
ン
と

葡
萄
酒
』
で
あ
る
が
（
。
）
、
他
方
シ
ラ
ー
の
場
合
は
「
美
の
理
念
」
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
)

が
あ
く
ま
で
精
神
史
の
過
去
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
彼
方
の
異
文
化
圏
ギ
リ
シ
ア
古
典
古
代
に
留
ま
っ

た
ま
ま
で
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
実
存
に
深
く
根
づ
い
て
い
な
い
。
と
は
言
う
も
の
の
理
念
追
求

の
敢
為
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
し
て
、
シ
ラ
ー
宛
書
簡
（
一
七
九
七
年
六
月
二
十
日
付
）
に
お
い
て
、

「
先
生
に
私
は
依
存
し
て
お
り
、
越
え
ら
れ
ま
せ
ん
」
(
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｉ
ｈ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｐ
ｅ
乱
ｉ
ｒ
'
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｕ
ｎ
-

i
i
b
e
ｒ
w
ｉ
ｎ
ｄ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
'
"
'
)
と
告
白
さ
せ
る
迄
に
至
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
彼
の
「
美
の
理
念
」
こ
そ

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
先
導
の
下
に
著
し
た
『
ド
イ
ツ
観
念
論
体
系
草

稿
そ
の
こ
（
一
七
九
六
年
）
の
主
題
と
も
な
り
、
「
最
後
に
一
切
を
統
一
す
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ー

ン
哲
学
の
高
次
な
意
味
に
お
け
る
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
（
美
の
理
念
）
で
あ
る
７
）
」
と
表
明

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
世
の

昌

主が
リ

だ
と
さ
れ
る
「
美
の

教
養
人
が
指
摘
し
た
シ
ラ
ー
の
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｅ
　
'
つ
ま
り

理
念
」
、
こ
れ
を
追
求
す
る
シ
ラ
ー
の
観
念
論
、
す
な
わ
ち

、
生
動
す
る
詩
歌
象
徴
の
調
べ
と
な
り
、
そ
こ
に
万
物
復
帰
を
目
指
す
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー

ス
神
学
と
協
和
す
る
要
素
が
見
い
出
さ
れ
る
作
品
、
そ
れ
を
例
示
す
る
と
す
れ
ば
恐
ら
く
『
芸
術

家
』
（
一
七
八
九
年
）
を
措
い
て
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
バ
ー
ゼ
ル
の
史
家
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
著
名
な
『
シ
ラ
ー
記
念
講
演
』
二
八
五
九
年
）
で

『
芸
術
家
』
に
触
れ
、
「
こ
れ
は
多
分
こ
れ
ま
で
に
編
ま
れ
た
ｄ
ａ
ｓ
　
ｈ
ｂ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｆ
ｒ
ｏ
ｇ
ｒ
a
m
m
（
最

高
の
綱
領
）
で
す
」
と
称
え
て
い
る
。
そ
こ
で
後
輩
ヘ
ー
ゲ
ル
達
の
Ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｒ
ｏ
ｇ
ｒ
a
m
m

（
体
系
草
稿
）
の
礎
と
看
倣
せ
る
当
詩
歌
か
ら
析
出
さ
れ
る
異
端
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
に
着
目

し
て
み
ょ
う
。
ま
ず
洞
々
と
沸
く
シ
ラ
ー
の
想
念
が
「
至
高
の
美
の
輝
く
座
を
し
か
と
見
据
え
（
。
）
」

（
第
四
五
九
句
以
下
）
、
「
唯
一
の
真
理
の
盟
約
の
中
へ
と
、
た
だ
一
条
の
光
の
流
れ
へ
と
回
帰
す
る
」

（
第
四
八
〇
句
以
下
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
『
芸
術
家
』
終
結
部
（
第
四
六
四
句
１
第
四
八
一
句
）

に
耳
を
傾
け
た
い
。
「
美
し
き
魂
（
の
人
々
）
が
美
を
感
じ
た
も
の
は
、
卓
越
し
完
璧
で
あ
る
に
違

い
な
い
。
果
敢
な
雄
飛
な
し
て
高
く
、
汝
ら
の
時
空
を
越
え
飛
翔
せ
よ
。
彼
方
に
は
既
に
、
汝
ら

（
芸
術
家
）
の
心
を
鏡
と
し
て
、
来
る
べ
き
世
紀
の
曙
光
が
白
み
始
め
て
い
る
。
幾
千
に
も
絡
み
合

い
交
錯
し
、
豊
か
で
多
彩
な
道
ま
た
道
を
辿
り
つ
い
に
到
来
し
、
今
や
汝
ら
を
腕
に
抱
き
出
迎
え
る
、

崇
高
な
る
永
遠
の
玉
座
に
お
い
て
。
あ
た
か
も
七
色
の
柔
和
な
光
線
な
し
て
、
白
色
光
が
屈
折
す

る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
七
色
の
虹
の
光
が
、
白
色
光
へ
と
溶
け
入
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
幾
千
に

も
多
様
で
明
澄
な
彩
り
成
し
つ
つ
遊
び
戯
れ
、
陶
然
と
し
た
眼
指
を
囲
み
魔
笛
の
ご
と
く
、
か
く

泗
々
と
唯
一
の
真
理
の
盟
約
の
中
へ
と
、
た
だ
一
条
の
光
の
流
れ
へ
と
回
帰
す
る
の
だ
し
。
｝
」
。

　
生
き
生
き
と
若
々
し
い
自
己
認
識
が
、
新
鮮
な
清
水
さ
な
が
ら
に
送
る
爽
や
か
な
出
来
栄
え
を
、

『
芸
術
家
』
は
示
し
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
瑞
々
し
い
抒
情
の
息
吹
き
は
他
の
思
想
詩
に
ま
ず
見
い
出

せ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
シ
ラ
ー
自
身
の
作
品
に
お
い
て
も
他
の
時
期
の
も
の
に
は
前
に
せ
よ
後
ろ
に

せ
よ
期
待
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
に
時
期
も
時
期
で
あ
っ
た
。
満
四
十
六
歳
に
達
す
る
半
年

程
前
一
八
〇
五
年
五
月
に
没
す
る
ま
で
肺
病
と
闘
い
つ
つ
も
四
児
の
父
と
な
っ
た
彼
が
婚
約
二

七
八
九
年
）
し
結
婚
（
一
七
九
〇
年
）
し
た
当
時
、
そ
れ
は
啓
蒙
と
革
命
の
息
吹
く
特
筆
す
べ
き

フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
（
一
七
八
九
年
七
月
一
四
日
）
の
頃
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
上
昇
気
流
に
乗
り

『
芸
術
家
』
で
は
、
十
八
世
紀
啓
蒙
期
に
お
け
る
西
欧
人
を
始
め
か
ら
「
時
の
完
熟
せ
し
息
子
」

（
第
六
句
（
ご
と
積
極
的
に
肯
定
し
、
声
高
ら
か
に
歌
い
出
さ
れ
た
雄
弁
な
詩
句
は
、
「
美
の
曙
光

な
す
門
を
通
り
て
の
み
、
汝
は
踏
み
入
る
、
認
識
の
国
土
へ
」
（
第
三
四
句
、
第
三
五
句
５
）
）
と
、

「
美
」
か
ら
「
認
識
」
へ
と
至
る
往
相
の
第
一
部
（
第
一
句
－
第
九
〇
句
（
Ｊ
の
基
調
を
表
明
す
る
。

　
他
方
こ
の
『
芸
術
家
』
第
三
部
（
第
三
五
一
句
―
第
四
八
一
句
～
）
で
は
還
相
を
示
し
、
そ
の

第
四
〇
四
句
以
下
に
お
い
て
、
「
学
知
（
認
識
）
が
美
へ
と
円
熟
し
、
芸
術
作
品
へ
と
高
貴
化
さ

れ
る
ａ
）
」
と
の
目
標
が
立
て
ら
れ
、
既
に
見
た
第
四
五
九
句
以
下
の
終
結
部
が
高
唱
さ
れ
る
。
こ

の
時
シ
ラ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
や
『
聖
書
』
を
気
に
懸
け
な
が
ら
美
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
を
話
題
に
し

て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
双
方
の
相
互
浸
透
は
第
六
六
句
以
下
で
例
え
ば
、
「
創
造
主
が

自
ら
の
面
前
か
ら
、
人
間
を
死
す
べ
き
身
へ
と
追
放
し
、
―
神
々
が
面
を
人
間
か
ら
背
け
た
時
１

－
ｓ
）
」
と
歌
わ
れ
る
場
合
に
確
か
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
失
楽
園
の
内
実
を
詩
人
は
、
美
の
古
里
ギ

リ
シ
ア
喪
失
と
結
び
つ
け
自
ら
の
時
代
の
課
題
を
復
楽
園
に
見
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
復
楽
園
を
徹
す
れ
ば
当
然
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
万
物
復
帰
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
に
帰
着
す
る

こ
と
に
な
る
。
す
る
と
一
回
限
り
生
き
た
魂
が
、
「
至
福
な
る
完
成
」
（
第
二
九
二
句
～
）
へ
と
至

る
。
「
永
世
へ
の
祈
念
が
、
諸
人
の
魂
の
盟
約
を
告
げ
た
」
（
第
二
〇
八
句
以
下
～
）
と
歌
わ
れ
て

い
る
筋
が
注
目
に
値
す
る
。

　
魂
の
不
滅
へ
の
意
志
は
啓
蒙
期
十
八
世
紀
に
は
、
限
り
な
き
進
歩
を
頼
む
思
想
と
し
て
躍
進
し
、

シ
ラ
ー
の
『
芸
術
家
』
も
こ
の
進
歩
的
思
想
を
唱
導
し
た
成
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り

「
人
間
の
心
は
、
諸
々
の
新
た
な
衝
動
に
突
き
動
か
さ
れ
」
（
第
二
六
七
句
～
）
、
こ
の
衝
動
が
、

「
芸
術
家
よ
、
汝
ら
の
創
造
圏
を
拡
大
し
て
ゆ
く
」
（
第
二
六
九
句
（
ご
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
但

し
、
無
限
の
進
歩
と
は
『
芸
術
家
』
の
場
合
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
芸
術
に
倣
い
崇
高
美
を
倦
む
こ
と
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(
Ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
巴

（
刀
一
）
　
Ｆ
ｅ
ｕ
ｅ
ｒ
ｂ
ａ
ｃ
ｈ
　
　

。

Ｉ
）
ａ
ｓ
　
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
　
　
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
　
　
Ｃ
ｈ
ｒ
i
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
ｓ
”
　
　
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
　
　
　
(
Ｒ
ｅ
ｃ
ｌ
ａ
ｍ
Ｉ

　
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
a
l
-
Ｂ
ｉ
ｂ
ｌ
ｉ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｋ
)
　
１
９
６
９
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Ｋ
ａ
ｐ
.
　
２
７
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Ａ
ｎ
ｍ
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１
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Ｓ
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２
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ｉ
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ｉ
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ｉ
ｇ
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ｆ
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ｅ
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ｒ
d
a
m
m
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｅ
ｉ
ｎ
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ｅ
ｎ
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ｅ
ｎ
　
w
i
i
ｒ
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m
m
ｔ
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ

c
ｈ
ｒ
i
ｓ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
ｏ
ｄ
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ｈ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
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Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｅ
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ｓ
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ｄ
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ｉ
ｓ
m
ｕ
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Ａ
ｕ
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ｉ
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ｃ
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ｉ
ｃ
ｈ
　
w
ｕ
ｒ
ｄ
ｅ
　
ｄ
ａ
ｈ
ｅ
ｒ
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｅ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｎ
ｄ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ

Ｈ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｆ
ｅ
ｎ
　
　
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ

　

　
ｎ
ｕ
ｒ

　

　
ｖ
ｏ
ｎ

　
　
　
ｄ
ｅ
ｒ

　

　
ｋ
ａ
ｔ
ｈ
　
〇
l
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
｡
　
　
　
　
ｓ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ

　

　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ

ｐ
ｒ
ｏ
ｔ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
K
i
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
（
Ａ
ｕ
ｇ
ｓ
ｂ
.
　
Ｋ
ｏ
ｎ
ｆ
ｅ
ｓ
ｓ
.
　
Ａ
ｒ
ｔ
.
　
１
７
）
ｖ
ｅ
ｒ
w
ｏ
ｒ
ｆ
ｅ
ｎ
.

㈲
　
シ
ラ
ー
の
「
美
の
理
念
」
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
.
Ｓ
ｃ
ｈ
ｂ
ｎ
ｅ
ｎ
”
)

　
　
『
聖
書
』
に
通
暁
し
た
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
友
と
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
次
い
で
名
が
挙
が
る

の
は
大
抵
の
場
合
ゲ
ー
テ
で
あ
り
、
普
通
シ
ラ
ー
は
そ
の
ゲ
ー
テ
の
二
番
煎
と
看
倣
さ
れ
易
い
。

例
え
ば
ゲ
ー
テ
と
親
交
を
結
ん
だ
一
七
九
四
年
夏
七
月
の
翌
一
七
九
五
年
に
公
刊
し
た
『
美
を
目

指
す
人
間
教
育
書
簡
』
(
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｚ
ｉ
ｅ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
）
第
十
五
で
彼
が
、
優
美
（
Ａ
ｎ
ｍ
ｕ
ｔ
ｈ
)

か
つ
尊
厳
（
Ｗ
ｕ
ｒ
ｄ
ｅ
)
の
化
身
と
し
て
絶
賛
し
て
い
る
ユ
ー
ノ
ー
女
神
像
（
～
コ
ｏ
ｒ
乱
ｏ
ｖ
i
-

ｓ
i
（
ふ
）
に
し
て
も
、
実
の
所
ゲ
ー
テ
が
『
イ
タ
リ
ア
旅
行
』
で
一
七
八
七
年
一
月
六
日
付
ロ
ー
マ

よ
り
の
書
信
に
お
い
て
、
「
そ
の
原
物
が
ル
ド
ヴ
ィ
シ
邸
に
あ
る
女
神
ユ
ー
ノ
ー
の
巨
頭
の
模

像
～
」
と
言
っ
て
い
る
複
製
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
大
理
石
な
ら
ぬ
石
膏
の
塑
像
を
ヴ
ァ
イ
マ
ル

に
持
ち
帰
っ
た
ゲ
ー
テ
に
見
せ
て
も
ら
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
模
写
を
通
し
て
で
は

あ
っ
て
も
、
本
来
ギ
リ
シ
ア
芸
術
が
目
指
し
た
理
念
を
掴
む
段
に
な
る
と
、
彼
は
旅
行
を
し
た
友

よ
り
一
層
と
真
相
に
肉
迫
す
る
言
葉
を
探
し
出
し
て
し
ま
う
。
そ
の
第
十
五
書
簡
で
シ
ラ
ー
は
こ

う
説
く
。
「
そ
れ
は
優
美
で
も
尊
厳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ル
ド
ヴ
ィ
シ
邸
の
ユ
ー
ノ
ー
女
神
像
の

よ
う
な
素
晴
ら
し
い
顔
か
ら
私
達
に
語
り
か
け
て
く
る
も
の
、
そ
れ
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
両
者
だ
か
ら
で
す
エ
。
」

　
成
程
ギ
リ
シ
ア
体
験
と
か
、
経
験
さ
れ
た
古
典
古
代
と
言
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
時
代
を
超
え
て

原
典
を
深
く
読
ん
だ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
か
、
シ
チ
リ
ア
島
で
「
新
た
な
ギ
リ
シ
ア
」
（
㈲
註
（
1
4
）
）

に
漫
遁
し
た
ゲ
ー
テ
に
匹
敵
す
る
も
の
を
シ
ラ
ー
は
持
た
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、

敦
養
人
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
に
よ
り
ゲ
ー
テ
以
上
の
地
位
を
『
ギ
リ
シ
ア
』
（
一
九
二
二
年
）

で
与
え
ら
れ
る
。
「
つ
い
今
し
が
た
ま
で
船
が
シ
チ
リ
ア
の
『
大
ギ
リ
シ
ア
』
の
水
上
を
走
っ
て

い
た
限
り
は
ゲ
ー
テ
が
私
達
と
一
緒
だ
っ
た
。
彼
を
も
イ
タ
リ
ア
の
海
岸
を
も
私
達
は
あ
と
に
す

る
。
不
意
に
私
達
は
彼
を
ロ
ー
マ
人
と
感
じ
る
。
ル
ド
ヴ
ィ
シ
邸
に
あ
っ
た
女
神
ユ
ー
ノ
ー
の
巨

頭
が
私
達
と
彼
の
間
に
は
あ
る
。
私
達
は
覚
え
て
い
る
の
だ
。
彼
が
決
し
て
本
当
の
古
典
古
代
を
、

前
五
世
紀
の
彫
刻
作
品
を
見
な
か
っ
た
こ
と
を
。
－
そ
し
て
シ
ラ
ー
の
果
敢
で
偉
大
な
魂
が
何

よ
り
、
私
達
の
心
に
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
彼
の
古
典
古
代
観
、
絶
え
ず
再

三
ま
る
で
嵐
の
よ
う
に
到
来
す
る
要
請
、
そ
れ
は
地
上
の
ど
こ
か
に
美
の
理
念
が
体
現
さ
れ
て
い

四
四
　
（
4
4
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
呂
年
‐
一
八
〇
一
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



四
五
　
（
4
5
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
二
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

太
古
の
至
福
の
岸
辺
へ
と
／
私
を
つ
な
ぎ
止
め
る
の
は
、
…
…
そ
こ
で
は
ア
ポ
ロ
ー
ン
が
歩
ん
で

い
た
…
…
（
1
6
）
」
と
、
こ
の
「
中
空
」
の
不
可
思
議
を
素
直
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
讃
歌
『
唯
一
者
』

初
稿
（
一
八
〇
一
年
－
○
二
年
）
の
冒
頭
で
問
う
。
こ
れ
よ
り
一
世
紀
以
上
の
後
ホ
ー
フ
マ
ン
ス

タ
ー
ル
は
、
甦
る
古
典
文
化
遺
産
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
丘
の
上
に
立
ち
、
そ
の
紀
行
文
『
ギ
リ
シ
ア
』

二
九
二
二
年
）
を
物
し
、
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
（
Ｍ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ｕ
m
　
i
m
　
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
　
Ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
)
と

し
て
こ
れ
を
つ
か
み
、
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
神
々
は
男
女
と
も
ど
も
常
に
明
る
い
大
気
か
ら
立
ち
現

れ
て
く
る
。
こ
の
光
に
通
暁
す
る
と
、
こ
れ
以
上
に
自
然
な
も
の
は
何
一
つ
現
象
し
な
く
な
る
」

と
述
べ
て
い
る
～
。

　
　
「
根
源
現
象
」
(
Ｕ
ｒ
ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
'
"
）
）
と
し
て
、
シ
チ
リ
ア
の
パ
レ
ル
モ
に
お
い
て
「
根
源

植
物
」
（
一
七
八
七
年
四
月
十
七
日
５
）
）
を
眼
の
当
に
し
た
ゲ
ー
テ
に
と
り
、
こ
の
極
め
て
自
然

な
現
象
が
「
新
た
な
ギ
リ
シ
ア
」
に
お
け
る
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
の
下
で
直
観
さ
れ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
故
シ
ラ
ー
が
彼
の
描
く
こ
の
「
象
徴
的
植
物
を
そ
の
眼
前
」
に
思

い
浮
か
べ
た
時
、
「
そ
れ
は
Ｋ
ｒ
ｌ
ａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
（
経
験
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
呟
～
（
理
念
）

で
す
。
」
と
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
の
に
も
一
理
あ
る
（
2
0
）
ｏ
　
こ
れ
が
少
な
く
と
も
一
種
の
精
神

現
象
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
至
っ
て
自
然
に
体
験
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
風
の
光
の
神
秘
と
も
言

い
得
る
。
そ
し
て
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
ェ
』
に
せ
よ
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部
に
せ
よ
、
そ
の
主

人
公
が
息
吹
く
の
は
以
上
の
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
の
下
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
古
典
期

ゲ
ー
テ
の
魂
に
生
気
を
与
え
る
「
生
け
る
泉
」
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
第
一
部
の
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
悲
劇
で
は
暗
躍
で
き
た
悪
魔
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
も
、

第
二
部
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
は
分
が
悪
く
な
り
、
と
ん
と
奮
わ
な
く
な
る
。
例
え
ば
第
八
七
三
六

句
以
下
で
ス
パ
ル
タ
の
合
唱
は
、
ポ
ル
キ
ュ
ー
ス
の
娘
に
化
け
た
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
に
向

か
い
こ
う
歌
う
。
「
怪
物
よ
、
敢
え
て
汝
は
／
美
と
肩
を
並
べ
／
汝
を
識
者
／
ポ
イ
ボ
ス
（
神
ア

ポ
ロ
ー
ン
）
の
眼
前
で
示
そ
う
と
す
る
つ
も
り
か
？
／
と
に
か
く
ど
ん
ど
ん
出
て
お
い
で
／
な
ぜ

な
ら
醜
悪
な
者
は
神
の
目
に
入
ら
ぬ
の
だ
／
あ
た
か
も
彼
の
聖
な
る
眼
が
未
だ
／
決
し
て
影
な
ど

目
に
し
て
な
い
よ
う
に
（
。
）
。
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
『
ギ
リ
シ
ア
』
で
語
っ

た
「
充
ち
溢
れ
る
光
の
神
秘
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
は
や
悪
と
か
罪

責
意
識
か
ら
屈
折
し
て
く
る
善
な
ど
寄
せ
つ
け
ぬ
純
粋
な
光
明
界
ギ
リ
シ
ア
に
あ
っ
て
は
、
新
教

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
旧
教
カ
ト
リ
ッ
ク
が
重
視
す
る
「
地
獄
」
は
空
洞
化
し
、
三
世
紀
オ
ー
リ
ゲ

ネ
ー
ス
が
説
き
、
’
四
世
紀
ギ
リ
シ
ア
教
父
グ
レ
ー
ゴ
リ
オ
ス
達
に
よ
り
支
持
さ
れ
た
万
物
復
帰
ア

ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
諸
相
が
展
開
し
て
く
る
。
か
く
し
て
北
方
の
博
士
フ
ァ
ウ
ス
ト
も
古
典
ギ
リ

シ
ア
の
光
明
に
浴
す
る
こ
と
に
よ
り
、
恋
人
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
の
祈
り
に
重
ね
て
新
た
な
救
済
の
可

能
性
に
開
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
結
局
ゲ
ー
テ
及
び
シ
ラ
ー
達
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
つ
ま
る
所
ギ
リ
シ
ア
精
神
と
の
協
和
一
致
の

下
に
寛
容
と
な
り
、
つ
い
に
は
万
物
復
帰
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
を
承
認
す
る
方
向
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
正
統
派
の
キ
リ
ス
ト
教
を
擁
護
す
る
立
場
に
留
ま
る
者
は
、
次
に
引
く
『
キ
リ
ス
ト

教
の
本
質
』
（
一
八
四
一
年
）
の
著
書
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
よ
う
に
、
例
え
ば
「
プ
ラ
ト
ー
ン

主
義
」
の
名
の
下
に
こ
の
異
端
を
斥
け
る
こ
と
に
な
る
。
「
例
え
ば
、
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
、
ニ
ュ
ッ

サ
の
グ
レ
ー
ゴ
リ
オ
ス
の
よ
ウ
な
若
干
の
教
父
た
ち
の
教
え
、
即
ち
Ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｆ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
d
a
m
m
ｔ
ｅ
ｎ

（
劫
罰
へ
と
定
め
ら
れ
た
者
達
の
受
け
る
刑
罰
）
が
い
つ
か
終
わ
る
だ
ろ
う
と
い
う
説
は
、
キ
リ

ス
ト
教
な
い
し
教
会
の
説
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま

た
明
白
に
、
そ
の
Ｈ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｆ
ｅ
ｎ
（
地
獄
の
刑
罰
）
の
有
限
性
を
説
く
教
え
は
、
旧
教
カ
ト

リ
ッ
ク
の
み
な
ら
ず
、
新
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
（
一
五
三
〇
年
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告

白
の
第
十
七
条
、
剛
歴
史
上
の
背
景
6
3
頁
下
段
～
6
2
頁
上
段
の
註
（
1
3
）
に
引
用
）
に
よ
っ
て
も

排
斥
さ
れ
た
。
」
（
第
二
七
章
、
脚
註
1
4
（
2
2
）
）
と
あ
る
。
だ
が
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
を
話
題
と
す
る
著

者
が
、
十
分
ギ
リ
シ
ア
体
験
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
註

（
１
）
　
Ｍ
ａ
ｒ
l
o
w
ｅ
:
　
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｔ
ｅ
　
Ｐ
ｌ
ａ
ｙ
ｓ

ａ
ｎ
ｄ
　
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｍ
ｓ
’
Ｅ
ｖ
ｅ
ｒ
ｙ
ｍ
ａ
ｎ
'
ｓ
　
　
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ

　
　
Ｌ
ｉ
ｂ
ｒ
ａ
ｒ
ｙ
.
　
Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
（
｛
｝
ｅ
ｎ
ｔ
)
１
９
７
６
.
　
Ｐ
.
２
７
４
-
Ｐ
.
３
２
６
日
ｒ
.
　
Ｆ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
ｕ
ｓ
)
.
ｐ
.
２
７
７
／
ｐ
.
３
２
４
ｆ
.

（
２
）
　
Ｌ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
.
　
Ｌ
ｅ
ｉ
ｐ
ｚ
ｉ
ｇ
　
１
９
２
５
-
３
５
　
（
閣
註
（
５
）
）
　
Ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
　
４
.
　
　
Ｓ
.
５
８
-
６
０
ま
た

　
　
（
ｊ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
.
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
（
閲
註
（
1
2
）
）
　
Ｂ
ｄ
.
３
.
　
Ｓ
.
　
４
７
４
ｆ
.

（
３
）
　
Ｌ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
　
ｉ
ｎ
　
２
５
　
Ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
ｅ
ｎ
.
　
Ｌ
ｅ
ｉ
ｐ
ｚ
ｉ
ｇ
　
１
９
２
５
-
３
５
.
　
Ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
　
２
３
.
　
Ｓ
.
５
８
ｆ
.

（
４
）
　
（
Ｊ
ｏ
ｅ
陛
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
-
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｍ
ｕ
ｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
（
Ｂ
ｅ
ｃ
ｋ
／
ｄ
ｔ
乙
１
９
８
２
.
　
Ｂ
ｄ
.
３
　
Ｓ
.
１
８
.

　
　
…
　
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｂ
ｔ
.
　
／
　
Ｓ
.
３
５
９
.
　
｡
｡
｡
　
ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
b
e
m
i
i
h
ｔ
　
.
｡
｡

（
５
）
　
Ｌ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
　
１
９
２
５
-
３
５
.
　
Ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
　
４
｡
　
Ｓ
.
４
０
７
.

（
６
）
　
Ｌ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
　
１
９
２
５
-
３
５
.
　
Ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
　
４
.
　
Ｓ
.
２
７
５
-
４
２
５
.

（
７
）
　
（
ｉ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
３
.
　
Ｓ
.
２
６
　
／
　
Ｓ
.
４
７
　
／
　
Ｓ
.
２
０
　
／
　
Ｓ
.
１
４
６
.

（
８
）
　
（
Ｊ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
-
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
３
.
　
Ｓ
.
４
２
０
　
／
　
Ｓ
.
１
４
５
　
／
　
Ｓ
.
３
６
３
.

（
９
）
　
（
３
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
.
　
Ｂ
ｄ
.
５
.
　
Ｓ
.
８
:
　
Ｉ
Ｐ
巴
（
＾
Ｅ
Ｎ
Ｉ
Ｅ
　
Ａ
Ｕ
Ｆ
　
Ｔ
Ａ
t
に
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｓ

　
　
＼
Ｅ
Ｉ
Ｎ
　
Ｓ
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｉ
Ｅ
Ｌ
（
劇
）
…
m
i
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
　
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｅ
乱
・
原
語
イ
ー
ピ
ネ
ゲ
イ

　
　
ア
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
な
ら
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
ェ
、
仏
語
圏
な
ら
イ
フ
ィ
ジ
ェ
ニ
ー
と
し
て
、
和

　
　
訳
に
お
い
て
も
流
布
し
て
い
る
呼
称
に
従
う
。



ら
、
自
分
の
昔
日
の
恋
人
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
救
わ
れ
て
ゆ
く
姿
を
描
か
せ
（
第
一
二
〇
八
四
句
以
下
）

て
い
る
～
。

　
確
か
に
、
祈
り
が
救
済
へ
と
橋
渡
し
す
る
点
で
は
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
同
様
ゲ
ー
テ
の
別
の
劇

『
タ
ウ
リ
ス
の
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
（
一
七
八
七
年
）
～
も
注
目
に
値
す
る
。
し
か
も
万
物
復
帰
ア

ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
に
は
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
劇
も
深
く
係
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
娘
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ

が
、
父
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
を
殺
し
た
母
ク
リ
ュ
タ
イ
メ
ー
ス
ト
ラ
ー
と
叔
父
ア
イ
ギ
ス
ト
ス
、
こ

の
叔
父
の
父
テ
ュ
エ
ス
テ
ー
ス
ヘ
の
復
讐
と
し
て
そ
の
実
の
子
ら
を
料
理
し
て
こ
の
父
に
食
せ
し

め
た
ア
ト
レ
ウ
ス
（
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
の
祖
父
）
、
こ
れ
ら
の
元
祖
に
し
て
神
々
に
呪
わ
れ
た
所

業
で
あ
る
名
高
い
タ
ン
タ
ロ
ス
等
々
の
魂
を
気
遣
っ
て
展
開
す
る
神
話
劇
で
あ
る
。
そ
し
て
究
極

は
呪
い
の
源
タ
ン
タ
ロ
ス
と
、
神
々
の
父
ゼ
ウ
ス
と
の
和
解
が
、
そ
の
末
裔
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
が

祈
り
に
よ
り
希
求
す
る
所
に
他
な
ら
な
い
。
古
来
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
ー
族
と
共
に
タ
ン
タ
ロ
ス
ー

ロ:イ族
「スづは

れ
た

ス
の

　
な

る･前アマ，キ……ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
素
材
と
し
て
抜
き
ん
出
て
お
り
、
ク
リ
ュ
タ
イ
メ
ー
ス
ト
ラ
ー
が
輝
く
ア

ユ
ロ
ス
の
悲
劇
『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
』
（
前
四
五
八
年
）
、
紀
元
一
世
紀
ネ
ロ
に
殺
さ
れ
た

＝　1●
･■■　　■■

ほ例族人

セ
ネ
カ
が
残
し
た
実
子
を
食
ら
う
陰
惨
な
劇
『
テ
ュ
エ
ス
テ
ー
ス
』
な
ど
、
こ
の
呪
わ

に
取
材
し
た
芸
術
作
品
は
多
く
、
ゲ
ー
テ
の
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
も
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー

　
（
前
四
一
〇
年
頃
）
を
踏
ま
え
た
傑
作
で
あ
る
。

ど
一
応
は
ギ
リ
シ
ア
に
あ
や
か
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
内
実
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
魂

の
劇
的
葛
藤
が
中
心
を
成
し
て
お
り
、
そ
の
響
き
は
古
典
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
典
雅
沈
静
の
美
と
異

な
り
、
む
し
ろ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
悲
劇
の
第
一
部
を
想
わ
せ
る
躍
動
に
満
ち
て
い
る
。
そ
の
悲
劇

の
第
一
部
（
第
三
五
八
七
句
以
下
（
ご
で
Ｍ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｏ
ｌ
ｏ
ｒ
ｏ
ｓ
ａ
（
苦
し
み
の
聖
母
）
像
に
す
が

り
、
「
お
助
け
下
さ
い
！
私
を
恥
辱
と
死
か
ら
お
救
い
下
さ
い
！
(
ｒ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ
　
m
i
c
h
…
…
一
）
」

（
第
三
六
ヱ
ハ
句
）
と
請
い
願
う
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
に
似
て
、
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
も
そ
の
祈
り
の
最

高
潮
で
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
神
々
に
向
か
い
、
「
わ
が
魂
に
宿
る
汝
ら
の
似
姿
を
救
い
た
ま
え

(
ｒ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ
ｔ
　
ｅ
ｕ
ｅ
ｒ
　
B
i
l
d
　
i
n
　
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
.
）
」
（
第
一
七
一
七
句
（
ご
と
、
心
の
底
か
ら
叫
ぶ
。

こ
う
し
た
箇
所
が
劇
中
い
わ
ば
「
深
淵
よ
り
我
は
叫
ん
だ
｛
｝
）
の
ｌ
ｏ
Ｆ
乱
i
ｓ
　
ｃ
ｌ
ａ
ｍ
ａ
巴
」
（
旧

約
聖
書
『
詩
篇
』
　
コ
ー
九
・
一
～
）
）
と
言
う
に
相
応
し
い
切
実
な
局
面
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
鑑

賞
力
の
あ
る
読
者
な
ら
同
時
に
、
神
が
「
わ
が
魂
を
深
い
地
獄
か
ら
（
ａ
ｙ
？
～
ｏ
）
救
い
出

し
た
」
（
『
詩
篇
』
八
五
∴
三
～
）
と
表
明
す
る
に
至
る
契
機
を
も
つ
か
む
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
も
救
済
が
清
ら
か
な
処
女
の
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
（
美
し
き
魂
（
Ｊ
に
の
み
留
ま
る
も
の
で

な
く
、
こ
の
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
（
純
粋
な
魂
（
Ｊ
の
援
助
に
よ
り
、
一
層
と
罪
深
い
フ
ァ
ウ
ス
ト
や
、

母
と
叔
父
を
殺
害
し
、
父
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
復
讐
を
遂
げ
た
オ
レ
ス
テ
ー
ス
も
魂
を
浄
化
さ
れ

る
に
至
る
、
と
ゲ
ー
テ
は
構
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
先
程
の
「
救
い
」
(
Ｒ
ｅ
ｔ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
)
の
祈
り
が

効
を
奏
し
、
博
士
は
恋
人
に
よ
り
、
弟
は
姉
に
よ
り
、
地
獄
落
ち
か
ら
免
れ
る
、
と
解
釈
す
る
の

は
的
外
れ
で
は
な
い
。
但
し
、
そ
う
読
み
取
る
限
り
で
は
、
一
七
八
六
年
以
降
イ
タ
リ
ア
旅
行
に

よ
り
自
ら
甦
る
の
を
深
く
体
験
し
た
詩
人
ゲ
ー
テ
自
身
の
魂
の
足
跡
が
未
だ
汲
み
取
ら
れ
て
い
な

い
。
す
で
に
『
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
に
お
い
て
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
光
明
界
は
、
主
人
公

の
「
わ
が
ホ
メ
ー
ロ
ス
」
（
一
七
七
一
年
五
月
十
三
日
付
）
た
る
『
オ
デ
ユ
セ
イ
ア
』
を
介
し
て

「
死
に
至
る
病
（
Ｋ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｚ
ｕ
m
　
Ｔ
ｏ
ｄ
ｅ
）
」
（
一
七
七
一
年
八
月
十
二
日
付
）
に
治
癒
力
を
及

ぼ
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
「
（
北
欧
の
暗
い
）
オ
シ
ア
ン
が
、
わ
が
心
の
中
で
（
南
欧
の
）
ホ
メ
ー

ロ
ス
を
押
し
退
け
て
し
ま
っ
た
。
」
（
一
七
七
二
年
十
月
十
二
日
付
）
と
語
ら
れ
る
頃
か
ら
破
局
へ

の
道
は
避
け
難
く
な
り
、
『
僕
は
死
の
う
』
(
Ｉ
ｃ
ｈ
　
w
i
l
l
　
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｅ
ｎ
)
と
い
う
決
意
は
、
「
現
わ
れ

よ
、
汝
、
オ
シ
ア
ン
の
魂
の
壮
麗
な
（
闇
の
）
光
よ
！
」
（
終
結
部
）
と
暗
い
感
激
に
酔
う
中
で

揺
ら
が
ぬ
も
の
と
な
り
、
ヴ
ェ
ル
テ
ル
は
自
殺
へ
の
破
局
へ
突
進
し
て
ゆ
く
～
。

　
い
わ
ゆ
る
疾
風
怒
濤
の
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
、
詩
人
ゲ
ー
テ
は
世
間
の
例
に
倣
っ
て
メ
フ
ィ

ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
風
の
分
別
知
へ
と
鞍
替
え
す
る
だ
け
で
満
足
で
き
る
程
の
俗
人
で
は
な
か
っ
た
。

一
層
と
切
実
な
自
己
形
成
（
宍
屁
～
哨
）
の
願
望
が
捨
て
難
く
、
彼
は
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
ェ
』
第

一
二
句
の
言
葉
に
従
え
ば
、
「
ギ
リ
シ
ア
人
達
の
国
を
m
i
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
　
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｅ
乱
（
魂
で
探
し

つ
つ
～
）
」
、
自
己
の
教
養
の
根
源
体
験
を
求
め
て
南
欧
へ
と
旅
立
っ
た
。
一
七
八
六
年
十
二
月
二

十
日
付
で
ロ
ー
マ
に
て
ゲ
ー
テ
は
、
「
私
を
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｈ
ｅ
ｒ
ａ
ｕ
ｓ
（
内
面
の
底
か
ら
）
作
り
変

え
る
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｂ
ｕ
ｒ
ｔ
　
（
再
生
）
が
絶
え
ず
働
き
続
け
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
更
に
一
七

八
七
年
四
月
十
二
日
パ
レ
ル
モ
で
、
「
実
に
悲
し
い
こ
と
に
我
ら
の
青
春
は
、
ｄ
ａ
ｓ
　
ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｌ
ｔ
l
o
ｓ
ｅ

ｐ
巴
ａ
ｓ
ｔ
ｉ
ｎ
ａ
　
（
形
な
き
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
）
と
、
形
が
乱
れ
た
ロ
ー
マ
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
Ｉ
　
シ
チ
リ
ア
と
Ｎ
ｅ
ｕ
ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｌ
ａ
乱
（
新
た
な
ギ
リ
シ
ア
）
が
私
に
今
や
再

び
新
鮮
な
生
命
を
希
望
さ
せ
て
く
れ
る
。
」
と
告
白
し
て
い
る
（
1
4
）
ｏ

　
普
通
イ
タ
リ
ア
旅
行
と
し
て
知
ら
れ
る
「
新
た
な
ギ
リ
シ
ア
」
へ
の
巡
礼
に
お
い
て
、
よ
う
や

く
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
ェ
』
に
も
決
定
的
な
「
形
」
（
（
ｉ
ｅ
ｓ
ｔ
a
l
ｔ
)
が
叶
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
聖

書
』
の
「
形
な
き
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
」
（
偶
像
破
壊
の
エ
ル
サ
レ
ム
）
に
も
、
古
典
古
代
の
正
当
な

継
続
者
を
自
認
す
る
「
形
が
乱
れ
た
ロ
ー
マ
」
（
西
欧
の
人
文
教
養
の
発
祥
地
）
に
も
望
め
ぬ
も

の
で
、
究
極
の
所
で
魂
を
癒
し
甦
ら
せ
る
光
明
界
は
詩
人
に
と
り
、
や
は
り
造
形
美
の
古
里
ギ
リ

シ
ア
以
外
に
は
求
め
難
い
。
一
七
九
八
年
五
月
十
二
日
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
よ
り
盟
友
シ
ラ
ー
に
宛
て

た
書
簡
の
冒
頭
で
彼
は
早
速
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
触
れ
、
「
神
々
が
あ
ち
こ
ち
逍

這
し
て
い
た
Ｚ
w
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｒ
ａ
ｕ
m
　
（
中
空
）
」
を
話
題
と
し
て
い
る
（
1
5
）
ｏ
「
何
な
の
だ
こ
れ
は
、
／

四
六
　
（
4
6
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
合
年
し
八
〇
一
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



四
七
　
（
4
7
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
（
一
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

　
レ
ッ
シ
ン
グ
の
博
識
の
物
凄
さ
は
、
名
著
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
（
一
七
六
六
年
）
　
一
冊
か
ら
も
十

分
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
。
）
。
歴
代
の
文
献
か
ら
縦
横
無
尽
に
引
用
す
る
彼
の
学
力
に
は
、
カ

ン
ト
ど
こ
ろ
か
北
方
の
博
士
ハ
ー
マ
ン
を
す
ら
寄
せ
つ
け
な
い
も
の
が
あ
る
。
ま
し
て
や
ゲ
ー
テ

や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
至
っ
て
は
物
の
数
で
は
な
い
。
他
方
こ
れ
ら
天
才
時
代
の
詩
人
達
に
は
、
レ
ッ

シ
ン
グ
自
身
が
欠
い
て
い
る
と
告
白
し
た
「
生
け
る
泉
」
が
「
固
有
の
力
」
と
し
て
備
わ
っ
て
い

る
。
特
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
に
通
じ
る
響
き
を
持
つ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
詩

（
（
ｊ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
ｉ
ｋ
)
類
の
場
合
、
こ
れ
こ
そ
が
創
作
力
の
源
と
な
り
、
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ

ス
風
の
白
け
た
分
別
知
が
入
り
込
む
余
地
な
ど
無
い
。

　
こ
の
点
ゲ
ー
テ
は
巧
み
な
自
己
分
析
か
ら
、
そ
の
分
別
知
を
有
効
な
本
節
と
し
つ
つ
も
、
や
は

り
悪
魔
の
踏
み
込
め
な
い
神
聖
な
領
域
か
ら
目
を
逸
さ
ぬ
知
恵
を
有
し
、
ど
う
考
え
て
も
愚
か
な

博
士
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
、
通
説
な
ら
地
獄
落
ち
と
す
べ
き
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
逆
に
「
救

済
」
の
方
向
に
位
置
づ
け
た
。
そ
の
根
拠
は
分
別
知
の
科
学
者
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
対
し
、
そ
の
師

フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
が
語
る
第
五
六
八
句
以
下
、
「
生
気
を
君
は
獲
ず
に
終
わ
る
、
／
も
し
そ
れ
が

君
に
ａ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｉ
ｇ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
　
ｑ
ｕ
ｉ
　
日
（
固
有
な
魂
か
ら
沸
く
）
の
で
な
い
な
ら
（
―
。
）
と
い
う
発
言

に
見
い
出
さ
れ
る
。

　
引
用
の
『
ハ
ム
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
（
一
七
六
八
年
四
月
十
九
日
）
に
お
い
て
理
知
本
位
の
啓
蒙

家
が
自
己
批
判
か
ら
取
り
上
げ
た
契
機
、
あ
の
「
固
有
の
力
」
に
よ
る
「
生
け
る
泉
」
が
、
こ
こ

で
は
新
た
な
魂
に
よ
り
命
を
吹
き
込
ま
れ
る
。
し
か
し
他
方
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
や
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー
に
は
、
こ
の
送
り
出
る
詩
魂
が
全
く
疎
遠
で
不
可
解
な
も
の
に
留
ま
り
続
け
、
こ
う
し
た

分
別
知
の
領
域
に
は
愚
か
な
博
士
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
情
熱
な
ど
、
せ
い
ぜ
い
茶
番
劇
の
種
と
し
て
片

付
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
悪
魔
の
理
知
と
博
士
の
情
熱
は
平
行
線
を
辿
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、

但
し
、
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
自
身
フ
ァ
ウ
ス
ト
ヘ
の
自
己
紹
介
で
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、

実
は
「
あ
の
力
の
一
部
、
い
つ
も
悪
を
意
欲
し
、
い
つ
も
善
を
も
た
ら
す
（
力
の
一
部
）
？
）
」
（
第

一
三
三
五
句
以
下
）
に
過
ぎ
な
い
、
と
ゲ
ー
テ
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
劇

展
開
は
、
こ
の
悪
魔
の
本
性
を
裏
書
き
し
て
、
大
団
円
は
「
努
力
す
る
限
り
迷
う
」
と
言
わ
れ
る

に
相
応
し
い
者
の
「
救
済
」
に
終
わ
り
、
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
は
ま
ん
ま
と
主
な
る
神
に
し

て
や
ら
れ
る
に
至
る
。

　
以
上
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
は
全
体
の
筋
立
て
か
ら
す
れ
ば
、
ダ
ン
テ
が
地
獄
か
ら
浄
罪

界
を
へ
て
天
国
へ
と
昇
る
自
ら
の
詩
篇
を
そ
う
呼
ん
だ
よ
う
に
、
コ
メ
デ
ィ
ア
（
喜
劇
）
に
他
な

ら
な
い
。
し
か
し
作
者
自
身
は
自
作
を
（
悲
劇
の
第
一
部
７
）
」
（
前
半
）
と
（
悲
劇
の
第
二
部
７
）
」

（
後
半
、
第
四
六
一
三
句
５
第
一
二
一
一
句
）
に
分
け
、
前
半
で
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゆ
え
惨
め
な
最

期
を
迎
え
た
娘
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
の
物
語
を
扱
っ
て
お
り
、
も
と
も
と
初
稿
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
二

七
七
三
年
～
七
五
年
頃
）
で
は
、
こ
の
娘
の
死
で
も
っ
て
悲
劇
が
締
め
括
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も

後
の
『
悲
劇
の
第
一
部
』
（
一
八
〇
八
年
刊
）
で
加
筆
さ
れ
た
「
彼
女
は
救
わ
れ
た
！
（
旦
）
（
第
四

六
一
一
句
）
と
い
う
「
天
上
か
ら
の
声
」
が
初
稿
に
は
無
く
、
た
だ
単
に
「
彼
女
は
裁
か
れ
た

！
（
。
）
」
と
言
う
悪
魔
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
の
声
の
み
が
終
曲
を
奏
で
、
暗
い
雰
囲
気
を
残
す
。

当
時
一
七
七
四
年
に
公
刊
し
て
多
く
の
読
者
を
獲
た
小
説
『
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
で
、
現

実
に
物
議
を
醸
し
出
し
た
青
年
の
自
殺
に
取
材
し
た
ゲ
ー
テ
が
、
ま
た
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
初
稿

己
ｒ
ｆ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
)
で
も
不
倫
の
娘
に
よ
る
嬰
児
殺
し
と
言
う
、
実
際
あ
の
頃
に
社
会
の
注
目
の
的
と

な
っ
た
事
件
を
拾
い
上
げ
、
こ
う
し
た
人
生
の
破
滅
劇
で
も
っ
て
当
時
一
七
七
〇
年
代
の
疾
風
怒

濤
期
を
彩
っ
た
の
で
あ
る
。

　
翌
十
九
世
紀
に
パ
リ
で
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
が
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
劫
罰
（
Ｌ
ａ
　
Ｄ
ａ
ｍ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ

Ｆ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ)
Ｊ
（
一
八
四
六
年
）
に
お
い
て
ゲ
ー
テ
の
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
悲
劇
を
作
曲
し
た
時
、
こ
の
音

楽
家
の
趣
向
が
古
典
期
の
ゲ
ー
テ
（
初
回
イ
タ
リ
ア
旅
行
一
七
八
六
年
以
降
）
よ
り
、
む
し
ろ
疾

風
怒
濤
期
の
彼
に
近
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ド
イ
ツ
語
圏
の
リ
ス
ト
が
一
八

五
七
年
に
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
交
響
曲
』
を
発
表
し
た
時
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
、
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
、
メ
フ
ィ

ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
の
三
者
の
性
格
像
を
並
べ
、
こ
の
最
終
楽
章
に
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
救
済
の
大
団
円

『
山
岳
の
渓
谷
』
か
ら
歌
詞
を
選
び
高
唱
さ
せ
た
。
も
は
や
破
局
の
悲
劇
よ
り
は
、
敢
え
て
喜
劇

と
呼
べ
る
大
団
円
の
方
に
比
重
は
移
る
。
そ
し
て
今
世
紀
マ
ー
ラ
ー
が
第
八
交
響
曲
（
一
九
〇
七

年
）
の
後
半
・
第
二
部
で
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
終
結
部
の
ド
イ
ツ
語
に
無
類
の
旋
律
を
つ
け
歌
い
奏

で
た
時
、
か
つ
て
地
獄
落
ち
必
定
と
思
わ
れ
た
マ
ゴ
ス
の
魂
を
、
天
使
群
が
悪
魔
メ
フ
ィ
ス
ト
ー

フ
ェ
レ
ス
の
手
か
ら
奪
い
去
る
の
を
、
不
当
な
魂
の
だ
ま
し
討
ち
と
理
解
し
、
不
満
を
表
明
し
た

聴
衆
は
少
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
さ
て
不
倫
の
娘
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
も
、
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
に
劣
ら
ぬ
見
事
な
作
者
の
創
作

物
で
あ
る
。
結
局
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゆ
え
、
母
や
兄
も
死
な
せ
、
つ
い
に
自
分
の
赤
子
ま
で
殺
し
て
し

ま
う
不
幸
な
娘
こ
そ
、
最
も
鋭
く
悪
魔
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
と
対
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
敢

え
て
悲
劇
と
言
え
る
厳
粛
な
調
べ
を
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
が
奏
で
る
の
も
、
ま
ず
は
こ
の
娘
の
死
ゆ

え
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
救
済
に
疑
問
を
抱
く
者
で
も
、
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
救
済
に
異

議
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
終
曲
の
救
済
劇
の
立
役
者
と
し

て
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
愛
称
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
で
知
ら
れ
る
不
倫
の
娘
マ
ル
ガ
レ
ー
テ

な
の
で
あ
る
。
実
際
ゲ
ー
テ
も
『
山
岳
の
渓
谷
』
に
「
か
つ
て
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
と
呼
ば
れ
た
悔
悛

の
女
性
」
を
登
場
さ
せ
、
ま
ず
聖
母
マ
リ
ア
に
向
か
い
祈
ら
せ
（
第
コ
ー
○
六
九
句
以
下
）
て
か



本
は
ゲ
ー
テ
の
生
誕
地
マ
イ
ン
河
畔
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
一
五
八
七
年
に
公
刊
さ
れ
る
が
、
早
速

こ
れ
が
一
五
九
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
訳
さ
れ
、
こ
の
英
語
訳
に
影
響
さ
れ
た
劇
作
家
Ｍ
ａ
ｒ
l
o
w
ｅ

（
マ
ー
ロ
ウ
）
が
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
日
〇
ｃ
ｔ
ｏ
ｒ
　
Ｆ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
ｕ
ｓ
』
』
（
初
版
一
六
〇
四
年
）
を
創
作

す
る
。
こ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
冒
頭
の
第
一
幕
・
第
一
場
で
、
「
健
全
な
魔
術
師
（
Ｓ
に
乱
ヨ
呻
咀
‐

ｏ
政
己
は
、
ａ
　
ｄ
ｅ
ｍ
ｉ
-
ｇ
ｏ
ｄ
（
一
種
の
半
神
）
だ
」
（
第
六
二
句
）
と
独
白
す
る
時
、
一
応
キ
リ

ス
ト
教
以
外
に
も
善
な
る
霊
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
そ
の
終

結
な
す
地
獄
落
ち
の
場
（
第
五
幕
・
第
二
場
）
を
締
め
く
く
る
独
白
に
お
い
て
、
主
人
公
み
ず
か

ら
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
ぽ
ヨ
ロ
ぷ
（
劫
罰
を
受
け
）
る
必
然
に
あ
る
」
（
第
一
四
五
句
）
と
述
べ
、

結
局
キ
リ
ス
ト
教
の
関
心
圏
へ
と
マ
ー
ロ
ウ
は
読
者
を
誘
っ
て
ゆ
き
、
「
劫
罰
を
受
け
た
魂

こ
仙
ヨ
コ
乱
Ｑ
Ｏ
巴
已
に
有
限
な
終
わ
り
は
無
い
」
（
第
一
七
二
句
）
と
ま
で
発
言
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
同
時
に
、
こ
の
第
二
場
の
独
白
に
は
、
「
何
ら
か
の
終
わ
り
を
、
わ
が
止
む
こ
と
な
き
苦

し
み
に
与
え
よ
」
（
第
ニ
八
九
句
）
と
い
う
神
へ
の
祈
り
も
あ
り
、
実
際
マ
ー
ロ
ウ
の
『
フ
ァ
ウ

ス
ト
博
士
』
は
勧
善
懲
悪
の
説
教
に
収
ま
っ
て
し
ま
わ
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
（
―
）
ｏ

　
こ
の
点
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
像
は
、
既
成
宗
教
の
教
訓
か
ら
更
に
大
き
く
離
れ
る
。

ま
ず
啓
蒙
の
旗
手
レ
ッ
シ
ン
グ
の
悲
劇
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
断
片
は
、
彼
の
一
七
五
九
年
二
月
十
六

日
付
の
『
最
新
文
学
書
簡
』
（
閲
ぺ
１
タ
ー
ゼ
ン
と
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
5
8
頁
下
段
の
註
（
５
）

に
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の
「
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ス
」
と
の
関
連
で
既
出
）
そ
の
十
七
に
引
用
さ
れ
た
第
二

幕
・
第
三
場
な
ど
、
僅
か
な
創
作
成
果
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
目
指
す
所
は
明
確
と
言
え

る
ｉ
）
。
す
な
わ
ち
先
に
『
人
類
の
教
育
』
（
一
七
八
〇
年
）
を
中
心
と
し
て
要
約
し
た
「
善
導
」

の
「
教
育
」
と
い
う
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
万
物
復
帰
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
に
結
び
つ
く
思
想
が
、

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
場
合
も
レ
ッ
シ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
重
要
と
な
る
（
朗
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ハ
ー
マ

ン
等
5
0
頁
上
段
の
註
（
1
7
）
参
照
）
。
そ
の
『
人
類
の
教
育
』
第
九
二
節
に
あ
る
通
り
「
人
類
を

そ
の
完
成
へ
と
近
づ
け
る
悠
然
た
る
大
車
輪
」
が
眼
目
で
あ
り
、
何
よ
り
も
各
人
各
様
の
「
わ
が

Ｖ
ｅ
ｒ
ｖ
ｏ
ｌ
ｉ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｎ
ｕ
ｎ
ｇ
（
完
成
化
）
の
歩
み
全
体
」
（
第
九
六
節
）
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。

　
す
る
と
理
知
本
位
の
啓
蒙
家
レ
ッ
シ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
「
人
間
の
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
（
分
別
知
性
）

そ
の
も
の
が
持
ち
込
ん
だ
光
明
」
（
第
六
五
節
）
こ
そ
が
、
「
わ
が
完
成
化
の
歩
み
全
体
」
の
全
面

に
出
て
く
る
。
そ
し
て
知
性
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
た
彼
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
取
る
道
は
、
例
の

名
高
い
彼
の
『
一
つ
の
答
弁
(
Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｄ
ｕ
p
l
i
k
）
』
（
一
七
七
八
年
）
の
言
葉
へ
と
的
が
絞
ら
れ

て
ゆ
く
。
つ
ま
り
「
或
る
人
が
所
有
す
る
真
理
、
あ
る
い
は
所
有
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
真
理

で
は
な
く
、
そ
の
人
が
真
理
に
至
る
た
め
に
骨
折
っ
た
誠
実
な
労
苦
が
、
そ
の
人
の
価
値
を
な
す
。

即
ち
、
真
理
の
Ｂ
ｅ
ｓ
i
ｔ
ｚ
（
所
有
）
で
は
な
く
、
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｆ
ｏ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
（
真
理
の

探
究
）
に
よ
り
、
そ
の
人
の
諸
力
は
増
し
、
こ
の
点
に
の
み
、
そ
の
人
の
i
m
m
e
ｒ
　
w
ａ
ｃ
ｈ
ｓ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ

Ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
（
常
に
生
育
す
る
完
全
性
）
は
存
す
る
の
で
あ
り
、
他
方
そ
の
所
有
は
滞

ら
せ
、
怠
惰
に
し
、
高
慢
に
す
る
。
１
も
し
神
が
そ
の
右
手
に
a
l
l
e
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
（
全
き
真
理
）

を
、
そ
の
左
手
に
は
、
唯
一
い
つ
も
止
む
こ
と
な
き
Ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
ｂ
　
ｎ
ａ
ｃ
ｈ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
（
真
理
を
求
め

る
衝
動
）
を
Ｉ
但
し
、
常
に
永
遠
に
思
い
違
い
を
す
る
と
い
う
付
録
つ
き
で
Ｉ
そ
の
掌
中
に

持
ち
、
私
に
『
選
べ
¶
・
』
と
言
う
な
ら
、
私
は
謙
虚
に
神
の
左
手
に
す
が
り
、
『
父
よ
、
（
左
手
の

方
の
も
の
を
）
下
さ
い
Ｉ
・
（
右
手
の
）
純
粋
な
（
全
き
）
真
理
は
実
に
汝
一
人
の
た
め
の
も
の
な

の
で
す
か
ら
！
』
と
言
う
で
あ
ろ
う
～
。
」

　
「
常
に
生
育
す
る
完
全
性
」
を
礎
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
前
述
（
㈹
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ハ
ー
マ
ン

等
々
5
1
頁
以
下
）
の
ラ
ザ
ロ
を
見
上
げ
る
金
持
ち
に
似
て
、
「
常
時
、
自
己
完
成
へ
と
向
き
直
り
、

引
き
続
く
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
一
層
と
ま
す
ま
す
自
己
完
成
へ
と
近
付
き
」
ゆ
く
レ
ッ
シ
ン
グ

の
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
に
固
有
な
も
の
、
そ
れ
は
「
止
む
こ
と
な
き
衝
動
」
に
力
を
獲
た
「
真
理
の

探
究
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
理
想
主
義
の
基
調
が
あ
り
、
こ
れ
を
後
に
ゲ
ー
テ
も

自
ら
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
で
受
け
継
ぐ
。
ま
ず
『
天
上
の
序
曲
』
で
主
な
る
神
が
悪
魔
メ
フ
ィ
ス

ト
ー
フ
ェ
レ
ス
に
向
か
い
、
「
人
は
努
力
す
る
限
り
迷
う
(
Ｅ
ｓ
　
i
ｒ
ｒ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
｡
　
ｓ
ｏ
ｌ
ａ
ｎ
ｇ
'
ｅ
ｒ

ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｂ
ｔ
Ｊ
Ｊ
（
第
三
一
七
句
）
と
、
格
言
風
名
文
句
を
吐
く
。
そ
し
て
終
結
部
の
「
山
岳
の
峡
谷
」

で
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
不
滅
（
の
魂
）
」
将
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｓ
　
Ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
)
を
担
う
天
使
た
ち
が
こ

れ
に
応
じ
、
「
常
に
ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｂ
ｅ
乱
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
b
e
m
i
i
h
ｔ
（
努
力
し
労
苦
す
る
）
者
、
／
そ
の
者
を
我
ら

は
ｅ
ｒ
ｌ
ｏ
ｓ
ｅ
ｎ
（
救
済
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
一
一
九
三
句
以
下
）
と
歌
う
（
ざ
。

　
こ
こ
で
「
努
力
」
(
Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
)
と
「
止
む
こ
と
な
き
衝
動
」
(
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
)
は
表
裏
一
体

で
あ
り
、
併
せ
て
「
生
育
す
る
完
全
性
」
に
係
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
理
知
本
位
の
啓
蒙
家
レ
ッ
シ

ン
グ
と
、
そ
の
後
の
新
た
な
天
才
時
代
を
担
う
世
代
に
は
、
「
生
育
」
の
内
容
面
で
大
き
な
違
い

が
あ
る
。
そ
し
て
啓
蒙
家
自
身
こ
の
こ
と
を
十
分
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
彼
の

『
ハ
ム
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
（
一
七
六
七
年
～
六
八
年
）
の
中
に
は
、
こ
ん
な
文
面
が
あ
る
。
「
私
は

俳
優
で
も
な
い
し
、
詩
人
で
も
な
い
。
私
に
は
自
ら
の
中
に
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
乱
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｑ
ｕ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
（
生
け
る
泉
）

が
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
の
泉
と
は
、
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｋ
ｒ
ａ
ｆ
ｔ
（
固
有
の
力
）
に
よ
り
自
ら
を
仕
上
げ
て

ゆ
き
、
固
有
の
力
に
よ
り
実
に
豊
か
で
新
鮮
で
純
粋
な
光
明
に
浴
し
て
勢
い
よ
く
芽
吹
く
も
の
だ
。

他
方
す
べ
て
を
私
は
圧
力
機
と
配
管
に
よ
り
、
自
分
自
身
の
中
か
ら
押
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
し
私
に
幾
分
か
学
識
が
な
く
、
他
人
の
宝
を
謙
虚
に
借
り
、
他
人
の
哨
～
ｇ
（
焔
）
で
自
ら

を
温
め
、
眼
鏡
で
私
の
視
力
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
な
ら
、
私
は
実
に
貧
し
く
冷
た
く

近
視
眼
的
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
（
一
七
六
八
年
四
月
十
九
日
～
）
）
。

四
八
　
（
4
8
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
呂
年
－
一
八
三
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）
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4
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科
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1 5
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煉
獄
に
つ
い
て
は
後
に
、
シ
ラ
ー
の
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
の
関
連
で
一
層
詳

　
　
し
く
論
述
．
本
論
㈲
で
4
4
頁
か
ら
3
9
頁
に
か
け
て
シ
ラ
ー
の
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の
理
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回
り
．
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ｉ
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ｉ
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Ｓ
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２
２
７
／
＾
Ｓ
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４
５
２
)
　
ｉ
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ｌ
ｏ
ｃ
ｏ
　
ａ
ｌ
ｉ
ｑ
ｕ
ｏ
　
ｉ
ｎ
　
ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ａ
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ｐ
ｉ
ｐ
ｇ
Ｑ
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日
：
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呂
ゴ
〇
ｌ
ａ
　
ａ
ｎ
ｕ
ｎ
ａ
ｒ
ｕ
m
｡
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.

（
一

1
7
）
　
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｚ
ｉ
ｅ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
:
　
Ｌ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
.
　
Ｔ
.
６
.
　
Ｓ
.
６
１
-

　
　
８
３
.

㈲
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
や
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
ェ
』

　
　
（
Ｇ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
　
.
Ｆ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
"
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
＾
Ｉ
ｐ
ｈ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｅ
”
)

　
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
啓
蒙
期
に
主
流
で
あ
っ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
風
の
理
知
本
位
の
思
潮
に
満
足
で
き

ず
、
敢
え
て
カ
ン
ト
の
論
敵
ハ
ー
マ
ン
の
逆
説
思
考
に
軍
配
を
挙
げ
た
詩
人
が
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

（
初
稿
一
七
七
三
年
～
七
五
年
頃
、
前
半
一
八
〇
八
年
刊
、
後
半
絶
筆
一
八
三
二
年
）
の
作
者
ゲ
ー

テ
で
あ
る
。
つ
ま
り
問
題
を
単
刀
直
入
に
述
べ
る
と
、
言
わ
ば
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
（
分
別
知
）
の
化
身

メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
が
悪
魔
の
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
結
局
そ
の
対
極
に
い
る
愚
か
な
博
士

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
Ｆ
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
　
ｐ
ｕ
ｒ
ａ
　
（
純
粋
な
情
熱
）
に
は
勝
て
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
興
味
深
い

こ
と
は
、
当
時
十
八
世
紀
ｄ
ｅ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｔ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
（
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
）
に
負
け
ず
と
も
劣
ら
ぬ
如
才
な
き

Ｐ
ａ
ｒ
ｖ
ｅ
ｎ
ｕ
　
（
成
り
上
が
り
）
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｇ
ｏ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
（
ゲ
ー
テ
）
が
、
結
局
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
流

の
世
聞
知
に
限
界
を
設
け
、
こ
の
点
で
は
カ
ン
ト
批
判
哲
学
と
共
に
、
啓
蒙
主
義
の
理
知
の
彼
方

に
信
仰
の
領
域
を
確
保
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ア
に
疎
い
カ
ン
ト
と
異
な
り
、
正
に

当
時
と
し
て
は
破
格
の
古
典
教
義
を
身
に
つ
け
て
い
た
逆
説
家
ハ
ー
マ
ン
の
方
に
、
ゲ
ー
テ
は
組

し
た
。

　
勿
論
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
フ
ェ
レ
ス
の
方
が
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
で
は
、
主
人
公
の
博
士
よ
り
生
彩

を
放
っ
て
お
り
、
ゲ
ー
テ
自
身
は
深
く
悪
魔
の
分
別
知
に
根
を
張
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
に
対
す
る
無
垢
な
情
熱
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
純
度
は
低
い
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
広
汎
に
世
聞
知
を
包
み
こ
ん
だ
詩
才
に
は
、
英
雄
交
響
曲
（
一
八
〇
四
年
）
の
よ

う
な
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
悲
壮
美
は
望
め
ぬ
も
の
の
、
一
種
オ
ペ
ラ
『
ド
ン
ー
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
』

（
一
七
八
七
年
）
に
通
じ
る
聖
か
俗
か
、
即
ち
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
Ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
　
e
l
l
e
ｒ
（
あ
れ
か
、
こ
れ

か
）
に
十
二
分
に
応
え
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
万
物
復
帰
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
に
関
し

て
も
、
こ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
場
合
は
、
何
よ
り
世
俗
の
分
別
知
を
睨
み
合
わ
せ
て
考
え
て
ゆ

く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
当
時
の
世
聞
知
に
君
臨
し
て
い
た
宗
教
上
の
通
念
か
ら
す
れ
ば
、

悪
魔
と
血
の
盟
約
を
結
び
、
キ
リ
ス
ト
の
「
パ
ン
と
葡
萄
酒
」
（
体
と
血
）
の
盟
約
を
無
視
し
た

フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
が
、
地
獄
に
落
ち
永
遠
の
劫
罰
を
受
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
も
と
も
と
ゲ
ー
テ
が
子
供
の
時
に
親
し
ん
だ
民
衆
本
の
魔
術
師
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
の
物
語
も
、

教
会
や
聖
職
者
の
意
向
を
汲
み
、
勧
善
懲
悪
の
観
点
か
ら
、
「
悪
魔
に
抵
抗
せ
よ
（
Ｗ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｈ
ｅ
ｔ

ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｅ
ｕ
ｆ
ｆ
ｅ
ｌ
)
然
ら
ば
悪
魔
は
汝
か
ら
逃
げ
去
る
」
（
新
約
聖
書
『
ヤ
コ
ブ
の
書
簡
』
四
・
七
。

一
五
四
五
年
ル
タ
ー
訳
、
後
半
三
九
四
頁
左
段
）
と
い
う
教
訓
を
垂
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
既
に
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
著
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
新
た
な
弁
明
、
或
い
は
異
教
徒
た
ち
の
至
福

に
関
す
る
考
察
』
（
一
七
七
二
年
）
に
関
連
し
て
述
べ
た
点
、
す
な
わ
ち
、
「
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
以

外
の
）
異
教
徒
た
ち
の
美
徳
は
何
で
あ
れ
皆
、
輝
か
し
い
悪
徳
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
と
言
う

（
『
神
の
国
』
五
・
一
二
以
下
の
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
理
論
（
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
i
e
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
i
n
ｓ
)
Ｊ

を
柱
と
し
て
考
え
る
と
、
『
使
徒
行
伝
』
八
・
九
圭
一
四
で
異
端
視
さ
れ
た
サ
マ
リ
ア
の
弐
以
１
｀

（
魔
術
師
あ
る
い
は
博
士
）
シ
モ
ー
ン
に
先
例
が
あ
る
。
し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
一
種
ダ
イ
モ
ー

ン
風
の
こ
う
し
た
霊
界
と
の
か
か
わ
り
は
、
画
一
的
に
悪
の
方
向
で
ば
か
り
解
釈
し
な
い
方
が
実

り
豊
か
と
な
る
（
㈲
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ハ
ー
マ
ン
等
々
5
3
頁
上
段
の
「
輝
か
し
い
悪
徳
」
参
照
）
。

　
特
に
ル
タ
ー
と
同
時
代
に
生
き
た
Ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｃ
ｅ
ｌ
ｓ
ｕ
ｓ
（
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
）
や
Ｆ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
ｕ
ｓ
（
フ
ァ
ウ

ス
ト
）
と
言
っ
た
錬
金
術
に
結
び
つ
き
異
才
を
放
つ
博
士
（
マ
ゴ
ス
）
が
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
等
の

文
人
や
芸
術
家
を
魅
了
し
た
事
実
は
、
詩
人
ら
が
マ
ゴ
ス
達
の
に
品
ｔ
（
魔
術
）
を
単
な
る
悪

徳
と
し
て
片
付
け
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
』
の
民
衆



正
さ
れ
復
帰
せ
ら
る
」
の
で
あ
る
（
1
6
）
ｏ

　
要
は
「
善
導
」
の
「
教
育
」
に
重
点
が
あ
り
、
こ
の
点
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
人
類
の
教
育
』
二

七
八
〇
年
）
～
）
も
、
た
と
え
ダ
イ
モ
ー
ン
達
を
度
外
視
し
た
人
間
本
位
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
や

は
り
一
層
の
完
成
を
目
指
す
点
で
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
第
九
二
節
で
は
、
「
人
類
を
そ
の

Ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
（
完
成
）
へ
と
近
づ
け
る
悠
然
た
る
大
車
輪
」
が
、
第
九
六
節
で
は
人
類

の
一
人
レ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
「
わ
が
Ｖ

ｅ
ｒ
ｖ
o
l
l
k
o
m
m
n
ｕ
ｎ
ｇ
（
完
成
化
）
の
歩
み
全
体
」
が
語

ら
れ
る
。
こ
の
際
も
「
教
育
」
は
「
善
導
」
で
あ
る
。
但
し
「
善
」
の
源
は
他
な
ら
ぬ
「
心
の
内

な
る
純
粋
さ
」
(
Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｚ
ｅ
ｎ
ｓ
)
　
に
あ
り
、
こ
れ
を
「
来
世
を

鑑
み
」
て
教
え
た
の
が
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
（
第
六
一
節
）
。
そ
し
て

第
四
節
に
あ
る
と
お
り
、
「
J
i
ｒ
ｚ
ｉ
ｅ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
　
（
教
育
）
は
、
ａ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
（
自
己
自
身
の
内

か
ら
）
獲
得
し
得
ぬ
よ
う
な
も
の
を
何
一
つ
人
間
に
与
え
な
い
。
」
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
の
目

標
は
何
よ
り
「
内
な
る
自
己
の
充
実
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
レ
ッ
シ
ン
グ
の
よ
う
に
「
人

間
の
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
（
知
性
）
そ
の
も
の
が
待
ち
込
ん
だ
光
明
」
（
第
六
五
節
）
に
主
眼
を
置
く
理

知
本
位
の
啓
蒙
家
な
ら
、
ハ
ー
マ
ン
が
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
ダ
イ
モ
ー
ン
」
に
関
連
し
て
説
い

た
「
空
無
を
孕
ん
だ
知
性
」
よ
り
、
む
し
ろ
「
充
実
し
た
知
性
」
を
尊
び
、
お
お
よ
そ
合
理
性
に

反
す
る
「
人
類
の
教
育
」
に
組
み
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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ｉ
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ｉ
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ｅ
ｓ
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ｑ
ｕ
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五
〇
　
（
5
0
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
合
年
し
八
〇
一
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



五
一
　
（
5
1
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
二
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

ス
は
肉
体
な
ら
ざ
る
も
の
を
、
肉
体
の
住
居
の
中
に
宿
さ
ん
と
努
め
る
者
で
あ
り
、
こ
の
パ
ラ
ド

ク
ソ
ン
（
背
理
）
を
実
現
せ
ん
と
す
る
者
で
あ
る
」
な
ど
に
、
矛
盾
語
法
が
生
き
て
い
る
の
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
～
。
確
か
に
『
聖
書
』
に
、
こ
う
し
た
逆
説
の
妙
の
源
が
あ

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
追
憶
録
』
で
ハ
ー
マ
ン
が
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
こ

う
述
べ
て
い
る
箇
所
を
引
用
す
る
の
が
相
応
し
か
ろ
う
。
「
彼
ら
の
健
全
な
理
性
(
ｇ
ｅ
ｓ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ

Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
)
が
蹟
く
の
は
次
の
点
だ
。
人
の
子
ら
の
中
で
最
美
の
者
が
彼
ら
に
救
世
主
と
し
て

約
束
さ
れ
た
。
そ
し
て
（
受
難
に
よ
り
）
傷
だ
ら
け
で
、
み
み
ず
ば
れ
で
一
杯
の
苦
痛
の
男
が
、

彼
ら
の
待
望
の
英
雄
た
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
（
Ｊ
。

　
か
つ
て
は
異
教
徒
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
に
は
無
縁
と
さ
れ
た
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
が
、

ハ
ー
マ
ン
独
自
の
背
理
思
考
に
よ
り
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
関
心
圏
へ
と
引
き
込
ま
れ
、
そ
の

「
空
無
を
孕
ん
だ
知
性
」
が
無
知
を
「
実
感
」
す
る
所
に
「
至
福
」
へ
の
道
が
切
り
開
か
れ
る
。

こ
の
際
ダ
イ
モ
ー
ン
の
声
(
Ｓ
ｔ
i
m
m
e
)
が
導
き
手
と
な
っ
て
、
意
味
深
長
な
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス

の
死
を
目
指
し
悲
劇
が
展
開
す
る
。
こ
の
脈
絡
は
ギ
リ
シ
ア
風
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
歌
『
敢

為
の
守
護
霊
に
』
（
一
七
九
三
年
）
の
言
葉
な
ら
ば
、
「
厳
か
に
も
汝
は
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｉ
い
「
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
l
d
　
ｌ
ｅ
ｉ
ｓ
ｅ

Ｓ
ｔ
i
m
m
e
（
無
垢
の
小
声
）
に
耳
を
傾
け
、
神
聖
な
る
ネ
メ
シ
ス
に
犠
牲
を
捧
げ
た
。
」
（
第
三
句

以
下
）
と
表
現
で
き
る
（
1
3
）
。
や
が
て
『
精
神
現
象
学
』
（
一
八
〇
七
年
）
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
汚
れ

な
き
天
上
の
姿
」
（
ｍ
ａ
ｋ
ｅ
ｌ
ｌ
ｏ
ｓ
ｅ
　
ｈ
ｉ
ｍ
ｍ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
已
の
象
徴
と
見
た
「
ソ
ポ
ク
レ
ー

ス
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
」
な
ど
、
悲
雄
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
達
が
哲
人
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
以
上
に
重

視
さ
れ
る
時
代
が
来
る
～
。
し
か
し
未
だ
ハ
ー
マ
ン
や
レ
ッ
シ
ン
グ
の
頃
に
は
、
せ
い
ぜ
い
プ
ラ

ト
ー
ン
の
師
が
「
至
福
」
を
享
受
す
る
程
度
な
の
で
あ
っ
た
。

　
再
び
レ
ッ
シ
ン
グ
著
『
か
の
永
遠
の
諸
罰
に
つ
い
て
』
の
中
で
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
著
『
ソ
ー
ク

ラ
テ
ー
ス
の
新
た
な
弁
明
』
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
目
を
や
る
と
、
す
で
に
本
論
で
触
れ
た

「
ア
ブ
ラ
ー
ハ
ー
ム
の
懐
」
に
関
す
る
記
述
に
ゆ
き
あ
た
る
。
こ
こ
で
話
題
な
の
は
エ
ー
バ
ー
ハ

ル
ト
の
説
く
「
善
導
す
る
諸
罰
の
体
系
」
(
Ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
e
m
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
乱
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｆ
ｅ
ｎ
)
で
、
結
局

は
「
諸
罰
」
も
「
善
導
」
に
他
な
ら
ぬ
と
す
る
こ
の
考
え
に
拠
る
と
、
万
物
復
帰
（
ア
ポ
カ
タ
ス

タ
シ
ス
）
が
保
証
さ
れ
る
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
文
面
に
は
こ
う
あ
る
。
「
地
獄
に
い

る
金
持
ち
は
常
に
善
を
目
指
し
得
よ
う
。
彼
は
罰
を
感
受
し
た
初
め
の
瞬
間
か
ら
常
時
、
自
己
の

Ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
（
完
成
）
へ
と
向
き
直
り
、
引
き
続
く
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
一
層
と
ま

す
ま
す
自
己
の
完
成
へ
と
近
付
き
得
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
故
に
彼
は
、
（
ア
ブ
ラ
ー
ハ
ー
ム
の
懐

に
い
た
）
ラ
ザ
ロ
を
念
頭
に
置
け
ば
居
た
は
ず
の
地
獄
に
留
ま
る
こ
と
を
止
め
る
の
か
？
　
他
方

ラ
ザ
ロ
は
Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
（
至
福
）
を
自
ら
感
受
し
た
初
め
の
瞬
間
を
起
点
と
し
、
と
か
く
す
る
う

ち
に
金
持
ち
と
同
じ
歩
調
で
、
よ
り
一
層
と
高
次
な
完
成
へ
と
に
わ
か
に
赴
い
た
と
言
え
る
。
」

と
あ
り
、
ま
ず
第
一
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
ダ
ン
テ
が
地
獄
に
据
え
た
「
ア
ブ
ラ
ー
ハ
ー
ム
の

懐
」
が
、
む
し
ろ
天
国
の
一
つ
の
場
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
既
に
ラ
ザ
ロ
が
初
め

て
の
「
至
福
」
を
こ
こ
で
享
受
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
要
点
に
移
る
と
、
引
き
続
く
文
面
に
も
、
「
こ
の
調
子
で
地
獄
と
天
国
が
一
つ
に
融
合
し

て
、
ど
の
罪
人
も
結
果
と
し
て
早
晩
と
に
か
く
、
い
つ
か
天
界
入
り
す
る
慰
め
を
獲
る
。
」
と
あ

る
よ
う
に
、
天
国
と
地
獄
は
相
対
化
さ
れ
て
絶
対
値
を
失
い
、
至
福
な
る
者
も
罪
人
も
各
人
各
様

に
自
己
完
成
を
目
指
し
上
昇
す
る
こ
と
が
肝
心
と
な
る
。
こ
う
な
る
と
問
題
の
中
心
は
レ
ッ
シ
ン

グ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
旧
教
カ
ト
リ
ッ
ク
が
信
じ
教
え
る
Ｊ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
　
m
i
ｔ
ｔ
l
e
ｒ
ｅ
　
Ｚ
ｕ
ｓ
ｔ
ａ
乱

（
か
の
中
間
状
態
）
」
で
あ
り
、
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
の
説
く
「
善
導
す
る
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
的
地
獄
」

(
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
乱
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
)
も
こ
の
「
煉
獄
」
(
Ｆ
ｅ
ｇ
ｅ
ｆ
ｅ
ｕ
ｅ
ｒ
)
と
い
う
事
に
な

る
。
さ
て
『
神
曲
』
で
ダ
ン
テ
が
、
恐
怖
の
戦
標
を
さ
そ
う
お
ぞ
ま
し
い
「
地
獄
」
（
ぎ
｛
ｏ
ｇ
ｏ
｝

と
、
清
浄
無
垢
で
こ
の
世
の
も
の
と
思
え
ぬ
「
天
国
」
｛
｝
）
～
乱
に
ｏ
）
と
の
中
間
に
お
い
て
高
唱

し
た
「
煉
獄
」
令
～
智
｛
ｏ
ふ
ｏ
｝
は
、
文
字
通
り
「
浄
罪
界
」
と
も
和
訳
さ
れ
る
。
も
し
ソ
ー

ナ
ー
著
『
諸
罰
の
永
遠
性
を
反
駁
す
る
証
明
』
の
主
旨
を
汲
め
ば
、
地
獄
の
劫
罰
は
無
く
な
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
「
地
獄
」
に
代
わ
り
「
煉
獄
」
が
浄
罪
の
場
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
実
の
所
こ
の
よ
う
に
「
地
獄
」
を
有
名
無
実
と
為
し
、
敢
え
て
「
煉
獄
」
に

専
ら
関
心
を
注
げ
ば
、
結
局
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
に
倣
い
万
物
復
帰
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
）
を
主

張
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
1
5
）
。

　
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
復
帰
に
つ
き
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
諸
説
が
成
り
立
ち
、
問
題
を
人
間

に
限
定
し
た
り
、
或
い
は
悪
魔
と
さ
れ
た
ダ
イ
モ
ー
ン
を
も
話
題
と
す
る
な
ど
様
々
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
も
そ
も
復
帰
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
）
を
目
指
す
過
程
が
「
善
導
」
の
道
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
自
身
は
『
諸
原
理
論
』
　
一
・
六
・
三
で
、
「
諸
教

育
に
よ
り
矯
正
さ
れ
復
帰
せ
ら
る
」
(
ｒ
ｅ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
　
ｅ
ｔ
　
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｕ
ｔ
ｉ
　
ｅ
ｒ
乱
Ｅ
ｏ
呂
回
）
と
述
べ
、

「
教
育
」
（
パ
イ
デ
イ
ア
士
が
「
善
導
」
を
な
す
と
し
て
い
る
。
先
に
レ
ッ
シ
ン
グ
が
ア
ブ
ラ
ー

ハ
ー
ム
の
懐
に
い
る
ラ
ザ
ロ
に
言
及
し
た
箇
所
で
、
「
至
福
」
の
「
よ
り
一
層
と
高
次
な
完
成
」

を
話
題
と
し
た
よ
う
に
、
『
諸
原
理
論
』
二
二
Ｉ
・
六
で
も
『
ル
カ
福
音
書
』
二
三
・
四
三
に

お
い
て
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
が
隣
の
罪
人
と
共
に
赴
く
と
語
っ
た
「
楽
園
」
(
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｓ
ｕ
ｓ
)
を
、

「
教
育
の
場
」
（
・
～
Ｅ
に
ｏ
吼
乙
ｏ
・
回
）
で
あ
る
「
魂
の
学
校
」
(
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
ａ
　
ａ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｕ
m
）
と
み

な
し
、
聖
化
さ
れ
た
者
た
ち
の
一
層
の
自
己
完
成
を
物
語
っ
て
い
る
。
他
方
サ
タ
ン
の
よ
う
な
重

罪
人
も
「
最
後
の
時
に
、
し
か
も
他
よ
り
重
く
過
酷
な
諸
罰
を
介
し
て
、
－
諸
教
育
に
よ
り
矯



以
下
に
着
目
す
る
と
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
ダ
イ
モ
ー
ン
」

(
ｄ
ａ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｓ
)
も
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
正
統
派
教
父
の
蹟
き
の
石
と
考
え
ら
れ
重
要
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
教
父
た
ち
が
「
ダ
イ
モ
ー
ン
」
を
、
神
や
神
々
か
ら
遠
ざ
け
、
専
ら
「
悪
霊
」
の

一
種
と
し
て
断
罪
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
ダ
イ
モ
ー
ン
（
守
護
霊
）
が

息
吹
く
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
に
疎
遠
と
な
っ
て
ゆ
く
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
プ
ラ
ト
ー
ン
の
手
に
な
る
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
弁
明
』
三
一
Ｄ
に
あ
る
「
何
か
神
々
し
く
ダ

:ン……イ

ノ風……==モ

ノの＞1:

才も………ン

のケ………風

ｻﾞ‘ﾄの

ｿが‥も万

一　　－

ン
」
と

l
ｏ
ｖ
）
と
い
う
表
現
、

Ａ

で
「
ダ
イ
モ
ー

ス
の
『
神
々
の

ン
は
『
饗
宴
』
二
〇
二
Ｄ
で
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
ー
に
一
偉
冰
な
る
タ
イ
そ
Ｉ
ン
」
ｉ
ｎ
ｍ
ｕ
c
o
ｖ

、
ｔ
ｔ
巳
と
定
義
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
白
眉
と
さ
れ
る
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
の
才

イ
デ
ィ
プ
ー
ス
や
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
を
念
頭
に
置
く
と
、
神
と
ダ
イ
モ
ー
ン
は
、
丁
度
十
三
世
紀

の
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
パ
ラ
マ
ー
ス
が
『
三
部
作
』
三
・
二
・
七
で
析
出
し
た
「
存
在
の
彼
方
に

あ
拓
珈
如
体
質
」
よ
■
ｂ
ｎ
ｅ
ｇ
ｏ
ｖ
ｆ
ｆ
ｉ
ｏ
ｇ
　
ｏ
ｂ
ａ
ｉ
ａ
　
ｒ
ｏ
ｖ
　
Ｏ
ｅ
ｏ
ｖ
）
と
「
啓
き
示
さ
れ
た
（
神
の
）
諸
力

Ｕ
ｖ
ｉ
ｇ
ｙ
ｓ
ｉ
ａ
)
］
と
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
と
解
り
易
い
（
旦
。

　
　
『
国
家
』
五
〇
九
Ｂ
で
プ
ラ
ト
ー
ン
が
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
に
、
究
極
の
最
高
善
を
「
存
在
の
彼

方
」
{
ｋ
ｎ
ｉ
ｘ
e
i
ｖ
ａ
ｒ
m
　
ｏ
ｉ
ａ
ｉ
ａ
ｇ
}
に
位
置
づ
け
さ
せ
た
よ
う
に
、
根
源
の
神
は
先
の
古
典
悲
劇
に

お
い
て
隠
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
言
わ
ば
ダ
イ
モ
ー
ン
（
神
の
于
不
ル
ゲ
イ
ア
）
と
し
て
現
実
の
力

を
ふ
る
う
と
読
み
取
れ
る
。
丁
度
そ
の
よ
う
に
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
神
」
も
隠
れ
つ
つ
、
そ
の

力
を
ダ
イ
モ
ー
ン
の
声
（
１
ゑ
）
に
よ
り
伝
え
る
。
当
然
ギ
リ
シ
ア
芸
術
も
、
そ
の
美
の
本
質

（
ウ
ー
シ
ア
ー
）
は
神
秘
の
中
に
あ
る
が
、
そ
の
美
の
力
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
は
、
鑑
賞
力
の
あ

る
識
者
に
追
っ
て
く
る
。
恐
ら
く
『
神
の
国
』
の
著
者
に
は
、
こ
う
し
た
審
美
眼
が
欠
け
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
詩
人
を
追
放
す
る
点
で
高
く
評
価
す
る
『
国
家
』

五
九
五
Ａ
一
六
〇
八
Ｂ
の
作
者
は
、
む
し
ろ
詩
歌
芸
術
の
祖
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
対
す
る
「
敬
愛
の
念
」

i
ｑ
i
t
Ｘ
ｉ
ａ

ｘ
ａ
ｔａ
／
i
S
c
＆
ｓ
）
を
断
ち
難
い
と
告
白
し
て
い
る
（
五
九
五
Ｂ
）
。
つ
ま
り
伝
承
さ
れ
た
神
話

世
界
と
イ
デ
ア
ー
（
理
念
）
は
親
密
な
絆
で
結
ば
れ
、
詩
歌
な
ど
芸
術
と
哲
学
思
想
は
競
合
関
係

に
あ
り
全
体
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
古
典
を
形
造
る
。
だ
が
西
方
ラ
テ
ン
教
父
は
、
こ
の
古
典
世
界
か

ら
自
説
に
都
合
の
良
い
点
の
み
を
取
り
上
げ
、
ダ
イ
モ
ー
ン
等
の
不
都
合
な
点
は
切
り
捨
て
た
と

言
え
る
。

　
そ
こ
で
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
で
古
典
ギ
リ
シ
ア
が
そ
の
根
底
か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
る
時
、
そ
の
目

標
は
結
局
ダ
イ
モ
ー
ン
を
も
含
ん
だ
神
話
世
界
全
体
が
蘇
る
点
に
据
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
ヴ
ィ
ン

ケ
ル
マ
ン
の
名
高
い
『
絵
画
と
彫
刻
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
芸
術
作
品
模
倣
論
』
（
一
七
五
五
年
）

は
、
言
わ
ば
天
使
の
ご
と
き
画
家
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
協
和
す
る
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
学
派
の
諸
著
作
」

に
焦
点
を
あ
て
た
た
め
に
、
結
局
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
ダ
イ
モ
ー
ン
に
認
め
ら
れ
る
神
話
世
界
の

基
底
に
ま
で
目
配
り
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
は
丁
度
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救

世
主
』
冒
頭
五
歌
章
（
一
七
五
一
年
刊
）
や
そ
の
続
編
（
第
六
歌
－
第
一
〇
歌
、
一
七
五
六
年
刊
）感

じ
易
い
読
者

て
、
正
に
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー

・
取
り
上
げ
る
（
９
）
Ｑ
　
　
　
　
　
　

♂

・
―
Ｉ
Ｉ
　
　
酬
―
　
　
　
Ｉ
　
Ｆ
Ｉ
　
Ｍ

で
あ
っ
た
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
ハ
ー
マ
ン
も
バ
ラ
マ
ー
ス
同
梼
、
一
魂
伺
候
感
剖
ハ
刀
茫
漠
沼
」

を
理
知
分
別
よ
り
も
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
ダ

イ
モ
ー
ン
」
に
関
し
て
ハ
ー
マ
ン
は
、
こ
う
述
べ
る
。
「
彼
に
は
或
る
（
Ｊ
ｅ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
（
守
護
霊
）
が

あ
り
、
こ
の
知
己
を
彼
は
信
頼
し
得
て
、
こ
れ
を
自
ら
の
神
と
し
て
敬
愛
し
畏
怖
し
た
。
こ
の
守

護
霊
か
ら
来
る
平
安
は
彼
に
と
り
、
エ
ジ
プ
ト
人
や
ギ
リ
シ
ア
人
の
あ
ら
ゆ
る
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
（
理

知
）
を
凌
ぎ
、
そ
の
声
を
彼
は
信
じ
、
そ
の
息
吹
き
に
よ
り
、
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｌ
ｅ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ

Ｓ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
（
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
よ
う
な
人
物
の
空
無
を
孕
ん
だ
知
性
）
は
、
清
浄
な
処
女
マ

リ
ア
の
懐
と
同
じ
く
（
神
性
を
宿
し
）
実
り
豊
か
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り
、
無
垢
な
実

感
と
し
て
の
無
知
が
根
本
に
据
え
ら
れ
、
そ
の
「
実
り
豊
か
な
懐
」
が
「
空
無
を
孕
ん
だ
知
性
」

と
さ
れ
て
い
る
ｓ
）
。

　
も
し
理
知
本
位
の
西
方
ラ
テ
ン
語
圏
の
伝
統
な
ら
、
こ
う
し
た
矛
盾
語
法
を
斥
け
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
だ
が
敢
え
て
西
方
の
伝
統
を
破
る
疾
風
怒
濤
の
闘
士
は
、
パ
ラ
ド
ク
サ
（
背
理
）
を
肝
心

要
の
所
で
活
用
し
、
逆
説
の
妙
を
示
す
。
こ
の
点
も
ま
た
東
方
ギ
リ
シ
ア
語
圏
の
特
色
と
み
な
さ

れ
る
。
実
際
パ
ラ
マ
ー
ス
も
『
三
部
作
』
　
一
・
一
丁
六
で
言
及
し
て
い
る
六
世
紀
の
ク
リ
ー
マ
コ

ス
著
『
楽
園
の
梯
子
』
(
Ｓ
ｃ
ａ
ｌ
ａ
　
Ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｓ
ｉ
）
の
第
二
七
段
目
の
名
言
、
「
ヘ
ー
シ
ュ
カ
ス
テ
ー

五
二
　
（
5
2
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
と
八
里
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）

知
で
な
く
）
、
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
　
（
実
感
）

ラ
マ
ー
ス
同
様
、
「
魂
の
情
感
部
分
の
清
澄
」



五
三
　
（
5
3
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
（
一
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

ト
の
み
な
ら
ず
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
お
い
て
も
、
異
教
徒
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
が
地
獄
で
劫
罰
を
受
け

る
よ
り
、
む
し
ろ
、
「
至
福
」
に
近
い
所
に
い
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
よ
う
に
心
底
か
ら
「
神
々
し
き
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
」
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
)
と

表
明
す
る
ほ
ど
深
く
古
典
ギ
リ
シ
ア
が
体
験
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
賢
者

の
代
表
と
し
て
、
こ
の
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
啓
蒙
期
十
八
世
紀
の
開
明
的
な
人
た
ち
に
尊
敬
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
～
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ア
テ
ー
ナ
イ
市
に
お
い
て
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
弁
明
』
は
、
神
話
世
界
の

保
守
派
を
説
得
す
る
た
め
に
為
さ
れ
た
。
目
下
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
の
『
新
た
な

弁
明
』
（
Ｎ
ｅ
ｕ
ｅ
　
Ａ
ｐ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ
)
は
、
非
寛
容
な
正
統
派
キ
リ
ス
ト
者
を
論
敵
と
し
て
繰
り
広
げ
ら

れ
る
。
こ
の
論
争
の
問
題
点
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
著
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
と
古
代
教
会
』
（
一
九
〇

四
年
）
を
参
照
し
た
注
解
（
註
（
２
）
に
ｓ
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
.
　
２
１
.
　
８
７
２
)
に
よ
る
と
、
「
エ
ー
バ
ー

ハ
ル
ト
の
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
弁
明
の
意
味
は
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
に
と
り
（
就
く
東
方
ギ
リ
シ
ア

語
圏
内
で
）
自
明
で
あ
っ
た
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
尊
重
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
他
方
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ー

ヌ
ス
や
ミ
ヌ
キ
ウ
ス
ー
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
（
二
〇
〇
年
頃
）
よ
り
こ
の
か
た
西
方
ラ
テ
ン
教
会
筋
で

は
、
自
然
を
越
え
た
信
仰
に
由
来
せ
ぬ
ゆ
え
、
（
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
書
簡
』
　
一
四
・
二
三
で
言
わ
れ

て
い
る
「
信
仰
に
由
来
せ
ぬ
も
の
は
す
べ
て
罪
で
あ
る
」
と
の
観
点
か
ら
、
）
異
教
徒
た
ち
の
美

徳
は
何
で
あ
れ
皆
、
輝
か
し
い
悪
徳
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
と
言
う
（
『
神
の
国
』
五
・
コ
ー
以
下

の
）
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ー
ヌ
ス
の
理
論
が
培
わ
れ
た
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
西
方
ラ
テ
ン
教
父
た
ち
の
意
向
は
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
（
こ
二
九
年
）
の
『
地

獄
』
（
四
・
八
六
以
下
）
に
良
く
反
映
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
地
獄
と
は
言
え
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー

ス
達
が
住
ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
最
良
の
場
で
、
『
地
獄
』
四
・
四
五
に
お
い
て
、
「
辺
獄
」

（
に
日
び
ｏ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
詩
人
ホ
メ
ー
ロ
ス
を
初
め
と
し
、
ギ
リ
シ
ア
の
賢
者

達
が
居
り
、
こ
の
中
に
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
悲
劇
作
品
の
主
人
公
に
選
ん
だ
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ー
ス

も
名
指
し
さ
れ
て
い
る
。
成
程
ダ
ン
テ
が
辺
獄
を
「
劫
罰
」
の
場
と
し
て
描
い
て
い
る
よ
う
に
は

見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
「
至
福
」
は
こ
こ
で
享
受
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

『
地
獄
』
四
・
五
二
以
下
に
、
キ
リ
ス
ト
の
地
獄
下
り
へ
の
言
及
が
あ
り
、
ア
ダ
ム
達
が
こ
こ
か

ら
天
上
へ
と
連
れ
出
さ
れ
、
「
至
福
」
（
ぼ
ぼ
ご
と
さ
れ
た
旨
の
記
述
が
あ
る
。
す
る
と
辺
獄
は
、

『
ル
カ
福
音
書
』
　
一
六
・
二
二
で
言
及
さ
れ
た
「
ア
ブ
ラ
ー
ハ
ー
ム
の
懐
」
と
考
え
て
良
さ
そ
う

で
あ
る
。
も
は
や
『
聖
書
』
の
義
人
た
ち
は
救
済
さ
れ
て
、
こ
こ
に
居
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
言

わ
ば
異
教
圏
の
義
人
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
達
を
、
ダ
ン
テ
は
辺
獄
に
住
ま
わ
せ
、
こ
の
賢
人
た
ち
に

敬
意
を
表
し
た
と
言
え
る
（
き
。

　
明
確
な
唯
一
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
「
信
仰
」
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
モ
ー
セ
も
ノ
ア
も
一
旦

は
地
獄
に
来
て
、
こ
こ
か
ら
言
わ
ば
天
界
へ
復
帰
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
）
す
る
と
、
『
神
曲
』

で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
異
教
徒
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
達
は
、
復
帰
し
て
至
福
と
な
る
こ
と
が

出
来
な
い
。
と
言
う
の
が
ダ
ン
テ
の
見
解
で
あ
っ
た
。
お
お
よ
そ
『
失
楽
園
』
（
再
版
ニ
八
七
四

年
、
独
訳
再
版
一
七
四
二
年
）
の
第
三
吉
で
ミ
ル
ト
ン
も
、
そ
の
よ
う
に
彼
ら
賢
者
を
扱
っ
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
再
版
に
附
さ
れ
た
「
内
容
梗
概
」
で
即
ち
「
虚
栄
の
辺
獄
」

（
に
ｍ
ｂ
ｏ
　
ｏ
ｆ
　
Ｖ
ａ
ｎ
ｉ
ｔ
ｙ
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
が
そ
れ
で
、
こ
こ
に
「
エ
ム
ベ
ド
ク
レ
ー
ス
、

そ
し
て
プ
ラ
ト
ー
ン
の
言
う
E
l
ｙ
ｓ
ｉ
ｕ
m
（
至
福
の
島
）
を
憧
れ
て
海
中
に
身
を
投
じ
た
者
」

（
第
四
七
一
句
以
下
）
が
、
「
隠
者
や
修
道
士
」
（
第
四
七
四
句
）
と
共
に
い
る
。
す
な
わ
ち
古
代

神
話
世
界
お
よ
び
旧
教
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
愚
者
や
聖
人
に
、
こ
の
「
愚
者
た
ち
の
楽
園

(
Ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｓ
ｅ
〇
｛
吻
Ｏ
Ｏ
に
｝
」
（
第
四
九
六
句
）
が
あ
て
が
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
に
「
至
福
」
は
拒

否
さ
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
（
。
）
。

　
こ
う
し
た
事
情
は
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
（
一
七
四
八
年
一
七
三
年
）
に
至
っ

て
も
、
そ
の
基
本
線
に
変
わ
り
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
第
七
歌
で
は
一
応
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス

が
、
イ
エ
ス
を
裁
く
ピ
ラ
ト
の
妻
ポ
ル
テ
イ
ア
の
夢
枕
に
立
ち
、
受
難
す
る
救
世
主
お
よ
び
聖
徒

た
ち
の
こ
と
を
物
語
る
重
要
な
役
目
を
果
た
す
（
第
四
〇
四
句
－
第
四
四
七
句
）
。
だ
が
古
典
古

代
の
賢
者
は
、
E
l
ｙ
ｓ
ｉ
ｕ
m
（
至
福
の
島
）
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
冥
界
の
河
畔
に
お
け
る
裁
き
手

た
ち
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
脆
弱
で
不
確
か
な
姿
の
幻
影
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
裁
い

て
い
る
の
は
別
の
裁
き
手
な
の
だ
。
」
と
告
げ
、
自
ら
の
伝
承
世
界
ギ
リ
シ
ア
を
否
定
し
て
し
ま

う
。
そ
の
理
由
は
、
古
典
古
代
の
神
々
を
凌
ぐ
「
或
る
一
層
と
優
れ
た
高
次
の
霊
」
(
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｂ
ｅ
Ｂ
-

ｒ
ｅ
ｒ
｡
／
Ｈ
ｏ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
)
が
現
わ
れ
、
世
界
が
全
く
新
た
な
変
貌
を
遂
げ
る
か
ら
で
あ
る
。

更
に
『
救
世
主
』
の
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
、
自
分
た
ち
の
賢
者
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
徒
の
方
を

上
に
見
て
、
こ
う
語
る
。
「
私
は
受
難
す
る
者
た
ち
が
苦
悩
す
る
姿
を
見
た
の
だ
！
　
実
際
、
彼

ら
の
受
難
は
崇
高
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
私
た
ち
の
周
囲
の
人
々
よ
り
一
層
と
優
れ
た
人
々
だ
っ

た
（
。
）
。
」

　
以
上
キ
リ
ス
ト
教
圏
を
中
心
と
し
た
世
界
観
に
お
い
て
、
結
局
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
光
明
界
の

住
人
に
加
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
敢
え
て
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
が
『
新
た
な
弁
明
』
を
物
し
、

「
異
教
徒
た
ち
の
至
福
」
を
見
直
す
。
そ
の
「
至
福
」
を
否
定
す
る
伝
統
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ー

ヌ
ス
の
『
神
の
国
』
な
ど
西
方
ラ
テ
ン
教
父
の
思
想
に
宿
る
点
は
既
に
見
た
。
理
由
は
古
典
古
代

の
賢
者
一
般
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
、
そ
も
そ
も
彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
教
の
「
信
仰
」
に
触
れ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
成
程
こ
の
点
は
確
か
に
要
点
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
神
の
国
』
八
・
一
四



　
　
　
二
派
が
理
性
偏
重
ゆ
え
、
こ
の
責
苦
に
限
界
を
設
け
た
」
（
Ｌ
ｅ
ｓ
　
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｎ
ｉ
ｅ
ｎ
ｓ
｡
　
ｄ
ｅ
ｆ
ｅ
ｒ
ａ
ｎ
ｔ

　
　
　
ｔ
ｒ
ｏ
ｐ
　
ａ
　
l
a
　
ｒ
a
i
ｓ
ｏ
ｎ
｡
　
ｏ
ｎ
ｔ
　
m
i
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｂ
ｏ
ｒ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ａ
　
ｃ
ｅ
ｓ
　
ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
)
こ
と
が
弾
劾
さ
れ

　
　
　
て
い
る
（
弓
ｏ
日
・
冨
も
乱
函
）
・

（
９
）
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
ｓ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
　
１
９
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５
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８
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ｉ
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.
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７
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Ｆ
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＼
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２
（
回
ｏ
ｌ
｛
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Ｑ
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ｉ
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ｇ
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８
０
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Ｓ
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ｎ
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ａ
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［
］
１
１
）
　
『
救
世
主
』
の
底
本
は
、
Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｋ
ｌ
ｏ
ｐ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
-
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
　
１
９
７
４
ｆ
ｆ
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Ａ
ｂ
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Ｗ
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ｒ
ｋ
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ｉ
ｎ
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ｔ
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／
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＜
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t
＜

"
O
　
i
i
i
n
L
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i
i
m
-
j
-
　
＼
^
　
＼

ｊ

~
^

h
i
ｒ
　
i
、
ノ
‘
ヨ
ｎ
一
″
；
－
・
ｊ
乙
‐
’
一
″
‘
　
　
ｉ
／
Ｉ
Ｉ
・
　
ｇ
、
。
、
≒
　
１
　
く

序
文
』
(
Ｌ
ｅ
ｉ
ｂ
ｎ
ｉ
ｔ
i
i
　
Ｐ
ｒ
ａ
ｅ
ｆ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
)
を
初
め
て
公
刊
す
る
。
本
来
こ
の
序
文
は
ソ
ー
ナ
ー
著
『

ａ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ａ
　
ｉ
ｍ
ｐ
ｉ
ｏ
ｒ
ｕ
m
　
ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｉ
ｃ
ｉ
ａ
（
不
敬
な
者
た
ち
の
永
遠
の
諸
罰
）
は
神
の
正
義
で
な
く
不

当
を
証
す
る
旨
の
神
学
上
お
よ
び
哲
学
上
の
証
明
』
（
ニ
八
五
四
年
）
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
印
刷
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
存
命
中
（
ニ
八
四
六
年
－
一
七
一
六
年
没
）
に
は
な
さ
れ
ず
、

一
度
一
七
二
五
年
に
モ
ス
ハ
イ
ム
が
企
図
し
た
け
れ
ど
も
果
た
さ
れ
ず
、
結
局
一
七
七
三
年
に
ま

で
引
き
伸
ば
さ
れ
た
。
一
応
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
弁
神
論
』
の
本
論
二
六
六
で
ソ
ー
ナ
ー
（
一
五

七
二
年
１
ヱ
ハ
コ
ー
年
）
に
触
れ
、
そ
の
話
題
の
書
を
『
諸
罰
の
永
遠
性
を
反
駁
す
る
証
明
』

（
｛
｝
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ｅ
　
ｌ
'
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
)
と
題
し
て
紹
介
し
、
こ
う
解
説
し
て

い
る
。
「
こ
の
証
明
が
依
拠
し
て
い
る
の
は
、
か
な
り
言
い
古
さ
れ
た
原
理
で
、
つ
ま
り
無
限
の

罰
に
は
（
存
命
中
）
有
限
な
罪
が
不
釣
合
と
の
旨
で
あ
る
。
出
版
は
オ
ラ
ン
ダ
だ
と
思
わ
れ
る
当

著
を
手
渡
さ
れ
た
時
、
私
か
答
え
た
点
は
、
罪
の
持
続
が
罰
の
持
続
の
原
因
だ
と
言
え
ば
十
分
で

あ
り
、
故
ソ
ー
ナ
ー
氏
が
失
念
し
て
い
た
こ
の
考
察
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
」

　
　
「
罪
の
持
続
」
（
了
旨
～
ｌ
ｇ
了
の
ｏ
已
１
）
を
『
弁
神
論
』
の
本
論
八
一
の
言
葉
で
換
言
す

れ
ば
、
「
神
に
見
放
さ
れ
た
者
た
ち
が
地
獄
で
の
劫
罰
へ
と
定
め
ら
れ
て
い
る
理
由
は
l
m
p
e
-

ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ
（
悔
い
改
め
な
い
）
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
何
度
そ
の

機
会
が
あ
っ
て
も
、
悔
い
改
め
な
い
限
り
「
罪
の
持
続
」
は
不
可
避
と
見
倣
さ
れ
る
。
そ
し
て

『
弁
神
論
』
の
著
者
は
本
論
二
六
七
で
引
く
論
旨
、
つ
ま
り
「
罪
が
止
ま
ぬ
ゆ
え
罰
も
止
み
得
ぬ
」

(
ｎ
ｏ
ｎ
　
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ｅ
　
ｐ
ｅ
ｃ
ｃ
ａ
ｔ
ｏ
｡
　
ｎ
ｏ
ｎ
　
ｐ
ｏ
ｔ
ｅ
ｓ
ｔ
　
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｒ
ｅ
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｎ
ａ
)
と
い
う
線
で
考
え
て
い
る
よ

う
で
、
そ
の
本
論
二
八
二
に
は
、
コ
ｅ
ｓ
　
ｂ
ｉ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｕ
ｒ
ｅ
ｕ
ｘ
（
至
福
な
る
者
た
ち
）
が
罪
を
犯
さ
ず
、

悪
魔
た
ち
と
｝
謡
皿
叫
ヨ
ぽ
ａ
（
劫
罰
を
受
け
た
者
た
ち
）
が
罪
を
犯
し
、
神
自
身
が
最
善
を
選

ぶ
こ
と
は
必
然
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
際
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
悪
魔
た
ち
」

と
並
べ
て
、
そ
の
仲
間
に
算
入
し
て
い
る
「
劫
罰
を
受
け
た
者
た
ち
」
で
、
ま
ず
念
頭
に
置
く
べ

き
は
異
教
圏
の
ダ
イ
モ
ー
ン
（
神
霊
）
達
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
言
う
の
も
『
弁
神
論
』
の
本
論
一

従
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ソ
ー
ナ
ー
の
主
張
、
つ
ま
り
「
不
敬
な
者
た
ち
の
永
遠
め
諸
罰
は
不

当
」
と
の
説
に
尽
く
賛
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
但
し
、
こ
の
寛
容
の
時
代
に
お
い
て
彼
が
、

厳
格
な
正
統
派
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
す
な
わ
ち
「
劫
罰
を
受
け
た
者
た
ち
」

の
範
囲
は
狭
く
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
の
数
の
非
キ
リ
ス
ト
者
に
も
、
「
至
福
な
る
者
た
ち
」
　
へ

の
道
が
開
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
序
文
』
を
一
七
七
三
年

に
紹
介
し
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
場
合
、
こ
の
至
福
へ
と
至
る
異
教
圏
の
道
は
更
に
一
層
と
多
岐
に
わ

た
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
救
世
主
』
（
一
七
四
八
年
一
七
三
年
）
の
悪
魔
ア
バ
ド
ナ
の

楽
園
復
帰
を
彼
が
容
認
し
た
こ
と
は
十
分
肯
け
る
し
、
実
際
『
か
の
永
遠
の
諸
罰
に
つ
い
て
』
の

中
に
は
、
「
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂ
ｒ
m
g
ｕ
ｎ
ｇ
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
）
の
友
」
に
と
り
「
自
分
た
ち
の
考
え

を
公
言
す
る
こ
と
」
が
、
当
一
七
七
三
年
の
地
点
で
は
「
困
難
で
な
く
」
な
っ
て
き
て
い
る
と
も

述
べ
ら
れ
て
い
る
～
。

　
と
こ
ろ
で
『
か
の
永
遠
の
諸
罰
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
論
者
レ
ッ
シ
ン
グ
が
話
題
と
し
て
い
る

書
物
の
中
に
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
著
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
新
た
な
弁
明
、
或
い
は
異
教
徒
た
ち
の

Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
（
至
福
）
に
関
す
る
考
察
』
こ
七
七
二
年
）
が
あ
り
、
論
者
は
「
永
遠
の
諸
罰
」
を

狭
い
な
が
ら
も
認
め
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
説
に
反
論
す
る
当
著
を
吟
味
し
て
い
る
。
但
し
、
一
般

論
で
普
遍
化
さ
れ
た
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
異
教
圏
内
の
一
人
の
特
殊
な
非
キ
リ
ス
ト
教

徒
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
こ
と
は
話
題
の
中
心
に
な
い
。
だ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、
エ
ー
バ
ー
ハ
ル

五
四
　
（
5
4
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
ス
呂
年
一
一
八
兄
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



五
五
　
（
5
5
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
二
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

シ
ュ
ト
ッ
ク
の
筆
力
が
ア
バ
ド
ナ
復
帰
を
読
み
手
に
期
待
さ
せ
た
と
言
え
る
。
成
程
ア
バ
ド
ナ
救

済
は
公
刊
さ
れ
た
第
二
歌
で
は
匂
わ
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
暗
い
雰
囲
気
が
漂
う
中
で
解
答
は
読
者
の

心
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
し
て
堕
天
使
の
運
命
は
漸
く
先
述
の
第
十
九
歌
の
第
九
一
句
以
下
に
お
い

て
決
定
さ
れ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
第
二
歌
で
は
既
に
堕
天
使
ア
バ
ド
ナ
の
「
悔
い
改
め
」
が
見

事
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
弁
神
論
』
本
論
八
一
の
主
旨
を
汲
め
ば
、

こ
の
悔
悛
に
よ
り
「
復
聖
」
へ
の
突
破
口
は
開
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
ア
バ
ド
ナ
悔
悛
の

道
を
『
救
世
主
』
第
二
歌
に
お
い
て
辿
っ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
二
歌
を
、
ア
バ
ド
ナ
の
天
使
時
代
（
堕
落
以
前
）
回
想
（
第
六
二
八
句
－
第
六
六
〇
句
）

と
、
そ
れ
に
続
く
サ
タ
ン
駁
論
（
第
六
六
〇
句
！
第
六
九
五
句
）
か
ら
読
み
進
ん
で
ゆ
く
と
、
こ

の
回
想
と
駁
論
に
巧
み
に
堕
天
使
悔
悛
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
但

し
、
本
来
の
悔
悛
は
未
だ
実
現
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
結
局
サ
タ
ン
た
ち
の
地
獄
の
諸
霊
か
ら
も

見
捨
て
ら
れ
、
天
涯
孤
独
で
孤
立
無
縁
と
な
っ
た
悪
魔
ア
バ
ド
ナ
の
魂
に
兆
す
。
こ
の
姿
は
第
二

歌
の
第
七
四
三
句
に
見
ら
れ
、
こ
こ
で
は
地
獄
の
門
に
Ｉ
人
と
り
残
さ
れ
た
ア
バ
ド
ナ
が
立
っ
て

い
る
。
ふ
と
門
に
目
を
や
る
と
彼
の
天
使
時
代
に
お
け
る
竹
馬
の
友
ア
ブ
デ
ィ
エ
ル
が
神
界
を
仰

ぎ
つ
つ
、
こ
の
聖
圏
の
末
端
の
守
備
に
あ
た
っ
て
い
る
。
真
近
に
居
な
が
ら
も
、
自
ら
が
地
獄
の

住
人
ゆ
え
、
旧
友
か
ら
Ｉ
瞥
だ
に
さ
れ
ず
、
い
よ
い
よ
堕
天
使
は
孤
独
の
淵
へ
と
落
ち
て
ゆ
く
。

だ
が
孤
独
を
窓
と
し
て
、
こ
の
悲
嘆
の
只
中
で
始
め
て
、
久
し
く
眼
中
に
無
か
っ
た
「
世
界
と
神

の
い
る
天
界
と
が
、
ア
バ
ド
ナ
に
見
え
た
」
（
第
七
七
七
句
）
と
あ
り
、
こ
れ
を
詩
人
は
第
七
七

九
句
で
「
数
世
紀
ぶ
り
」
(
Ｓ
ｅ
ｉ
ｔ
　
Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｕ
乱
ｅ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ
)
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
心
眼
に
聖

圏
が
宿
っ
た
時
、
悪
魔
ア
バ
ド
ナ
の
悔
悛
は
本
格
化
し
た
と
言
え
る
。
あ
と
は
必
ず
し
も
「
平
和

の
虹
」
が
表
現
さ
れ
な
く
と
も
、
あ
の
純
粋
か
つ
無
垢
な
感
傷
の
時
代
な
ら
、
読
者
は
堕
天
使
ア

バ
ド
ナ
の
「
神
の
い
る
天
界
」
へ
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
（
復
帰
）
を
、
こ
の
「
悔
い
改
め
」
に

よ
り
容
認
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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卜
口
～
～
ｒ
ロ
同
巴
・

　
　
※
当
辞
典
の
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｎ
（
Ｆ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
)
の
項
で
も
、
l
e
　
ｄ
ｏ
ｇ
ｍ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｔ
ｏ
ｕ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
　
ｅ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｓ

　
　
　
ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
（
無
限
の
責
苦
と
刑
罰
の
教
義
）
を
擁
護
す
る
立
場
の
下
、
「
ソ
ツ
イ
ー



天
分
に
負
う
と
共
に
、
他
面
『
救
世
主
』
が
息
吹
い
た
時
代
の
雰
囲
気
に
も
拠
る
。
通
例
ド
イ
ツ

文
学
史
上
、
「
感
傷
」
（
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
乱
ｓ
ａ
ｍ
ｋ
ｅ
巴
の
時
代
と
さ
れ
る
当
十
八
世
紀
中
葉
を
、
「
純
粋

か
つ
無
垢
な
時
代
」
と
ゲ
ー
テ
は
『
詩
と
真
実
』
第
三
部
（
一
八
一
三
年
）
の
第
十
二
章
で
呼
び
、

『
救
世
主
』
前
半
十
歌
（
一
七
四
八
年
一
五
六
年
刊
）
を
正
に
「
純
粋
か
つ
無
垢
」
(
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｕ
乱

ｕ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｌ
ｄ
ｉ
ｇ
)
と
評
し
、
そ
の
後
半
十
歌
（
第
十
一
歌
Ｉ
第
二
〇
歌
、
一
七
六
八
年
一
七
三
年

刊
）
は
前
半
十
歌
に
及
ば
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
詩
と
真
実
』
第
二
部
（
一
八
コ
ー
年
）

の
第
一
〇
書
で
ゲ
ー
テ
は
、
「
万
事
が
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
に
お
い
て
合
致
し
、
そ
の
よ
う
な
時

代
を
築
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
人
物
は
心
身
両
面
に
お
い
て
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｊ
ｉ
ｉ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
　
（
純
粋

な
若
者
）
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
ａ
）
ｏ

　
さ
て
「
純
粋
か
っ
無
垢
な
時
代
」
に
「
純
粋
な
若
者
」
が
、
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
説
く
復
帰
の

思
想
を
造
形
化
し
よ
う
と
す
る
。
勿
論
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
『
弁
神
論
』
も
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー

ス
』
も
手
に
し
て
い
る
。
だ
が
正
統
派
キ
リ
ス
ト
者
の
意
向
は
な
お
常
識
に
君
臨
し
、
結
局
ペ
ー

タ
ー
ゼ
ン
の
よ
う
な
徹
底
し
た
万
物
復
帰
は
歌
っ
て
も
少
数
の
関
心
を
ひ
く
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ

で
『
救
世
主
』
の
詩
人
は
、
魔
王
サ
タ
ン
の
圏
内
か
ら
、
最
も
天
使
に
近
い
悪
魔
一
人
の
み
を
悔

い
改
め
さ
せ
、
天
界
へ
復
帰
さ
せ
る
。
そ
の
楽
園
帰
還
は
一
応
、
一
七
七
三
年
に
『
救
世
主
』
最

終
部
（
第
ヱ
ハ
歌
－
第
二
〇
歌
）
が
公
刊
さ
れ
た
時
、
そ
の
中
の
第
一
九
歌
（
第
九
一
旬
－
第
二

三
五
旬
）
で
漸
く
衆
目
に
触
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
実
際
こ
の
大
団
円
一
四
五
旬
は
既
に
、
冒
頭

五
歌
章
が
発
表
さ
れ
た
一
七
五
一
年
に
執
筆
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
今
日
で
も
残
存
す
る
草
稿
の

筆
写
（
h
3
4
）
に
よ
り
確
認
で
き
る
。
こ
の
筆
写
の
元
と
な
る
詩
人
自
身
の
自
筆
草
稿
は
伝
わ
っ

て
い
な
い
。
と
は
言
う
も
の
の
肝
要
な
点
は
、
一
七
七
三
年
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
、
一
七
五
一

年
の
筆
写
と
が
大
同
小
異
で
あ
り
、
そ
の
基
本
線
に
何
ら
変
わ
り
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
取
り
あ
え
ず
一
七
五
一
年
の
筆
写
で
、
話
題
の
堕
天
使
ア
バ
ド
ナ
の
天
界
復
帰
に
関
す
る
詩
節

に
触
れ
て
み
よ
う
。
そ
の
要
点
は
第
二
二
九
旬
¶
第
二
三
一
句
に
か
け
て
記
さ
れ
た
言
葉
に
あ
り
、

「
永
遠
に
死
ん
だ
者
ら
の
一
人
」
(
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
w
ｉ
ｇ
　
Ｔ
ｏ
ｄ
ｔ
ｅ
ｎ
）
で
あ
る
ア
バ
ド
ナ
～
孚
乱
ｏ
‐

ロ
～
）
が
、
「
再
び
永
遠
な
る
至
福
へ
」
（
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｚ
ｕ
m
　
ｅ
w
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
　
H
e
i
l
）
と
至
り
、
正
に
感

傷
の
時
代
が
求
め
た
終
曲
が
奏
で
ら
れ
る
。
成
程
こ
れ
が
大
団
円
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
全
二
〇
歌
中
、
そ
の
第
五
歌
章
し
か
公
刊
さ
れ
ぬ
地
点
一
七
五
一
年
に
、
草
稿
段

階
で
は
大
団
円
が
訪
れ
て
い
た
の
が
興
味
深
い
。
ま
た
更
に
咬
目
す
べ
き
は
、
只
今
の
終
曲
が
書

か
れ
る
前
に
密
か
に
詩
人
の
心
で
は
、
ア
バ
ド
ナ
救
済
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の

点
を
物
語
る
の
が
、
一
七
四
七
年
の
詩
人
自
筆
の
草
稿
（
Ｈ
２
）
で
あ
る
。

　
勿
論
こ
の
自
筆
草
稿
は
当
時
の
読
者
の
手
の
届
か
ぬ
所
に
あ
っ
た
の
で
、
一
七
四
八
年
初
版
の

『
救
世
主
』
冒
頭
三
歌
章
で
ア
バ
ド
ナ
を
知
っ
た
者
に
は
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
本
音
は
不
明

確
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
公
刊
さ
れ
た
第
二
歌
で
問
題
と
す
べ
き
詩
節
を
追
っ
て
み
よ

う
。
そ
れ
は
第
七
八
一
句
で
言
及
さ
れ
る
「
復
帰
！
」
（
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
ｅ
ｎ
!
)
を
願
う
堕
天
使
ア

バ
ド
ナ
が
、
大
気
圏
を
「
絶
望
」
（
第
七
五
九
句
）
と
「
希
望
」
（
第
八
一
二
句
）
と
の
間
を
傷
悴

し
て
漂
い
、
最
後
イ
エ
ス
の
い
る
微
攬
山
（
９
　
Ｆ
Ｒ
）
へ
と
向
か
う
箇
所
で
、
と
り
わ
け
結
び

の
第
八
二
三
句
以
下
八
句
が
注
目
に
値
す
る
。
「
今
や
ア
バ
ド
ナ
は
疲
弊
し
、
或
る
気
高
き
日
輪

の
上
に
立
ち
、
そ
こ
か
ら
深
淵
を
覗
き
こ
ん
だ
。
そ
こ
に
ひ
し
め
く
の
は
星
ま
た
星
で
、
あ
た
か

も
灼
熱
す
る
海
原
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
或
る
惑
星
が
接
近
し
て
き
た
。
は
や
そ
れ
は
気
炎
を
吐
き
、

す
で
に
そ
の
Ｗ
ｅ
ｌ
ｔ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
（
世
界
の
審
判
）
は
近
付
い
て
い
た
。
そ
こ
ヘ
ア
バ
ド
ナ
は
突
進
し
、

共
に
Ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｈ
ｅ
ｎ
（
滅
び
）
ん
と
し
た
。
だ
が
彼
は
滅
び
ず
、
永
遠
の
心
痛
で
気
を
失
い
、
沈

ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
は
言
わ
ば
ｇ
ｅ
ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
ｖ
o
l
l
e
ｒ
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
（
骸
骨
だ
ら
け
の
山
）
、
そ
こ
で
人
間
ら

が
殺
戮
し
合
っ
た
そ
の
山
が
、
地
震
で
陥
没
す
る
ご
と
く
次
第
に
ア
バ
ド
ナ
は
大
地
へ
と
下
降
し

て
い
っ
た
。
」

　
第
八
二
九
句
の
「
骸
骨
だ
ら
け
の
山
」
を
め
ぐ
る
暗
い
雰
囲
気
は
、
印
刷
さ
れ
衆
目
の
触
れ
る

所
と
な
っ
た
『
救
世
主
』
を
見
る
限
り
変
わ
り
な
く
、
せ
い
ぜ
い
字
句
だ
け
が
後
の
改
訂
版
（
ア

ル
ト
ナ
版
一
七
八
〇
年
と
決
定
稿
ゲ
ッ
シ
ェ
ン
版
一
七
九
九
年
）
で
「
白
骨
の
山
」
（
（
ｊ
ｅ
ｂ
ｉ
ｒ
ｇ
ｅ

w
ｅ
ｉ
Ｂ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
）
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
第
八
二
八
句
の
「
彼

は
滅
び
ず
」
（
ｅ
ｒ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
)
と
い
う
表
現
は
、
必
ず
し
も
救
済
へ
の
方
向
を
指
し
示
さ

ず
、
取
り
か
た
に
よ
っ
て
は
「
無
に
帰
さ
れ
る
」
こ
と
な
く
「
彼
は
劫
罰
を
受
け
続
け
た
」
と
も

解
せ
る
。
と
こ
ろ
が
｝
七
四
七
年
の
自
筆
草
稿
で
は
第
八
二
八
句
よ
り
第
八
三
〇
句
に
か
け
て
、

「
だ
が
彼
は
滅
び
ず
、
そ
の
長
い
絶
望
の
後
、
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｂ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ｉ
ｔ
i
g
ｔ
（
再
び
心
安
ら
か
と
な
り
）
、

そ
れ
は
言
わ
ば
怒
り
猛
る
雷
雨
の
後
に
、
平
和
の
虹
が
取
り
巻
く
ご
と
く
、
ア
バ
ド
ナ
は
大
地
へ

と
下
降
し
て
い
っ
た
。
」
と
あ
り
、
と
り
わ
け
第
八
二
九
句
よ
り
第
八
三
〇
句
に
か
け
て
跨
が
る

「
平
和
の
虹
」
(
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
／
Ｍ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
Ｂ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｆ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
)
に
、
天
界
へ
の
復
帰
の

希
望
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　
だ
が
詩
人
は
公
刊
さ
れ
た
『
救
世
主
』
第
二
歌
で
は
読
者
に
、
堕
天
使
ア
バ
ド
ナ
救
済
を
匂
わ

せ
る
表
現
を
控
え
た
。
し
か
し
敢
て
「
平
和
の
虹
」
が
示
さ
れ
な
く
と
も
、
そ
の
第
八
二
八
句
で

「
彼
は
滅
び
ず
」
と
あ
る
の
を
、
一
方
的
に
劫
罰
へ
の
筋
で
解
し
た
読
者
は
当
時
稀
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
先
程
ゲ
ー
テ
が
「
純
粋
か
つ
無
垢
」
と
呼
ん
だ
感
傷
の
時
代
に
お
け
る
『
救
世
主
』

受
容
は
、
む
し
ろ
反
対
に
正
統
派
よ
り
も
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
方
を
支
持
し
た
と
見
受
け
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
時
代
は
寛
容
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
に
も
増
し
て
何
よ
り
も
詩
人
ク
ロ
プ

五
六
　
（
5
6
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
合
ｏ
年
一
一
八
三
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



五
七
　
（
5
7
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
二
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

系
」
(
ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ａ
)
に
求
め
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
、
「
相
当
に
逆
説
を
含
む
神
学
」

(
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ａ
　
ｓ
ａ
ｔ
ｉ
ｓ
　
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｏ
ｘ
ａ
)
は
他
人
事
に
思
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
。
）
。

　
恐
ら
く
「
悔
い
改
め
」
な
ど
無
縁
だ
か
ら
こ
そ
、
悪
魔
（
デ
ィ
ア
ボ
ロ
ス
）
な
の
で
あ
ろ
う
。

数
学
の
明
証
性
と
「
至
純
の
宗
教
」
を
理
想
と
す
る
哲
学
者
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
逆
説
思
考
を
背

理
と
し
て
斥
け
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
悪
の
根
源
サ
タ
ン
の
類
は
地
獄
止
め
と
な
る
。
と
は
言

う
も
の
の
寛
容
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
一
七
一
一
年
す
で
に
、
自
ら
の
死
後
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ス
、
こ
こ
で
は
ｏ
ｌ
ぶ
口
器
～
高
～
（
神
の
大
業
）
が
、
－
ｕ
ｓ
ｑ
ｕ
ｅ
　
ａ
ｄ

ａ
ｐ
ｏ
ｃ
ａ
ｔ
ａ
ｓ
ｔ
ａ
ｓ
i
n
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
に
至
る
ま
で
）
－
英
雄
叙
事
詩
風
の
（
六
歩
格
ヘ
ク

サ
メ
ト
ロ
ン
の
）
詩
で
賛
美
さ
れ
る
。
』
（
一
七
二
〇
年
）
へ
の
構
想
を
提
示
し
て
い
る
。
「
し
ば

し
ば
私
は
こ
ん
な
着
想
を
抱
き
ま
し
た
。
即
ち
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
（
の
英
雄
詩
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
）

の
様
式
で
、
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ス
』
と
題
し
た
大
叙
事
詩
が
書
か
れ
、
そ
の
歌
の
内
容
は
神
の
国

と
永
遠
の
生
命
と
い
う
も
の
で
す
。
詩
人
は
天
地
創
造
と
地
上
楽
園
で
歌
い
始
め
る
こ
と
に
な
り

ま
し
ょ
う
。
第
三
と
第
四
と
第
五
の
書
は
、
言
わ
ば
ア
ダ
ム
の
堕
落
と
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
人
類
の

救
済
、
そ
し
て
短
い
教
会
史
を
含
み
得
ま
し
ょ
う
。
－
第
八
書
で
審
判
の
日
と
罪
人
ら
の
劫
罰
、

第
九
と
第
一
〇
と
第
一
一
の
書
で
至
福
と
な
っ
た
者
た
ち
の
歓
喜
、
－
第
コ
ー
書
は
こ
ん
な
描

写
で
締
め
括
ら
れ
ま
す
。
即
ち
万
物
が
復
帰
し
、
悪
し
き
者
す
ら
善
へ
と
導
か
れ
、
幸
福
と
神
へ

と
引
き
戻
さ
れ
る
と
言
う
も
の
で
す
。
―
こ
ん
な
大
叙
事
詩
を
創
作
す
れ
ば
詩
人
は
不
滅
と
な

る
で
し
ょ
う
し
、
結
果
と
し
て
素
晴
ら
し
い
効
果
が
生
じ
、
人
々
の
魂
は
改
善
の
希
望
に
よ
り
感

動
し
、
真
正
の
敬
虔
さ
も
養
わ
れ
得
ま
し
ょ
う
ユ
。
」

　
　
『
弁
神
論
』
の
著
者
は
、
一
応
ぺ
１
タ
ー
ゼ
ン
の
よ
う
な
徹
底
し
た
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
者

と
一
線
を
画
し
、
魔
王
サ
タ
ン
も
を
含
む
全
面
的
な
万
物
復
帰
に
組
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
だ
が

他
方
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
『
弁
神
論
』
で
万
物
復
帰
論
者
と
正
反
対
の
所
に
い
る
論
敵
ベ
ー
ル
を

も
反
駁
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
『
歴
史
批
評
辞
典
』
（
初
版
ニ
八
九
六
年
、
第
一
一
版

一
八
二
〇
年
－
二
四
年
、
独
訳
一
七
四
一
年
－
四
四
年
）
に
お
け
る
「
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
」
の
項

で
ベ
ー
ル
は
、
「
Ｌ
ｅ
ｓ
　
ｒ
ｆ
ｅ
ｐ
ｒ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ｓ
（
神
に
見
放
さ
れ
た
者
た
ち
）
が
い
つ
か
ｓ
ａ
ｕ
ｖ
ｅ
ｓ
（
救
わ

れ
る
）
だ
ろ
う
と
言
う
の
は
、
そ
の
者
た
ち
が
ａ
ｎ
Ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｓ
（
無
に
帰
さ
れ
る
）
だ
ろ
う
と
言
う

よ
り
も
、
道
徳
に
と
っ
て
は
一
層
と
危
険
で
あ
る
（
曹
）
。
」
と
す
る
牧
師
の
意
見
を
引
き
、
こ
れ
を

「
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
教
義
の
う
ち
の
一
つ
に
関
す
る
ｕ
ｎ
ｅ
　
ｏ
ｂ
ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｔ
ｒ
ｅ
ｓ
-
ｓ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ｅ
（
実

に
堅
実
な
所
見
）
」
と
し
て
評
し
て
い
る
。
こ
の
「
神
に
見
放
さ
れ
た
者
」
の
救
済
に
対
す
る

『
弁
神
論
』
の
考
え
は
、
そ
の
本
論
八
一
で
既
に
示
し
た
通
り
、
あ
く
ま
で
「
悔
い
改
め
」
に
重

心
が
懸
か
っ
て
い
た
。
こ
の
点
ベ
ー
ル
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
よ
り
、
む
し
ろ
正
統
派
に
通
ず
る
厳
し

さ
を
示
し
、
悪
い
者
た
ち
が
「
救
わ
れ
る
」
よ
り
「
無
に
帰
さ
れ
る
」
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
（
。
）
。

　
結
局
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
厳
格
な
ベ
ー
ル
と
寛
容
な
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
と
の
い
ず
れ
に
も
従
わ
ず
、

言
わ
ば
そ
の
中
道
を
い
く
。
但
し
、
「
神
の
無
限
の
善
意
」
（
本
論
一
三
四
）
を
『
弁
神
論
』
に
お

い
て
ど
こ
ま
で
も
信
頼
し
続
け
る
哲
学
者
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
後
者
の
寛
容
な
面
を
育
ん
だ

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
方
向
に
お
い
て
浮
上
す
る
の
が
、
ド
イ
ツ
文
学
史
上
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

に
よ
り
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
と
並
び
称
さ
れ
た
『
救
世
主
』
の
歌
人
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
～
で
あ
る
。

そ
の
生
年
一
七
二
四
年
は
カ
ン
ト
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
哲
学
者
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
初

版
一
七
八
一
年
）
で
漸
く
活
躍
し
始
め
る
と
き
、
す
で
に
『
救
世
主
』
（
一
七
四
八
年
一
七
三
年
）

に
代
表
さ
れ
る
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
成
果
は
出
揃
っ
て
お
り
、
そ
の
仕
事
は
既
に
終
焉
を
迎
え

て
い
た
。
実
際
ド
イ
ツ
文
学
に
通
じ
た
英
国
ロ
マ
ン
派
の
俊
才
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
も
明
け
す
け
に
、

「
僕
は
『
救
世
主
』
を
読
ん
だ
Ｉ
冒
頭
四
歌
章
だ
け
。
」
と
、
『
サ
テ
ィ
レ
ー
ン
の
書
簡
』
（
一
八

〇
九
年
）
そ
の
三
で
告
白
し
て
い
る
（
1
0
）
。
と
言
う
こ
と
は
、
『
救
世
主
』
冒
頭
三
歌
章
（
一
七
四

八
年
）
刊
行
と
、
そ
の
冒
頭
五
歌
章
（
一
七
五
一
年
）
刊
行
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
（
ｎ
）
ｏ

　
本
論
で
話
題
の
悪
魔
の
「
復
聖
」
と
の
関
連
で
は
、
何
よ
り
『
救
世
主
』
第
二
歌
が
注
目
に
価

す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
宗
教
叙
事
詩
の
基
本
性
格
は
第
一
歌
を
彩
る
「
変
容
せ
し
神
気
の
大
河
」

（
第
二
〇
五
句
）
と
、
こ
の
神
気
圏
を
往
き
交
う
「
無
数
の
熾
天
使
た
ち
」
（
第
一
三
〇
句
）
に
象

徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
弁
神
論
』
の
序
文
で
説
か
れ
た
「
純
粋
な
光
明
」
を
い
わ
ば
感
性
化

し
、
可
視
の
美
で
表
現
し
た
成
果
と
み
な
せ
る
。
そ
し
て
「
純
粋
な
光
明
」
を
重
視
す
る
故
に
、

例
の
『
詩
篇
』
に
協
和
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
風
の
魂
の
闇
夜
が
二
義
的
な
も
の
と
な
る
点

は
、
『
救
世
主
』
第
四
歌
の
第
七
一
三
句
以
下
に
お
け
る
タ
ボ
ル
山
頌
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
る
。

「
成
程
シ
オ
ン
は
神
の
前
で
甘
美
に
憩
い
、
な
る
ほ
ど
あ
の
楸
攬
山
は
偉
大
な
救
世
主
を
包
容
し
、

そ
の
時
イ
エ
ス
は
祈
り
つ
つ
苦
闘
し
て
い
た
。
成
程
モ
リ
ア
の
峰
は
高
々
と
神
の
至
聖
所
を
担
い
、

そ
の
下
で
戦
い
て
い
る
。
だ
が
ユ
ダ
ヤ
の
ど
こ
の
山
岳
に
も
増
し
て
、
タ
ボ
ル
山
は
壮
麗
で
あ
る
。

神
の
前
に
広
が
る
タ
ボ
ル
山
、
そ
れ
は
崇
高
な
（
キ
リ
ス
ト
の
）
変
容
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
を
証

し
て
い
る
。
」
と
歌
わ
れ
、
楸
攬
山
の
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
よ
り
も
タ
ボ
ル
山
が
高
次
の
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
『
救
世
主
』
で
は
、
罪
意
識
よ
り
も
変
容
が
、
闇
よ
り
も
光
が
、
悪
よ
り
も
善
が
表

立
ち
、
清
澄
な
る
神
気
の
銀
河
さ
な
が
ら
に
、
純
粋
な
抒
情
の
流
れ
が
詩
想
を
貫
く
。
敢
え
て
ピ

ン
ダ
ロ
ス
と
並
び
称
さ
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
り
、
こ
の
溢
れ
る
抒
情
性
に
お
い
て
ク
ロ
プ
シ
ュ

ト
ッ
ク
は
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
を
這
か
に
凌
駕
し
た
と
言
え
る
。
こ
れ
は
一
面
で
詩
人
自
身
の
資
質
や



き
天
使
、
つ
ま
り
堕
天
使
た
ち
）
に
至
る
ま
で
、
皆
が
究
極
は
神
聖
か
つ
至
福
と
な
る
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
「
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
見
解
」
(
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
ｄ
'
Ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
)
に
結
び
つ
く
。
そ
し
て

『
全
被
造
物
の
遍
き
復
帰
の
永
遠
の
福
音
』
に
言
う
「
永
遠
の
福
音
」
{
ｅ
ｉ
ａ
ｙ
ｙ
ｅ
Ｘ
ｉ
ｏ
ｖ
　
ａ
ｉ
＆
ｖ
i
o
ｖ
}

を
話
題
と
す
る
。
『
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
』
　
一
四
・
六
に
述
べ
ら
れ
た
先
の
「
審
判
」
も
、
結
局
は

「
皆
が
究
極
は
神
聖
か
つ
至
福
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
線
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
更
に
『
弁
神
論
』
の
本
論
一
八
で
は
、
そ
の
「
予
定
調
和
」
(
ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ｏ
ｎ
ｉ
ｅ
　
ｐ
ｒ
ｅ
ｅ
ｔ
ａ
ｂ
ｌ
ｉ
ｅ
)
　
の

原
理
を
活
用
し
た
「
才
気
あ
る
人
物
」
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
は
承
服
で
き
な
い
「
神
学
」
を

樹
立
し
た
と
あ
り
、
そ
の
説
に
よ
る
と
「
ｃ
ｅ
ｔ
　
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
　
ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｃ
ｉ
ｌ
ｉ
ｅ
（
当
の
復
聖
さ
れ
た
天
使
）

一

堕

「
わ
が
魂
を
深
い
地
獄
か
ら
（
輿
5
1
｛
・
ｇ
ｏ
｝
救
い
出
し
た
」
（
『
詩
篇
』
八
五
二
三
）
と
い
う

こ
と
も
考
え
併
せ
う
る
。
す
な
わ
ち
罪
深
さ
と
恵
み
深
さ
は
相
関
し
て
お
り
、
こ
こ
に
一
種
の
比

例
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
『
弁
神
論
』
の
著
者
は
、
「
神
の
無
限
の
善
意
」
（
本
論
一
三
四
）
を
重
視
し
な
が
ら
、

結
局
そ
の
主
張
は
、
「
神
が
全
て
の
人
間
（
ｔ
ｏ
ｕ
ｓ
　
l
e
ｓ
　
ｈ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｓ
）
を
救
お
う
と
望
ん
で
い
る
。
」

（
本
論
一
三
四
）
と
い
う
点
に
問
題
を
絞
っ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
人
間
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
天
使

や
神
々
の
方
は
余
り
正
面
切
っ
て
扱
わ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
基
本
線
は
『
弁
神
論
』
の
本
論
八
一

に
お
い
て
「
に
ｓ
　
ｒ
ｅ
ｐ
ｒ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ｓ
　
（
神
に
見
放
さ
れ
た
者
た
ち
）
は
、
ａ
ヨ
ぽ
ａ
（
地
獄
で
の
劫

罰
へ
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
彼
ら
が
、
ｉ
ｍ
ｐ
６
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ
（
悔
い
改
め
な
い
）
と
認

め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
肝
心
な
点
は
「
悔
い
改
め
」
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
一
応
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
で
も
、
「
復
聖
さ
れ
た
天
使
」
は
存
在
可
能
と
な
る
。
だ

が
『
弁
神
論
』
序
文
の
冒
頭
で
話
題
と
さ
れ
る
「
純
粋
な
光
明
」
（
l
a
　
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
　
l
ｕ
ｍ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
)
と
か
、

「
至
純
の
宗
教
」
（
l
a
　
ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｌ
ａ
　
p
l
ｕ
ｓ
　
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
)
と
い
う
無
垢
な
面
を
第
一
と
す
れ
ば
、
罪
責

意
識
か
ら
屈
折
し
て
出
て
く
る
「
復
聖
」
は
や
は
り
二
義
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
～
。

　
こ
の
点
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の
師
シ
ュ
ペ
ー
ナ
ー
は
、
そ
の
ニ
八
七
五
年
の
著
『
敬
虔
な
る
願
望
』

司
ｉ
ａ
　
Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
)
に
お
い
て
、
「
生
き
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
し
て
正
に
死
ぬ
こ
と
に
よ
り
、
そ

し
て
劫
罰
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
(
ｄ
ａ
ｍ
ｎ
ａ
乱
ｏ
）
、
神
学
者
が
誕
生
す
る
７
）
。
」
と
、
ル
タ
ー

の
『
詩
篇
へ
の
ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
』
二
五
一
九
年
一
二
一
年
）
の
一
節
（
『
詩
篇
』
五
・
ロ
ー
）

を
引
用
し
て
お
り
、
正
統
派
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ー
ヌ
ス
に
つ
な
が
る
魂
の
闇
夜
を
、
救
済
へ
の
有
効

な
道
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
敬
虔
主
義
の
意
向
を
汲
め
ば
、
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
が
説
く
「
全
被
造

物
の
遍
き
復
帰
」
は
、
至
純
の
光
明
界
そ
の
も
の
の
充
溢
か
ら
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
光
と
対
峙

す
る
罪
意
識
の
側
か
ら
構
想
さ
れ
る
。
す
る
と
「
復
聖
さ
れ
た
天
使
」
こ
そ
復
帰
の
精
華
と
な
ろ
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ｅ
ｓ
ｔ
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に
ｔ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
　
ｂ
ｅ
ｔ
ｒ
ｅ
ｆ
ｆ
ｅ
乱
）
そ
の
八
で
レ
ッ
シ
ン
グ
が
こ
う
語
っ
て
い
る
。
一
ペ
ー

タ
ー
ゼ
ン
は
博
識
か
つ
聡
明
な
人
物
で
あ
り
、
人
並
み
で
な
い
ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｅ
（
詩
才
の

持
主
）
だ
。
そ
の
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ス
』
Ξ
「
ｒ
ａ
ｎ
ｉ
ａ
ｓ
｣
は
、
卓
越
し
か
箇
所
に
満
ち
て
お
り
、

こ
の
作
品
を
褒
め
る
の
に
次
の
点
を
指
摘
す
る
に
し
く
は
な
い
。
す
な
わ
ち
当
詩
歌
の
コ
呂

（
構
想
）
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
自
ら
立
て
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
こ
の
叙
事
詩
を
改
良
す
る
労
を

厭
わ
な
か
っ
た
の
も
彼
な
、
の
だ
か
ら
（
。
）
」
。

　
文
人
レ
ッ
シ
ン
グ
と
同
様
、
哲
学
者
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
に
関
し
、
「
確
か
に
才

気
あ
る
詩
人
だ
」
（
Ｅ
ｓ
ｔ
　
ｃ
ｅ
ｒ
ｔ
ｅ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ａ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ
ｕ
巴
と
認
め
、
一
七
口
一
年
一
月
六
日
付
書
簡

に
お
い
て
、
そ
の
略
歴
を
も
紹
介
し
つ
つ
、
話
題
の
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ス
』
に
ま
で
言
及
し
て
い

る
。
「
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
は
、
か
つ
て
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
教
区
監
督
官
で
し
た
が
、
公
然
と

ｏ
ｈ
ｉ
ｌ
ｉ
ａ
ｓ
m
ｕ
ｓ
（
千
年
王
国
説
）
を
擁
護
し
た
た
め
解
任
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
そ
の
大
著

『
万
物
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
』
（
全
三
巻
、
一
七
〇
〇
年
－
一
〇
年
）
で
、
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の

教
説
ま
で
も
擁
護
し
た
彼
は
、
実
際
学
識
豊
か
な
企
て
と
し
て
、
神
学
に
関
す
る
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー

ス
』
と
題
し
た
詩
を
歌
お
う
と
企
て
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
彼
は
、
相
当
に
逆
説
を
含
む
自
ら
の

神
学
を
体
系
立
て
て
物
語
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
あ
り
、
数
学
の
よ
う
な
明
証
性
を
「
体

五
八
　
（
5
8
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
呂
年
‐
一
八
兄
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）
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ｕ
ｎ
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ｈ
ｅ
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ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
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９
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Ｓ
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４
４
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(
Ｂ
ｕ
ｌ
ｌ
ｅ
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ａ
ｎ
ｎ
ｓ
　
Ｘ
Ｘ
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ｈ
ｏ
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ｌ
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ｅ
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ｅ
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ｆ
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ｈ
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ｍ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ａ
ｍ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｌ
ａ
ｓ
ｔ
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ｒ
　
ａ
ｂ
ｅ
ｅ
ｔ
ｏ
ｔ
ｅ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｉ
ｅ
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ｒ
ｎ
ｅ
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ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｉ
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ｒ
ｔ
i
i
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ｅ
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ｓ
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ｄ
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ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ａ
ａ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
　
ｋ
ａ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
　
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
　
ｆ
ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｃ
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ａ
ｕ
ｆ
ｇ
ｅ
ｈ
ｅ
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｡
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②
　
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
と
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
(
Ｐ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｋ
ｌ
ｏ
ｐ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
)

　
そ
も
そ
も
敬
虔
主
義
と
い
え
ば
、
ま
ず
『
敬
虔
な
る
願
望
』
(
Ｐ
ｉ
ａ
　
Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
)
を
ニ
八
七

五
年
に
公
刊
し
た
シ
ュ
ペ
ー
ナ
ー
二
六
三
五
年
－
一
七
〇
五
年
）
が
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
の
立
役

者
を
「
新
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ス
コ
ト
ス
ー
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
」
と
、
ハ
イ
ネ
は
『
ド
イ
ツ
宗
教
・

哲
学
史
考
』
（
一
八
三
三
年
上
二
四
年
）
第
二
書
で
呼
ん
で
い
る
。
但
し
、
詩
人
ハ
イ
ネ
が
同
時

に
、
「
新
教
の
Ｐ
ｉ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
（
敬
虔
主
義
者
た
ち
）
は
、
Ｍ
ｙ
ｓ
ｔ
ｉ
ｋ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｈ
ｎ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｓ
ｉ
ｅ
（
空

想
力
の
欠
け
た
神
秘
家
）
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
Ｔ
）
。
な
ぜ
な
ら
、
「
空

想
力
」
の
領
域
で
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
（
一
七
四
八
年
一
七
三
年
）
が
浮
上
す

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
敬
虔
主
義
が
思
想
史
上
、
敢
て
詩
人
の
空
想
力
の
所
産
と
言
え
る
域

に
ま
で
達
す
る
に
は
、
『
救
世
主
』
や
ゲ
ー
テ
の
「
美
し
き
魂
」
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
は
言
う
も
の
の
逆
に
、
こ
う
し
た
古
典
の
成
立
背
景
と
し
て
敬
虔
主
義
は
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
話
題
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
と
の
関
連
で
、
敬
虔
主
義
の
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
と
称

さ
れ
た
シ
ュ
ペ
ー
ナ
ー
の
周
辺
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
取
り
上
げ
る
人
物
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
（
ニ
八
四
九
年
一
一
七
二
七
年
）
は
、
一
六
八
〇
年
シ
ュ
ペ
ー

ナ
ー
の
司
式
に
よ
り
五
歳
年
長
の
ヨ
ハ
ン
ナ
と
挙
式
を
あ
げ
、
「
敬
虔
主
義
に
お
け
る
『
戦
友
結

婚
』
の
模
範
例
」
を
な
し
た
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
夫
妻
と
も
に
扱
う
か
と
言
う
と
、
実
は
人
文
教
養

の
修
得
に
お
い
て
ヨ
ハ
ン
ナ
が
先
輩
格
を
な
し
て
お
り
、
問
題
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
に
つ
い
て

も
、
こ
の
万
物
の
復
帰
の
神
秘
に
ま
ず
ヨ
ハ
ン
ナ
が
触
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
結
婚
後
五
年
目
の
こ
八
八
五
年
と
さ
れ
、
ヨ
ハ
ン
ナ
の
告
白
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
に
例
の
オ
ー

リ
ゲ
ネ
ー
ス
が
説
く
「
全
被
造
物
の
完
璧
な
復
帰
」
が
奥
義
と
し
て
啓
示
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
（
２
）
（
）

こ
の
背
景
に
は
、
『
失
楽
園
』
の
詩
人
ミ
ル
ト
ン
に
も
関
連
す
る
「
千
年
王
国
説
」
（
ｘ
ｄ
ｉ
ａ
ｏ
ｆ
w
ｓ
)

に
よ
る
終
末
論
が
あ
り
、
『
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
』
二
〇
・
四
に
描
か
れ
て
い
る
「
審
判
」
（
心
言
‘
）

が
念
頭
に
く
る
。
こ
こ
で
は
「
生
命
の
書
に
記
名
さ
れ
て
い
な
い
者
」
（
二
〇
・
一
五
）
」
が
、

「
悪
魔
」
（
デ
ィ
ア
ボ
ロ
ス
）
の
投
げ
込
ま
れ
た
「
火
の
池
」
（
二
〇
・
一
〇
）
　
へ
と
投
げ
込
ま
れ

る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
厳
格
な
正
統
派
と
、
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
支
持
者
は
、
解
釈
を
異
に
す
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
ル
タ
ー
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
と
の
対
比
で
万
物
復
帰
の
提
唱
者
に
つ
い
て

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
さ
て
当
時
の
著
名
な
『
弁
神
論
』
（
一
七
一
〇
年
）
の
本
論
一
七
で
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
頃
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
復
活
に
触
れ
、
原
題
ギ
リ
シ
ア
語
の
『
ア
ポ
カ
タ
ス

タ
シ
ス
ー
パ
ン
ト
ー
ン
の
ミ
ュ
ス
テ
ー
リ
オ
ン
』
全
三
巻
（
一
七
〇
〇
年
－
一
〇
年
）
と
、
匿
名

の
書
『
全
被
造
物
の
遍
き
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂ
ｒ
m
g
ｕ
ｎ
ｇ
　
（
復
帰
）
の
永
遠
な
る
福
音
』
（
ニ
八
九
九
年
）

に
言
及
し
て
い
る
。
著
者
が
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
で
あ
る
こ
と
を
勿
論
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
良
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
弁
神
論
』
の
哲
学
者
は
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ッ
の
名

前
を
出
さ
な
い
で
、
軽
く
そ
の
著
作
二
点
に
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
恐
ら
く
深
入
り
し
て
異

端
に
自
分
自
身
が
係
わ
る
の
を
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
に
か
く
全
三
巻
の
『
万
物
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
神
秘
』
と
い
う
表
題
に
あ
る
「
神
秘
」

（
ミ
ュ
ス
テ
ー
リ
オ
ン
）
は
、
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
書
簡
』
　
一
丁
二
五
に
典
拠
が
あ
り
、
こ
こ
で
使

徒
パ
ウ
ロ
は
「
異
教
徒
た
ち
の
プ
レ
ー
ロ
ー
マ
　
（
〔
至
福
〕
　
の
完
成
）
」
　
(
ｐ
ｌ
ｅ
ｎ
ｉ
ｔ
ｕ
ｄ
ｏ

（
Ｐ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｕ
m
）
の
時
に
「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は
皆
が
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
一
丁
二
五
¶
二
六
）

と
説
い
て
い
る
。
こ
の
「
神
秘
」
が
『
弁
神
論
』
の
哲
学
者
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
「
善
が

や
が
て
万
事
に
お
い
て
至
る
所
で
勝
利
を
占
め
、
理
性
的
被
造
物
は
m
a
ｕ
ｖ
ａ
ｉ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
（
悪
し



（
３
）
　
引
用
の
ル
タ
ー
訳
は
、
各
々
原
典
複
写
版
（
一
九
八
二
年
／
一
九
六
七
年
）
の
右
記
ド
イ

　
　
ツ
聖
書
協
会
刊
に
拠
る
。

（
４
）
　
日
本
聖
書
協
会
刊
『
聖
書
』
（
一
九
五
四
年
１
五
五
年
）
「
新
約
聖
書
」
　
一
八
五
頁
、
・
…
…

　
　
万
物
更
新
…
…
ゝ
」
ヽ
つ
し
た
訳
語
の
影
響
と
思
わ
れ
る
が
、
工
作
舎
刊
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集

　
　
の
第
六
巻
（
一
九
九
〇
年
）
　
一
三
四
頁
（
『
弁
神
論
』
本
論
一
七
）
に
は
、
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー

　
　
ス
』
の
著
者
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の
書
『
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
ー
パ
ン
ト
ー
ン
』
が
『
万
物
更
新
』

　
　
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
当
著
は
『
万
物
復
帰
』
と
和
訳
す
る
方
が
、
む
し
ろ
適
切
で
あ

　
　
ろ
ゝ
つ
。

（
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Ｗ
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※
以
下
ル
タ
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訳
『
聖
書
』
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
一
五
四
五
年
版
『
聖
書
』
（
決
定
版
）
が
定
本
。
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旧
約
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
典
は
当
書
よ
り
引
用
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７
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Ｓ
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ｇ
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Ｓ
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乱
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ｇ
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ｓ
ｅ
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ｓ
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１
９
７
１
-
１
９
８
１
.
を
定
本
と
し
て
引
用
。
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i
n
（
Ｗ
ｅ
ｉ
ｄ
ｍ
ａ
ｎ
已

　
　
１
９
５
１
.
　
Ｂ
ｄ
.
ｌ
.
　
Ｓ
.
１
７
７
:
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ａ
ｋ
ｌ
ｅ
ｉ
ｔ
ｏ
ｓ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｇ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
１
１
９
.

（

1
1
）
　
Ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｓ
ｅ
　
Ｌ
ｏ
ｓ
ｔ
.
　
ｐ
.
８
７
:
　
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ｏ
ｈ
ｒ
ｎ
ｅ
ｎ
　
　
Ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
’
Ｓ
.
４
７
.

　
　
Ｐ
ａ
ｎ
ｄ
ａ
ｍ
ｏ
ｎ
ｉ
ｕ
m
.
：

　
　
｝
｛
印
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w

.
同
旨
は
ハ
イ
ネ
（
圓
註
（
１
)
　
Ｓ
ａ
ｋ
ｕ
ｌ
ａ
ｒ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
)
に
も
あ
り
、
そ
の
『
ド
イ
ツ
宗
教
・

　
　
　
哲
学
史
考
』
（
Ｂ
ｄ
.
８
.
　
Ｓ
.
１
４
５
ｆ
.
)
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
･
･
･
　
Ｐ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｋ
ｉ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
　
･
■
･

　
　
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
e
m
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｓ
ｈ
ａ
ｕ
ｓ
ｅ
　
ｋ
ｏ
ｎ
ｎ
ｔ
ｅ
　
ｍ
ａ
ｎ
　
ｖ
ｉ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｅ
ｈ
ｅ
ｒ
　
ａ
ｌ
ｓ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
m

　
　
　
Ｋ
ｏ
ｌ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｄ
ｏ
ｍ
ｅ
　
ｂ
ｅ
ｈ
ａ
ｕ
ｐ
ｔ
ｅ
ｎ
｡
　
ｄ
ａ
Ｂ
　
(
Ｓ
.
１
４
５
／
Ｓ
.
１
４
６
)
　
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｅ
ｕ
ｆ
ｅ
ｌ

　
　
　
ｅ
ｒ
ｂ
ａ
ｕ
ｔ
　
w
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
.

（

1
2
)
　
　
　
Ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
.
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
e
i
ｚ
ｅ
ｒ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
.
　
９
.
　
Ａ
ｕ
f
l
.
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｉ
ｎ
Ｅ
r
ｅ
ｎ
　
１
７
６
２
.

　
　
Ｆ
ａ
ｋ
ｓ
i
m
i
l
e
d
ｒ
ｕ
ｃ
ｋ
.
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｎ
（
Ｌ
ａ
ｎ
ｇ
)
　
１
９
６
９
.
　
Ｓ
.
６
７
.

（

1 3
）
　
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｂ
ｅ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｔ
ｎ
ｉ
ｓ
ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｆ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｖ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
-
ｌ
ｕ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｉ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
.

　
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
　
i
m
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｊ
ａ
ｈ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｓ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｏ
ｎ
ｆ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
　
１
９
３
０
.

　
　
０
.
　
Ａ
ｕ
i
i
.
　
Ｃ
ｉ
ｏ
ｔ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
（
Ｖ
ａ
乱
ｅ
ｎ
ｈ
ｏ
ｅ
ｃ
ｋ
　
＆
　
Ｒ
ｕ
ｐ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
)
　
１
９
７
９
.
　
Ｓ
.
７
２
.

（

1
4
）
　
Ｌ
ｕ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
.
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
　
１
８
８
３
ｆ
ｆ
.
　
Ｂ
ｄ
.
２
６
.
　
Ｓ
.
５
０
９
.

（

1
5
）
　
（
ｊ
ｏ
ｒ
ｐ
ｖ
ｓ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ａ
ｎ
ｏ
ｒ
ｖ
m
.
　
Ｓ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｎ
ａ
　
(
=
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｌ
）
≒
～
弓
ｏ
５
（
甲
召
ｏ
に
）

　
　
１
９
５
４
　
ｓ
ｑ
ｑ
.
　
Ｔ
ｏ
ｍ
.
３
２
(
１
９
６
２
)
.
　
ｐ
.
２
１
８
　
(
Ｄ
ｅ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ａ
　
ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｆ
ｆ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
.
　
２
６
.
４
９
)
.

（

1 6
）
　
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｖ
i
e
ｒ
　
Ｂ
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｐ
ｒ
i
n
ｚ
ｉ
ｐ
ｉ
ｅ
ｎ
｡
　
Ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
　
･
　
Ｌ
ａ
ｔ
e
i
n
i
ｓ
ｃ
ｈ
／

　
　
Ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
.
　
Ｄ
ａ
ｒ
m
ｓ
ｔ
乱
ｔ
　
(
W
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
号
１
９
７
６
.
　
Ｓ
.
２
５
８
;

　
　
Ｓ
ｏ
ｕ
ｒ
ｃ
ｅ
ｓ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
C
　
=
　
Ｓ
Ｏ
　
２
５
２
(
１
９
７
８
)
.
　
２
２
８
.

（
1
7
）
　
Ｐ
ａ
ｔ
ｒ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ａ
　
Ｇ
ｒ
ａ
ｅ
ｃ
ａ
（
＝
吻
（
い
）
.
　
Ｐ
ａ
ｒ
曼
Ｍ
ｉ
ｇ
ｎ
ｅ
)
１
８
５
７
-
６
６
.
１
４
.
４
９
Ｃ
-
Ｄ
.
　
※
w
ｉ
ｒ

　
　
w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｌ
ｅ
ｒ
ｅ
ｔ
　
i
n
　
ｄ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
.
.
.
　
(
Ｉ
Ｉ
　
Ｃ
ｏ
ｒ
　
３
.
１
８
)

（

1 8
）
　
〇
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
.
.
.
Ｐ
ｒ
i
n
ｚ
ｉ
ｐ
ｉ
ｅ
ｎ
.
　
Ｓ
.
２
１
６
　
／
　
Ｓ
.
２
２
２
:
Ｓ
Ｃ
　
２
５
２
.
　
１
９
６
／
２
０
０
.

　
　
※
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
ｅ
ｒ
ｕ
ｄ
ｉ
ｔ
i
o
　
（
教
育
）
と
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ａ
（
精
励
）
が
重

　
　
　
視
さ
れ
て
、
例
え
ば
『
諸
原
理
論
』
∵
四
∴
に
、
ｅ
ｒ
ｕ
d
i
ｔ
i
o
　
ａ
ｔ
ｑ
ｕ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｓ
ｔ
ｒ
i
a
(
Ｓ
Ｃ

　
　
　
２
５
２
.
１
６
６
)
と
あ
り
、
更
に
ｒ
ｅ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
i
　
ｅ
ｔ
　
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｕ
ｔ
ｉ
　
ｅ
ｒ
乱
i
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｉ
ｂ
ｕ
ｓ
　
（
諸
教
育
に
よ

　
　
　
り
修
復
さ
れ
、
復
帰
せ
ら
る
）
と
、
『
諸
原
理
論
』
　
一
　
・
六
・
三
命
９
５
２
.
２
０
２
)
に
、

　
　
　
ま
た
丁
六
・
二
　
(
Ｓ
Ｃ
２
５
２
.
２
呂
）
　
に
教
育
に
よ
る
復
帰
　
(
ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｕ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｉ
ｂ
ｕ
ｓ
　
　
ａ
ｃ

　
　
　
ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｉ
ｐ
ｌ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｓ
a
l
ｕ
ｔ
ａ
ｒ
i
b
ｕ
ｓ
　
ｒ
ｅ
ｆ
ｏ
ｒ
m
a
ｔ
i
｡
　
ｒ
ｅ
ｄ
ｉ
ｒ
ｅ
　
ａ
ｃ
　
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
i
ｔ
ｕ
ｉ
　
ａ
ｄ
　
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ
m
　
ｓ
ｕ
ａ
ｅ

　
　
　
ｂ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｔ
乱
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
)
が
説
か
れ
て
い
る
．
ま
た
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｓ
ｕ
ｓ
（
楽
園
）
に
も
～
乱
Ｅ
Ｏ

　
　
　
（
教
育
）
は
あ
り
、
こ
こ
に
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
ａ
　
ａ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｕ
m
（
諸
魂
の
学
校
）
が
考
え
ら
れ
て
い

　
　
　
る
（
子
一
丁
六
ふ
９
昭
・
合
思
．
勿
論
そ
の
中
心
に
は
、
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｕ
ｔ
i
o
〇
ｍ
ｎ
ｉ
ｕ
m

　
　
　
（
万
物
復
帰
）
の
時
の
ｅ
ｒ
ｕ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
（
教
育
）
が
来
る
（
三
・
六
・
九
:
　
Ｓ
Ｃ
２
６
８
.
２
５
２
／
２
５
４
)
°

（

1
9
）
　
〇
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
.
.
.
Ｐ
ｒ
i
n
ｚ
ｉ
ｐ
ｉ
ｅ
ｎ
.
　
８
.
５
５
６
／
５
.
６
３
８
:
　
Ｓ
Ｃ
　
２
６
８
　
(
１
９
８
０
)
.
　
１
４
６
／
２
３
２
.

（
2
0
）
　
Ｅ
ｎ
ｃ
ｈ
ｉ
ｒ
ｉ
ｄ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｙ
ｍ
ｂ
ｏ
ｌ
ｏ
ｒ
ｕ
m
.
　
Ｓ
.
１
４
２
:
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
.
.
.
　
Ｐ
ｒ
i
n
ｚ
ｉ
ｐ
ｉ
ｅ
ｎ
.
　
Ｓ
.
８
２
４
（
Ａ
ｐ
-

　
　
ｐ
ｅ
ｎ
ｄ
ｉ
ｘ
　
１
.
　
Ｃ
ａ
ｎ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｋ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｍ
.
　
９
）
‘

（
2
1
）
　
の
（
:
^
Ｓ
Ｌ
　
４
８
(
１
９
５
５
)
.
　
７
８
３
（
｛
｝
の
９
　
ｖ
i
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
　
Ｄ
ｅ
ｉ
.
　
２
１
.
１
７
)
.

（
2
2
）
　
Ｅ
ｎ
ｃ
ｈ
ｉ
ｒ
ｉ
ｄ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｙ
ｍ
ｂ
ｏ
ｌ
ｏ
ｒ
ｕ
ｎ
ａ
.
　
Ｓ
.
７
７
　
／
　
Ｓ
.
１
２
４
.

六
〇
　
（
6
0
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
否
ｏ
年
一
一
八
里
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



六
一
　
（
6
1
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
二
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

の
教
理
（
ド
グ
マ
）
は
、
第
一
回
公
会
議
（
三
二
五
年
）
で
ニ
ー
カ
イ
ア
信
条
が
受
諾
さ
れ
て
以

来
、
第
二
回
（
三
八
一
年
）
、
第
三
回
（
四
三
一
年
）
、
第
四
回
（
四
五
一
年
）
と
公
会
議
が
重
ね

ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
定
の
方
向
に
定
ま
っ
て
来
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
ア
レ
イ
オ
ス
も
ネ
ス

ト
リ
オ
ス
も
ペ
ラ
ギ
オ
ス
も
、
次
々
と
破
門
さ
れ
る
。
こ
の
粛
正
の
時
代
を
代
表
す
る
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ー
ヌ
ス
（
三
五
四
年
一
四
三
〇
年
）
の
大
著
『
神
の
国
』
二
Ｉ
・
一
七
に
も
、
寛
容
派

（
m
i
ｓ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｓ
)
　
の
中
で
も
他
よ
り
寛
容
な
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
　
（
ヨ
に
・
ふ
・
〇
乱
｛
〇
？
：

ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
}
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
「
彼
は
悪
魔
さ
え
も
、
ま
た
そ
の
使
者
た
ち
も
、
相
当
長
い
然

る
べ
き
重
罰
の
後
に
、
そ
の
呵
責
よ
り
解
放
さ
れ
、
し
か
も
神
聖
な
天
使
た
ち
の
仲
間
に
加
え
ら

れ
る
べ
き
と
信
じ
て
い
た
」
と
あ
り
、
「
彼
を
教
会
が
排
斥
し
た
の
は
不
当
で
は
な
い
」
と
主
張

さ
れ
て
い
る
豆
。
既
に
四
〇
〇
年
頃
か
ら
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
排
斥
運
動
が
続
い
て
い
た
こ
と
は
正

統
派
の
原
典
資
料
集
か
ら
も
解
か
る
（
2
2
）
。
こ
の
方
向
の
推
進
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
『
神
の

国
』
二
「
二
三
で
、
「
ダ
イ
モ
ー
ン
達
の
将
来
の
罰
が
永
遠
だ
と
信
じ
ら
れ
る
信
仰
」
(
ｆ
ｉ
ｄ
ｅ
ｓ
｡

ｑ
ｕ
ａ
　
ｃ
ｒ
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｕ
ｒ
　
ｓ
ｅ
ｍ
ｐ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
m
　
ｄ
ａ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
m
　
ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｕ
m
　
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
　
ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｉ
ｃ
ｉ
ｕ
m
）
を
告
白
す

る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
（
2
3
）
。

　
問
題
は
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
『
第
一
コ
リ
ン
ト
書
簡
』
　
一
五
・
二
六
に
お
い
て
、
「
最
後
の
宿
敵
、

つ
ま
り
タ
ナ
ト
ス
（
死
）
が
滅
ぼ
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
所
に
あ
る
。
こ
こ
で
正
統
派
な

ら
、
「
宿
敵
」
で
あ
る
「
ダ
イ
モ
ー
ン
達
の
将
来
の
罰
が
永
遠
だ
」
と
信
じ
、
更
に
一
層
と
厳
正

な
ら
、
「
罪
も
死
も
地
獄
も
ｖ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｌ
ｇ
ｅ
ｔ
（
根
絶
）
さ
れ
る
」
こ
と
を
祈
る
。
こ
れ
に
対
し
『
諸
原

理
論
』
三
・
六
・
五
の
著
者
は
、
「
創
造
神
に
と
り
ｉ
ｎ
ｓ
ａ
ｎ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｅ
（
不
治
）
な
も
の
は
何
一
つ
無

い
」
と
考
え
、
「
実
際
、
最
後
の
宿
敵
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
宿
敵
の

ｓ
ｕ
ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
（
実
体
）
、
つ
ま
り
神
が
創
造
し
た
そ
の
実
体
が
消
滅
す
る
と
い
う
風
に
で
は
な
く
、

そ
の
宿
敵
の
企
図
と
意
思
、
す
な
わ
ち
神
で
は
な
く
宿
敵
自
身
か
ら
生
じ
た
企
図
と
意
思
が
壊
滅

す
る
、
と
い
う
風
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
説
く
（
誂
）
ｏ
確
か
に
、
『
創
世
記
』
冒
頭
の
天
地
創

造
に
お
い
て
、
神
は
被
造
物
を
再
三
ト
ー
ブ
（
善
い
）
と
し
、
繰
り
返
し
祝
福
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
本
来
は
善
い
被
造
物
の
実
体
(
ｓ
ｕ
ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
)
を
、
あ
く
ま
で
「
至
福
な
終
末
へ
招
喚

し
、
か
つ
誘
導
す
る
」
の
が
、
「
神
の
善
意
（
Ｗ
Ｉ
習
収
ａ
）
」
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
、
オ
ー

リ
ゲ
ネ
ー
ス
は
万
物
復
帰
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
）
を
提
唱
す
る
。

　
す
で
に
言
及
し
た
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
の
訳
者
ヒ
エ
ロ
ー
ニ
ュ
モ
ス
も
当
初
は
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス

礼
讃
者
で
あ
っ
た
。
だ
が
世
の
趨
勢
に
倣
い
、
こ
の
教
父
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
同
様
、
オ
ー

リ
ゲ
ネ
ー
ス
を
弾
劾
す
る
こ
と
に
よ
り
、
正
統
派
の
師
表
と
仰
が
れ
る
に
至
る
。
こ
の
例
か
ら
見

て
取
れ
る
よ
う
に
、
四
世
紀
ま
で
は
教
会
も
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
を
殊
更
に
異
端
視
し
な
か
っ
た

と
見
受
け
ら
れ
る
。
殊
に
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
会
で
は
、
ニ
ュ
ッ
サ
の
教
父
グ
レ
ー
ゴ
リ
オ
ス

（
三
三
五
年
頃
一
三
九
五
年
）
の
『
大
教
理
講
話
』
を
始
め
、
『
諸
原
理
論
』
の
思
想
を
継
承
し
た

著
作
が
四
世
紀
に
存
在
す
る
。
実
際
こ
の
『
大
教
理
講
話
』
二
六
で
グ
レ
ー
ゴ
リ
オ
ス
は
、
「
い

ま
悪
の
状
態
に
あ
る
者
た
ち
の
始
源
へ
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
（
■
ｈ
　
ｅ
ｌ
ｓ
　
ｒ
ｄ
　
ｄ
ｇ
ｘ
ａ
ｉ
ｏ
ｖ
　
ｄ
ｓ
ｉ
ｏ
ｘ
ａ
-

ｒ
ａ
ａ
ｒ
ａ
ｍ
ｃ
）
」
を
扱
い
、
「
神
が
人
と
成
り
し
大
い
な
る
ミ
ュ
ス
テ
ー
リ
オ
ン
（
神
秘
）
」
に
お
い

て
、
「
神
は
人
を
悪
か
ら
救
う
の
み
な
ら
ず
、
悪
の
張
本
人
自
身
を
も
癒
す
i
ｘ
ａ
ｌ
　
ａ
ｂ
ｒ
ｄ
ｖ
　
ｒ
ｄ
ｖ

Ｔ
ｒ
i
gｘ
ａ
ｘ
ｉ
ａ
ｇ
　
ｅ
ｖ
ｇ
ｅ
ｒ
f
j
ｖ
　
ｉ
ｄ
ｉ
ｕ
ｅ
ｖ
ｏ
ｇ
)
］
と
述
べ
、
結
局
サ
タ
ン
も
至
福
へ
と
復
帰
す
る
可
能
性
を

示
し
て
い
る
（
2
5
）
ｏ

　
以
上
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
を
思
想
史
上
ド
イ
ツ
で
考
え
る
と
、
ま
ず
留

意
さ
れ
る
の
は
一
三
二
九
年
に
法
王
が
断
罪
文
を
草
し
た
相
手
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
師
で
あ
る
。
師
の

論
文
『
高
貴
な
人
に
つ
い
て
』
で
は
事
あ
る
ご
と
に
「
偉
大
な
る
師
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
」
が
引
き

合
い
に
出
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
神
は
被
造
物
の
実
体
を
破
壊
し
な
い
と
説
く
先
の
『
諸
原
理
論
』

の
考
え
も
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
神
自
身
に
由
来
す
る
「
種
子
は
覆
わ
れ
て
隠
さ
れ
よ
う
と
も
、

ｎ
ｉ
ｅ
ｍ
ｅ
ｒ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｌ
ｇ
ｅ
ｔ
（
決
し
て
根
絶
さ
れ
）
る
こ
と
が
無
い
」
と
し
て
い
る
（
’
）
。
こ
れ
と
正
反

対
に
法
王
の
断
罪
文
は
異
端
の
「
雑
草
が
有
害
な
萌
芽
へ
と
生
長
す
る
前
に
、
そ
の
生
え
始
め
に

ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
ｋ
ｔ
（
窒
息
）
さ
れ
る
」
よ
う
に
す
べ
き
旨
を
冒
頭
か
ら
主
張
し
て
い
る
（
2
7
）
ｏ
当
時
十
四
世

紀
の
地
点
で
は
、
法
王
が
師
を
異
端
と
し
て
排
斥
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
と
こ
ろ
が
宗
教
改
革

二
五
一
七
年
）
が
や
が
て
法
王
の
至
上
権
を
否
定
し
、
更
に
は
ル
タ
ー
の
権
威
も
失
墜
す
る
啓

蒙
と
革
命
の
時
代
に
な
る
と
、
正
統
派
キ
リ
ス
ト
者
の
意
見
も
理
性
の
公
然
と
し
た
吟
味
批
判
の

対
象
と
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
時
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
が
説
い
た
万
物
復
帰
の
思
想
を
真
剣
に
取
り

上
げ
る
の
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
以
来
の
神
秘
思
想
の
流
れ
に
あ
る
敬
虔
主
義
に
か
か
わ
る
人
々
で

あ
る
。

　
註
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ａ
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６
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／
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９
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ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
を
ロ
ー
マ
教
会
が
「
真
性
」
で
あ
る
と
公
認
し
た
一
五
四
六
年
四
月
八
日
付

　
　
文
書
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ｉ
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ｉ
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ｉ
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者
と
悪
魔
に
は
地
獄
落
ち
と
永
劫
の
罪
を
宣
告
す
る
」
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
「
悪
魔
お
よ
び
罪

人
が
、
永
遠
の
苦
悩
を
受
け
な
い
」
と
説
く
「
再
洗
礼
派
」
は
受
け
入
れ
ら
れ
ぬ
も
の
と
し
て

「
排
斥
さ
れ
」
（
1
3
）
る
。
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
ル
タ
ー
は
既
に
『
キ
リ
ス
ト
の
晩
餐
に
つ
い
て
、

信
仰
告
白
』
（
一
五
二
八
年
）
の
終
結
部
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
最
後
に
私
は
全
て
の

死
者
が
、
敬
虔
な
者
も
悪
人
も
両
方
と
も
、
最
後
の
審
判
の
日
に
復
活
す
る
と
信
ず
る
。
…
…
か

く
し
て
敬
虔
な
者
は
永
遠
に
キ
リ
ス
ト
と
共
に
生
き
、
悪
人
は
永
遠
に
悪
魔
と
そ
の
使
者
た
ち
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
ｉ
　
、
ｉ
″
Ｉ
　
　
　
　
』
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
一
」
』
ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
！
Ｉ
４
　
－

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
私
は
、
悪
魔
た
ち
も
ま
た
最
後
に
は
至
福
へ
と
到

註
解
』
　
丁
ヱ
ハ
で
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
は
、
「
例
の
ア
ポ
カ
タ
シ
ス
（
復
帰
）
に
お
け
る
、
そ
の

道
程
の
究
極
も
、
テ
オ
ー
レ
ー
テ
ィ
コ
ン
（
観
想
）
へ
と
入
り
終
結
す
る
、
と
私
は
思
う
」
と
語

り
、
こ
の
観
想
（
か
ｓ
３
ｇ
ｔ
）
の
内
容
を
、
「
正
に
唯
一
キ
リ
ス
ト
が
父
な
る
神
を
知
る
ご
と

く
、
そ
の
神
を
知
る
こ
と
で
、
全
て
そ
の
者
た
ち
は
完
璧
に
神
の
子
キ
リ
ス
ト
ヘ
変
容
せ
ら
る
。
」

と
説
明
し
て
い
る
（
1
7
）
ｏ
　
つ
ま
り
究
極
の
観
想
と
は
、
い
わ
ゆ
る
至
福
直
観
に
相
当
す
る
Ｖ
ｉ
ｓ
i
o

口
の
i
　
（
見
神
）
の
こ
と
で
あ
り
、
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
目
標
が
こ
こ
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

　
再
び
『
諸
原
理
論
』
　
一
・
六
・
二
に
も
ど
る
と
、
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
は
『
だ
か
ら
常
に
終
末
は

ｉ
Ｉ
・
Ｉ
ｉ
・
ｓ
・
　
Ｉ
　
Ｉ
一
　
、
ｉ
Ｉ
４
　
４
゛
Ｉ
｀
！
ゆ
』
／
’
　
・
ｒ
‘
‐
’
Ｉ
’
』
ゝ
‘
Ｊ
Ｉ
Ｊ
Ｊ
Ｋ
Ｉ
‘
ご
Ｉ
｝
’
ｆ
’
や
・
ゝ
ｓ
　
’
ｉ
　
ｒ
／
1
1
4
J
a
コ
ト

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
も
『
真
の
宗
教
に
つ
い
て
』
　
　
　
　
　
『
″

夕
の
人
々
』
が
「
内
な
る
再
生
復
活
に
至
る
」
　
　
　
　
　
で

阿
、
「
つ
い
に
可
視
的
な
（
肉
体
の
）
死
の
後
、
　
　
　
　
は

ｉ
ｒ
ｅ
ｔ
ｕ
ｒ
)
に
至
る
」
こ
と
を
話
題
と
し
て
い
る
（
1
5
）
ｏ
　
　
　
　
　
　
て

や
は
り
『
真
の
宗
教
に
つ
い
て
』
で
も
、
ル
タ
ー
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
」

と
言
え
ば
、
ま
ず
「
更
新
」
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
る
と
文
芸
復
興

(
ｒ
ｅ
ｎ
ａ
ｓ
c
i
)
と
言
葉
つ
き
は
同
じ
で
も
、
正
統
派
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
説
く
「
再
生

復
活
」
に
は
、
か
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
擾
頭
と
共
に
滅
ん
だ
神
々
の
「
復
帰
」
は
望
め
な
い
こ
と

に
な
る
。
結
局
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
は
、
正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
基
準
に
す
る
限
り
、
今
日
パ

ル
テ
ノ
ー
ン
神
殿
が
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
聳
え
る
様
に
甦
ら
な
い
。
な
ら
ば
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
復
興

に
余
念
な
き
今
日
、

こ
と
に
な
り
は
し
な

い逆
だに

ろキ
うり
かス

ト
教
は
正
統
派
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
時
勢
に
乗
り
お
く
れ
る

　
だ
が
実
の
所
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
承
は
、
正
統
派
の
資
料
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
ほ
ど
貧
困
な
も
の

で
な
い
。
そ
の
好
例
が
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
（
一
八
五
年
上
一
五
三
年
頃
）
の
著
作
群
で
、
こ
の
視

界
か
ら
眺
め
る
キ
リ
ス
ト
教
は
多
彩
に
異
教
圏
と
触
れ
合
う
。
目
下
こ
こ
で
話
題
の
「
ア
ポ
カ
タ

ス
タ
シ
ス
」
も
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
教
父
に
よ
れ
ば
正
に
「
万
物
復
帰
」
を
意
味
す
る
。
例
え
ば

『
諸
原
理
論
』
　
∇
八
・
三
で
教
父
は
、
「
す
な
わ
ち
神
の
Ｂ
ｅ
ｎ
ｉ
ｇ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｓ
（
善
意
）
が
、
…
…
万

物
を
至
福
な
終
末
へ
と
招
喚
し
、
か
つ
誘
導
す
る
」
と
述
べ
、
「
至
福
な
終
末
」
へ
向
け
て
の

「
万
物
復
帰
」
を
扱
っ
て
い
る
（
1
6
）
ｏ
更
に
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
が
残
存
す
る
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
へ
の

で
説
く
よ
う
に
、
「
魂
が
不
滅
」
（
l
m
　
ａ
＆
ｄ
ｖ
ａ
ｒ
ｏ
ｓ
)
な
ら
ば
、
『
諸
原
理
論
』
に
言
う
「
復
帰
」

も
い
っ
か
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
『
マ
タ
イ
福
音
書
』
　
一
〇
・
二
八
に
は
、
「
ゲ
ヘ
ナ
（
地

獄
）
で
魂
を
も
体
を
も
滅
ぼ
す
力
あ
る
者
を
、
む
し
ろ
汝
は
畏
れ
よ
」
と
あ
り
、
こ
の
『
聖
書
』

に
あ
る
イ
エ
ス
の
言
葉
を
素
直
に
取
る
と
、
悪
し
き
魂
は
神
に
よ
り
根
絶
さ
れ
得
る
と
言
え
る
。

そ
も
そ
も
万
物
が
「
無
か
ら
創
造
」
（
９
・
印
に
〇
輿
に
即
｛
〇
｝
さ
れ
た
の
な
ら
、
逆
に
再
び

「
無
へ
と
復
帰
」
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
が
説
く
「
神
の
善

意
」
は
、
む
し
ろ
無
の
正
反
対
に
あ
る
「
至
福
な
終
末
」
を
目
指
す
万
物
復
帰
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ

シ
ス
）
を
採
用
す
る
。
こ
れ
を
『
諸
原
理
論
』
三
・
五
・
七
で
は
、
「
全
被
造
物
の
完
璧
な
復
帰
」

(
ｐ
ｅ
ｒ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ａ
　
ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｅ
　
ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｅ
　
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
i
ｔ
ｕ
ｔ
ｉ
ｏ
)
と
呼
ん
で
い
る
（
1
9
）
ｏ

　
結
局
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
は
異
端
と
し
て
、
第
五
回
公
会
議
（
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
、
五
五
三
年
）

で
破
門
宣
告
を
受
け
る
。
こ
れ
は
正
統
派
の
原
典
資
料
集
に
お
い
て
、
ま
ず
勅
令
（
五
四
三
年
）

と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
話
題
の
「
復
帰
」
に
関
す
る
条
項
に
は
、
「
ダ
イ
モ
ー
ン
達
や
不

敬
な
人
々
の
刑
罰
が
一
時
的
で
あ
る
と
か
、
こ
の
刑
罰
に
い
っ
か
終
極
が
あ
る
だ
ろ
う
と
か
、
す

な
わ
ち
ダ
イ
モ
ー
ン
達
、
あ
る
い
は
不
敬
な
人
々
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
（
復
帰
）
が
あ
る
だ
ろ

う
な
ど
と
、
言
っ
た
り
考
え
た
り
す
る
も
の
は
破
門
さ
れ
て
あ
れ
」
（
2
0
）
と
あ
る
。
す
で
に
正
統
派

六
二
　
（
6
2
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
一
一
八
三
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）



六
三
　
（
6
3
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
八
巻
　
（
一
九
九
九
年
）
　
人
文
科
学

み
な
一
切
が
根
絶
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
『
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
』
二
八
・

コ
丁
一
九
に
好
例
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
神
の
楽
園
」
（
Ｌ
ｕ
ｓ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｓ
)
で
至
福
を

享
受
し
て
い
た
者
が
、
罪
を
侵
し
て
聖
所
を
汚
し
、
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
て
地
獄
落
ち
と
な
り
、

つ
い
に
は
「
滅
亡
し
、
n
i
m
e
ｒ
　
ｍ
ｅ
ｈ
ｒ
　
ａ
ｕ
ｆ
ｆ
ｋ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
（
も
は
や
決
し
て
生
起
せ
ず
）
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
も
は
や
堕
天
使
が
至
福
な
る
天
界
へ
復
帰
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
者
は

『
マ
タ
イ
福
音
書
』
二
五
・
四
一
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
「
デ
ィ
ア
ボ
ロ
ス
（
悪
魔
）
と
そ
の

使
者
た
ち
に
用
意
さ
れ
て
い
る
永
遠
の
火
の
中
へ
」
と
投
げ
こ
ま
れ
、
こ
の
地
獄
の
劫
火
も
ろ
と

も
に
消
え
去
る
の
み
で
あ
る
。

　
こ
の
非
寛
容
な
神
観
は
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
に
お
け
る
異
教
殲
滅
に
呼
応
す
る
。
こ
の
場
合
は

古
代
ギ
リ
シ
ア
等
の
「
エ
ロ
ー
ヘ
ー
ヘ
ム
（
神
々
）
」
（
二
三
・
二
四
）
の
「
ペ
セ
ル
（
彫
像
）
」

（
二
〇
・
四
）
が
破
壊
さ
れ
、
こ
う
し
て
異
教
の
神
々
、
例
え
ば
バ
ラ
ス
女
神
ア
テ
ー
ネ
ー
や
ポ

イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
が
断
罪
さ
れ
て
地
獄
落
ち
と
な
り
、
も
は
や
こ
れ
ら
神
々
が
至
福
な
る
天

界
へ
復
帰
す
る
道
は
途
絶
え
る
（
６
）
（
）
　
こ
の
ペ
セ
ル
（
彫
像
）
を
エ
イ
ド
ー
ロ
ン
（
偶
像
）
と
明
示

し
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
公
認
の
七
十
人
訳
聖
書
で
あ
り
、
こ
の
概
念
を
踏
ま
え
て
ル
タ
ー

訳
一
五
四
五
年
『
聖
書
』
に
は
、
「
汝
は
○
ｏ
ｔ
ｚ
ｅ
ｎ
（
偶
像
）
を
引
き
倒
し
、
破
壊
す
べ
し
」
（
二

三
・
二
四
）
と
あ
る
（
７
）
ｏ
　
こ
う
し
て
、
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
（
ニ
八
六
七
年
）
第
一
書
の
第

五
〇
八
句
で
も
、
「
イ
オ
ー
ニ
ア
ー
の
神
々
」
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｉ
ｏ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）
～
が
、
魔
王
サ
タ

ン
達
と
共
に
ダ
イ
モ
ー
ン
（
悪
霊
）
と
し
て
地
獄
止
め
と
さ
れ
て
い
る
。
結
局
ギ
リ
シ
ア
の
古
代

に
は
善
美
で
あ
っ
た
神
々
も
、
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
一
種
の
堕
天
使
と
看
倣
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
更
に
『
失
楽
園
』
第
三
書
で
詩
人
は
、
唯
一
神
に
こ
う
述
べ
さ
せ
る
。
「
だ
か
ら
人
間
は
、

｛
｝
～
ぼ
（
神
の
恵
み
）
を
見
い
出
し
て
然
る
べ
き
だ
が
、
堕
天
使
た
ち
は
違
う
。
」
（
第
一
三
一

句
以
下
）
（
旦
と
あ
り
、
「
人
間
」
の
み
は
悪
魔
に
唆
さ
れ
た
故
に
救
わ
れ
得
る
け
れ
ど
も
、
神
々

た
ち
ダ
イ
モ
ー
ン
に
は
天
界
へ
復
帰
す
る
可
能
性
が
無
い
と
の
旨
で
あ
る
。
翻
っ
て
古
代
ギ
リ
シ

ア
で
ダ
イ
モ
ー
ン
と
は
神
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
二
四
七

Ａ
に
は
、
「
神
々
と
ダ
イ
モ
ー
ン
達
の
軍
勢
」
が
語
ら
れ
、
　
１
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
弁
明
』
三
一
Ｃ

で
は
神
の
声
が
「
神
々
し
く
ダ
イ
モ
ー
ン
風
の
も
の
（
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
）
」
と
さ
れ
、
『
饗
宴
』
二

○
二
Ｄ
で
話
題
の
恋
の
神
エ
ロ
ー
ス
は
「
偉
大
な
る
ダ
イ
モ
ー
ン
」
（
レ
Ｑ
タ
ミ
ｔ
母
ａ
）
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
（
。
）
ま
た
両
人
の
哲
学
に
お
け
る
先
輩
ヘ
ー
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
、
「
人
間
に
と
っ
て
の

エ
ー
ト
ス
（
本
質
）
は
ダ
イ
モ
ー
ン
で
あ
る
」
（
Ｄ
Ｋ
一
一
九
）
と
の
断
片
を
残
し
て
い
る
ｏ
（
1
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
ー
ス

実
際
プ
ラ
ト
ー
ン
自
身
も
『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ
ス
』
九
〇
Ａ
で
、
神
が
人
に
叡
智
{
ｖ
ｏ
ｖ
ｃ
｝
を
ダ

イ
モ
ー
ン
と
し
て
与
え
た
、
と
語
っ
て
い
る
。

　
お
そ
ら
く
使
徒
パ
ウ
ロ
は
紀
元
後
に
な
っ
て
も
、
こ
う
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
風
土
を
十

分
尊
重
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
こ
の
使
徒
が
古
都
ア
テ
ー
ナ
イ
で
パ
ル
テ
ノ
ー
ン
神
殿
の

聳
え
る
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
麓
の
丘
、
軍
神
ア
レ
ー
ス
の
岩
山
（
ア
レ
イ
オ
ス
ー
パ
ゴ
ス
）
で
、

「
ア
テ
ー
ナ
イ
の
人
々
よ
、
万
事
に
つ
け
皆
さ
ん
は
、
と
て
も
ダ
イ
モ
ー
ン
を
畏
み
恐
れ
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
」
と
切
り
出
し
た
こ
と
は
、
『
使
徒
行
伝
』
　
一
七
・
二
二
に
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
「
デ
イ
ス
ィ
ー
ダ
イ
モ
ー
ン
」
（
ｄ
ｅ
ｕ
ｆ
ｉ
ｄ
ａ
ｉ
ｉ
Ｍ
ｏ
ｖ
)
は
後
に
、
公
認
ウ
ル
ガ
ー
タ

聖
書
で
「
迷
信
深
い
」
(
ｓ
ｕ
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｓ
ｕ
ｓ
)
と
訳
さ
れ
、
大
体
ル
タ
ー
の
訳
語
（
Ａ
ｂ
ｅ
ｒ
-

ｇ
ｌ
ｅ
ｕ
ｂ
ｉ
ｇ
)
も
こ
れ
に
近
い
。
と
こ
ろ
が
本
来
パ
ウ
ロ
は
敬
神
の
念
の
篤
い
古
都
の
人
々
の
心
に

宿
る
ダ
イ
モ
ー
ン
を
、
決
し
て
迷
信
と
し
て
斥
け
ず
、
む
し
ろ
『
使
徒
行
伝
』
　
一
七
・
一
三
に
言

う
「
知
ら
れ
ざ
る
神
（
―
か
）
」
へ
の
道
と
し
て
大
切
に
扱
っ
て
い
る
。
勿
論
パ
ウ
ロ
の
神
は
ダ

イ
モ
ー
ン
を
凌
駕
す
る
。
但
し
、
こ
れ
は
ダ
イ
モ
ー
ン
を
否
定
し
さ
る
こ
と
で
は
な
い
。

　
他
方
ミ
ル
ト
ン
達
に
と
り
、
ダ
イ
モ
ー
ン
た
る
神
々
は
悪
霊
に
他
な
ら
ず
、
ひ
と
た
び
唯
一
神

に
よ
り
否
定
さ
れ
て
地
獄
落
ち
と
な
れ
ば
、
も
は
や
二
度
と
天
界
へ
の
復
帰
は
叶
え
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
歴
史
は
直
線
を
な
し
て
更
新
し
つ
つ
、
次
か
ら
次
へ
と
異
端
を
切
り
捨
て
て
ゆ
く
。
ル
タ
ー

の
場
合
な
ら
、
ロ
ー
マ
教
会
カ
ト
リ
ッ
ク
も
迷
信
と
し
て
、
結
局
は
悪
魔
の
支
配
圏
へ
と
突
き
落

と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
新
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
側
で
は
、
清
教
徒
ミ
ル
ト
ン
が
「
あ
ら
ゆ
る
ダ

イ
モ
ー
ン
達
の
殿
堂
」
石
ａ
乱
ａ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ｉ
ｕ
m
）
と
『
失
楽
園
』
第
一
書
の
第
七
五
六
句
で
名
付

け
た
悪
魔
達
の
城
砦
で
以
て
、
ロ
ー
マ
の
聖
ペ
テ
ロ
教
会
を
連
想
さ
せ
、
石
）
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
詩

人
ハ
ラ
ー
が
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て
の
考
え
』
（
一
七
二
九
年
）
と
題
し
た
教
訓
詩

で
、
迷
信
の
神
話
世
界
へ
と
カ
ト
リ
ッ
ク
を
直
結
す
る
。
「
貪
欲
、
虚
言
、
豪
奢
、
そ
し
て
非
難

さ
れ
る
事
が
黄
金
で
飾
ら
れ
て
祭
壇
に
坐
り
、
聖
な
る
香
を
享
け
た
。
今
や
世
は
神
殿
や
林
苑
に

満
ち
、
更
に
神
々
も
集
ま
っ
た
。
そ
し
て
貴
金
属
に
飾
ら
れ
、
や
が
て
祭
司
(
Ｐ
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
)
は
俗

衆
の
視
線
を
捕
え
、
か
つ
、
自
ら
神
の
如
く
俗
衆
に
崇
拝
さ
れ
ん
こ
と
を
望
ん
だ
。
…
…
真
理
は

深
い
闇
に
被
わ
れ
、
理
性
は
下
女
と
な
り
、
知
恵
は
蹟
き
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
前
世
は
、
考
え

ら
れ
る
に
値
す
る
力
を
奪
わ
れ
、
万
事
は
迷
信
（
Ａ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｌ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
)
の
頚
木
へ
と
屈
し
た
の
だ
。
」

（
第
一
四
九
句
－
第
ヱ
ハ
○
句
罵
）
と
あ
り
、
こ
う
し
た
「
祭
司
」
と
異
な
る
の
が
新
教
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
「
牧
師
」
（
Ｐ
ａ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
)
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

　
結
論
は
ル
タ
ー
派
の
場
合
な
ら
、
一
五
三
〇
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
信
仰
告
白
(
Ｋ
ｏ
ｎ
-

ｆ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
)
の
第
十
七
条
で
キ
リ
ス
ト
の
再
来
に
関
し
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
大
切
な
の
は

「
最
後
の
審
判
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
来
臨
の
目
的
は
「
全
て
の
死
者
を
甦

ら
せ
、
信
仰
あ
る
選
ば
れ
し
者
に
永
遠
の
生
命
と
永
遠
の
歓
喜
を
与
え
、
神
を
畏
れ
ぬ
不
信
仰
の



ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
諸
相

Ｐ
ｈ
ａ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｐ
ｏ
ｋ
ａ
ｔ
ａ
ｓ
ｔ
ａ
ｓ
i
ｓ
　
i
n
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｄ
　
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
Ｄ
１
１
０
耳
ｃ
コ
Ｑ

　
　
　
－
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
ま
で
Ｉ

－
く
ｏ
コ
一
（
一
〇
ｐ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
ｓ
　
。
Ｍ
ｅ
ｓ
ｓ
i
a
ｓ
”
（
１
７
４
８
-
１
７
７
３
）
　
b
i
ｓ
　
ｚ
ｕ

新
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
思
潮
に
棹
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

こ
の
種
の
代
表
、
堕
天
使
ア
バ
ド
ナ
救
済
を
歌
っ
た
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
を
ま
ず

扱
う
。
こ
の
際
見
逃
せ
な
い
先
人
が
叙
事
詩
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ス
』
の
作
者
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
で
、

こ
の
敬
虔
主
義
者
が
万
物
復
帰
を
提
唱
し
た
書
物
『
万
物
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
奥
義
』
等
に

触
れ
る
前
に
、
こ
こ
で
は
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
見
解
を
、
正
統
派
の
巨
頭
二
人
、
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ー

ヌ
ス
と
ル
タ
ー
の
発
言
と
突
き
合
わ
せ
る
。

工
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
ｓ
　
｡
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
”
　
（
１
８
０
０
-
1
8
0
1
）
　
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛
　
歴
史
上
の
背
景
（

あ
る
。
こ
れ
が
啓
蒙
の
時
代
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
継
承
発
展
さ
れ
た
か
を
こ
こ

で
は
扱
う
。
宗
教
史
上
啓
蒙
期
は
何
よ
り
寛
容
の
時
代
で
あ
る
。
従
っ
て
、
正
統
派
に
よ
っ
て
正

　
　
　
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
を
権
威
と
七
な
い
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
恚
、
ブ
五
二
二
年
『
九
月
聖
書
』
（
新
訳
の
み
）
以
降
一

ｗ
ｏ
ｒ
ｔ
)
　
　
　
　
　
　
丿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
五
年
『
聖
書
』
最
終
決
定
版
に
至
る
ま
で
、
話
題
の
名
詞
に
対
応
す
る
訳
語
と
し
て
、
動

タ
ス
タ
シ
ス
）
と
は
、
『
使
徒
行
伝
』
一
子
二
一
に
由
来
し
、
三
世
紀
オ
ー
　
　
　
　
詞
の
過
去
分
詞
で
「
復
帰
」
（
ｅ
ｒ
w
ｉ
ｄ
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｂ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
と
か
ｅ
ｒ
w
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
)
を
も
ち
い
て
い

剣
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
後
に
教
会
か
ら
異
端
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
思
想
で
　
　
　
　
る
｛
３
｝
ｏ
す
な
わ
ち
新
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ド
で
も
旧
教
カ
ト
リ
ッ
ク
同
様
に
、
聖
書
原
典
を
素
直
に

時
代
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
継
承
発
展
さ
れ
た
か
を
こ
こ
　
　
　
　
訳
し
て
い
る
点
で
は
変
わ
り
な
い
。

啓
蒙
期
は
阿
よ
り
寛
容
の
時
代
で
あ
る
。
従
っ
て
、
正
統
派
に
よ
っ
て
正
　
　
　
　
　
但
し
、
『
使
徒
行
伝
』
に
お
け
る
「
復
帰
」
の
意
味
内
容
と
な
る
と
、
正
統
派
キ
リ
ス
ト
者
な

に
寛
容
ゆ
え
弾
劾
さ
れ
た
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
思
想
が
、
こ
の
啓
蒙
の
時
代
に
支
持
さ
れ
る
の
も

不
思
議
で
は
な
い
。
但
し
、
『
弁
神
論
』
の
著
者
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
多
く

は
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
説
く
万
物
復
帰
を
正
面
に
押
し
出
す
の
を
控
え
た
。
こ
の
点
で
は
啓
蒙
期

の
寛
容
思
想
の
闘
士
レ
ッ
シ
ン
グ
も
例
外
で
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
詩
人
た
ち
の
努
力
は
、
悔
悛
の
悪
魔
ア
バ
ド
ナ
の
楽
園
復
帰
を
始
め
と
し
、
十
八
世

紀
ド
イ
ツ
文
学
を
異
端
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
で
色
濃
く
染
め
る
。
こ
れ
に
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン

以
降
ド
イ
ツ
の
清
浄
心
が
つ
か
ん
だ
ギ
リ
シ
ア
精
神
が
一
役
買
う
。
も
は
や
神
々
は
、
ミ
ル
ト
ン

の
『
失
楽
園
』
に
描
か
れ
た
よ
う
な
悪
魔
の
仲
間
な
の
で
な
く
、
や
が
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ

ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い
て
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
」
と
な
る
。
ま
た
神
々
の
敵
タ
ン
タ
ロ

ス
も
、
ゲ
ー
テ
の
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
の
「
美
し
き
魂
」
の
悲
願
か
ら
見
る
と
、
万
物
復
帰
に

無
縁
と
は
言
え
な
い
。

　
レ
ッ
シ
ン
グ
す
ら
地
獄
止
め
と
し
た
悪
霊
タ
ン
タ
ロ
ス
を
も
、
啓
蒙
時
代
の
徹
底
し
た
オ
ー
リ

ゲ
ネ
ー
ス
主
義
は
天
界
へ
復
帰
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
清
浄
心
の
源
を
考
え
る
と
、
見
逃
せ
な
い

の
が
ド
イ
ツ
敬
虔
主
義
（
ツ
・
Ｅ
ヨ
回
）
で
あ
る
。
有
名
な
ゲ
ー
テ
の
「
美
し
き
魂
」
が
、
こ
の

ら
む
し
ろ
出
典
箇
所
を
「
万
物
更
新
」
と
和
訳
し
た
日
本
聖
書
協
会
刊
『
聖
書
』
の
解
釈
を
取
る

で
あ
ろ
う
７
）
。
「
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
」
は
「
更
新
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
キ

リ
ス
ト
教
に
継
承
さ
れ
た
救
世
主
メ
シ
ア
来
臨
の
思
想
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
す
る
と
眼
目
は
、

何
も
か
も
が
根
底
よ
り
改
め
ら
れ
、
殊
更
に
新
し
く
な
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
マ
タ
イ

福
音
書
』
で
物
語
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
来
臨
が
念
頭
に
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
「
即
ち
稲
妻
の
ご
と
く
、

…
…
そ
の
よ
う
に
人
の
子
の
パ
ル
ー
シ
ア
ー
（
来
臨
）
も
あ
る
で
あ
ろ
う
」
（
二
四
・
二
七
）
と

か
、
「
思
い
が
け
ぬ
時
に
人
の
子
は
来
る
で
あ
・
ろ
う
」
（
二
四
・
四
四
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
要
は

ノ
ア
の
洪
水
さ
な
が
ら
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、
突
然
に
知
ら
ぬ
間
の
出
来
事
と
し
て
、
復
活
し
た
キ

リ
ス
ト
が
神
の
国
と
共
に
到
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
解
さ
れ
た
「
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ

ス
」
は
、
善
悪
が
峻
別
さ
れ
る
最
後
の
審
判
に
お
け
る
世
の
終
末
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
ル
タ
ー

は
『
大
教
理
問
答
書
』
二
五
二
九
年
）
で
論
じ
た
時
に
、
「
つ
い
に
悪
魔
の
国
が
ｇ
ａ
ｒ
　
ｚ
ｕ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｅ
ｔ

（
全
滅
）
さ
れ
、
罪
も
死
も
地
獄
も
ｖ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｌ
ｇ
ｅ
ｔ
（
根
絶
）
さ
れ
る
」
こ
と
を
祈
願
し
て
い
る
（
５
ｙ
ｏ

　
厳
正
な
キ
リ
ス
ト
者
な
ら
、
新
教
で
あ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
で
あ
れ
、

ル
タ
ー
の
よ
う
に
究
極
を
考
え
、
悪
魔
の
国
で
あ
る
地
獄
が
無
に
帰
し
、
悪
し
き
者
は
霊
も
人
も

六
四
　
（
6
4
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
「
ス
呂
年
」
八
〇
一
年
）
と
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
風
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
　
（
高
橋
）
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