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最晩年のアウグスティヌスが見た世界のはるかな輝き

プ
ロ
ロ
ー
グ

人
間
が
年
を
取
る
こ
と
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
本
日
、
二
〇
一
八
年
九
月
二
九
日
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
く
だ
さ
る
方
々
の
中
で
も
、
最
高
齢
の
者
の
一
人
と
し
て
、
最
晩

年
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
見
た
世
界
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

そ
の
際
、「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
テ
キ
ス
ト
は
晩
年
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
干
か
ら
び
て
き
て
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
り
、
退
屈
に
な
っ
て
く

る
」
と
の
立
場
も
一
応
、
想
定
さ
れ
よ
う
が
、
私
は
そ
の
立
場
を
と
ら
な
い
。

ま
た
、
た
と
え
ば
恩
恵
論
の
場
合
、
初
期
か
ら
中
期
、
中
期
か
ら
後
期
へ
と
、「
発
展
の
相
の
下
に）

1
（

」
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
を
発
展
史
的
に

捉
え
る
立
場
も
有
効
で
あ
り
、
大
い
に
教
え
ら
れ
る
が
、
私
は
、
む
し
ろ
、
も
っ
と
素
朴
に
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
る
共
通
性
に
目
を
向
け
た
い
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
晩
年
の
テ
キ
ス
ト
の
細
部
に
ま
で
分
け
入
り
、
そ
の
肉
声
に
耳
を
傾
け
る
と
、
驚
く
ほ
ど
若
々
し
い
、
輝
き
に
満
ち
た

最
晩
年
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
見
た
世
界
の
は
る
か
な
輝
き

―
『
神
の
国
』
第
二
二
巻
を
視
座
に
し
て
、
若
き
日
に
見
た
「
美
と
適
合
」
を
遠
望
す
る
―

荒　

井　

洋　
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響
き
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
最
晩
年
の
著
作
『
神
の
国
』
第
二
一
巻
、
二
二
巻
（
第
一
九
巻
か
ら
二
二
巻
は
四
二
五
年
か
ら
四
二
七
年
に
か
け
て
の

執
筆
）
を
中
心
に
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
年
老
い
て
疲
労
困
憊
し
た
光
景
の
発
見
に
終
始
す
る
こ
と
は
私
の
本
意
で
は
な
く
、
初
期
や
中
期
の

哲
学
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
「
悪
と
は
何
か
」
や
「
悪
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
」、「
私
と
は
何
か
」
や
「
あ
な
た
と
は
何
か
」、「
人
間
の
心
」cor 

hom
inis

は
「
淵
」abyssus

で
あ
る
（『
詩
編
注
解
』
四
一
・
一
三
）、「
美
の
問
題
」
や
「
時
間
論
の
テ
ー
マ
」、
そ
れ
に
「
生
と
死
の
問
題
」
な

ど
を
最
晩
年
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
、
で
き
る
だ
け
は
っ
き
り
と
再
発
見
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

比
喩
的
に
言
い
か
え
る
と
、
最
初
期
の
若
い
姿
を
最
晩
年
の
年
老
い
た
姿
の
中
に
見
出
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

初
期
の
『
自
由
意
思
論
』
や
中
期
の
『
告
白
』
を
著
わ
し
た
と
き
か
ら
月
日
は
流
れ
る
よ
う
に
過
ぎ
て
、
今
や
最
晩
年
の
人
生
を
生
き
る
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、『
神
の
国
』
と
い
う
大
著
の
後
半
を
「
神
の
国
」
と
「
地
の
国
」
と
い
う
二
つ
の
国
の
起
源
、
経
過
、
結
末
の
視
点
か
ら
、
系

統
的
に
描
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
枠
組
み
は
一
切
、
捨
象
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
テ
キ
ス
ト
の
森
の
小
道
の
奥
深
く
に
ま

で
分
け
入
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
肉
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
同
時
代
人
で
あ
る
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
の
晩
年
に
は
、
ラ
ン
プ
の
光
で
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
が
読
め
な
く
な
り
、
昼
間
で
も
、

細
か
い
文
字
は
判
読
が
困
難
に
な
る
。
修
道
士
に
ギ
リ
シ
ア
語
の
注
釈
を
大
き
な
声
で
読
ん
で
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
ヒ

エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
は
、
他
人
の
口
で
咀
嚼
さ
れ
た
も
の
を
味
わ
う
よ
う
で
、
吐
き
気
を
も
よ
お
す
と
不
満
を
漏
ら
す
（In H

iezechielem
 V

II, prol.

）。

他
方
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
晩
年
に
至
る
ま
で
、
若
い
頃
と
同
様
、
目
も
耳
も
ほ
と
ん
ど
完
全
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
ん
な

に
小
さ
な
生
き
物
で
も
よ
く
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
視
力
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
彼
が
持
つ
繊
細
で
豊
か
な
、
温
か
い
人
間
性
か

ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
彼
は
大
き
な
生
き
物
よ
り
も
小
さ
な
生
き
物
に
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
を
そ
そ
ぎ
、
い
つ
く
し
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

「
神
の
業
が
い
と
も
大
い
な
る
も
の
（m

agnum

）
で
あ
り
、
い
と
も
驚
く
べ
き
も
の
（m

irabile

）
で
あ
る
の
は
、
人
間
に
お
い
て
の
み
な
ら

ず
―
人
間
は
理
性
的
な
動
物
で
あ
る
の
で
、
他
の
地
上
的
な
動
物
た
ち
の
間
で
は
、
よ
り
一
層
卓
越
し
て
お
り
、
よ
り
一
層
抜
き
ん
出
て
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い
ま
す
―
ど
ん
な
に
小
さ
な
羽
虫
（m

uscula

）
に
お
い
て
も
、
よ
く
注
意
し
て
観
察
す
る
者
に
は
、
そ
の
精
神
が
驚
嘆
（stupor

）
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
ほ
ど
で
す
し
、
創
造
者
へ
の
讃
美
を
引
き
起
こ
す
ほ
ど
で
す
」（『
神
の
国
』
二
二
・
二
四
・
二
）。

「
そ
の
う
ち
で
よ
り
一
層
大
き
な
驚
異
（adm

iratio

）
の
的
で
あ
る
の
は
、
け
っ
し
て
巨
体
の
持
ち
主
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
私

た
ち
は
、
蟻
の
業
や
蜂
の
業
の
数
々
に
対
し
て
、
鯨
の
巨
大
な
体
に
対
し
て
よ
り
も
大
き
な
驚
嘆
の
念
を
覚
え
る
（stupere

）
か
ら
で
す
」

（『
神
の
国
』
二
二
・
二
四
・
五
）。

一　
『
自
由
意
思
論
』
で
の
問
い
か
け

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
り
「
自
由
な
意
志
の
決
定
」liberum

 uoluntatis arbitrium

の
問
題
が
、
哲
学
の
歴
史
上
、
い
わ
ば
初
め
て
本
格
的

に
提
起
さ
れ
た
と
い
う
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
り
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
う）

（
（

。

「
自
由
意
志
」
の
問
題
は
、
後
に
触
れ
る
「
私
と
は
何
か
」
の
問
題
と
並
ん
で
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
で
は
、
あ
ま
り
本
格
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
う
と
、
こ
の
二
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、「
自
由
意
志
」
の
問
題
と
「
私
と
は
何
か
」
の
問
題
と
は
、
深
く
考
え
る
な
ら
、
相
互
に
関

連
し
て
い
る
と
も
見
え
る
。

「
あ
な
た
が
た
は
信
じ
な
け
れ
ば
理
解
し
な
い
だ
ろ
う
。」
イ
ザ
七･
九

こ
の
言
葉
は
『
自
由
意
思
論
』
一
・
二
・
四
で
も
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
悪
の
問
題
に
関
し
て
、

マ
ニ
教
か
ら
の
離
脱
を
成
し
遂
げ
る
際
の
、
信
の
先
行
と
知
的
な
探
求
の
後
続
と
い
う
「
順
序
」ordo

な
い
し
「
歩
み
、
段
階
」gradus

を
示
す
、

導
き
の
言
葉
で
あ
っ
た
。

こ
の
イ
ザ
七･

九
は
『
自
由
意
思
論
』
二･

二･

六
で
も
、
繰
り
返
し
、
は
っ
き
り
と
引
用
さ
れ
る
き
わ
め
て
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、
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こ
の
イ
ザ
七･

九
は
『
自
由
意
思
論
』
第
三
巻
冒
頭
で
も
、
三･

二･

五
に
お
い
て
、
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
『
告
白
』
冒
頭
の
順
序
の
系
列）

（
（

に
照
ら
す
と
、
③
→
⑤
で
あ
る
。

こ
の
標
語
は
、
後
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、「
中
世
哲
学
の
原
理
」
と
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

「
自
由
意
志
」
の
問
題
に
せ
よ
、「
私
と
は
何
か
」
の
問
題
に
せ
よ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
り
、
い
わ
ば
初
め
て
本
格
的
に
問
わ
れ
た
の
は
、

神
へ
の
信
仰
の
問
題
が
深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
こ
う
で
あ
る
。

も
し
も
神
が
世
界
を
創
っ
た
の
だ
と
心
の
底
か
ら
信
じ
る
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
世
界
に
お
い
て
目
を
そ
む
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
悪
の

存
在
へ
の
深
刻
な
問
い
か
け
が
生
ま
れ
て
く
る
。

な
ぜ
そ
こ
に
悪
が
あ
る
の
か
。
ど
こ
か
ら
（unde

）
悪
は
来
る
の
か
。

悪
を
な
す
（m

ale facere

）
と
は
何
か
、
と
。

『
自
由
意
思
論
』
一
・
三
・
六
に
お
い
て
、
ま
ず
「
悪
し
き
行
い
」m

alefacta

の
実
例
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
エ

ウ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
が
挙
げ
た
の
は
、
姦
淫
（adulteria
）、
殺
人
（hom

icidia

）、
神
聖
冒
瀆
の
行
い
（sacrilegia

）
の
三
例
で
あ
っ
た
。

こ
の
三
例
は
、
最
晩
年
の
『
神
の
国
』
二
二
・
二
二
・
一
で
も
再
登
場
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
よ
う
。

悪
の
正
体
は
、「
悪
し
き
行
い
」
の
外
形
に
は
求
め
ら
れ
ず
に
―
戦
争
や
死
刑
や
過
失
致
死
な
ど
の
形
態
も
あ
る
の
で
―
、「
悪
し
き
行
い
」

を
な
す
人
の
内
面
に
求
め
ら
れ
る
。

そ
れ
は
「
欲
情
」libido

、
な
い
し
「
欲
望
」cupiditas

で
あ
る
。

そ
れ
を
突
き
つ
め
て
い
く
と
、
人
の
心
―
後
に
『
詩
篇
注
解
』
で
は
「
淵
」abyssus

と
も
言
わ
れ
る
―
の
奥
底
の
「
愛
」am

or

の
問
題

に
行
き
着
く
。

「
欲
望
」cupiditas

と
は
、
不
本
意
な
が
ら
も
（inuitus

）
喪
失
す
る
こ
と
の
あ
り
得
る
事
物
へ
の
愛
（am

or

）
で
あ
る
（『
自
由
意
思
論
』
一
・
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四
・
一
〇
）。

第
一
巻
の
長
い
対
話
を
経
て
、
悪
を
な
す
と
は
、
永
遠
的
な
も
の
（res aeternae

）
を
な
お
ざ
り
に
し
て
、
時
間
的
な
も
の
（tem

poralia

）
を

追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
（『
自
由
意
思
論
』
一
・
一
六
・
三
四
）
と
結
論
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
悪
の
問
題
は
、
永
遠
と
時
間
の
問
題
に
関
係
す
る
。

で
は
、
人
は
ど
こ
か
ら
（unde

）
悪
を
な
す
の
か
。

悪
し
き
行
い
は
一
人
一
人
の
人
間
の
自
由
な
意
志
の
決
定
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
人
間
は
「
自
由
な
意
志
の
決
定
」liberum

 uoluntatis arbitrium

か
ら
し
て
悪
を
な
す
の
で
あ
る
（『
自
由
意
思
論
』
一
・
一
六
・
三

五
）。こ

の
問
題
の
当
面
の
展
開
を
探
る
た
め
に
は
、『
自
由
意
思
論
』
第
二
巻
と
第
三
巻
を
丹
念
に
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の

後
の
展
開
を
踏
ま
え
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
最
晩
年
の
思
索
を
知
る
た
め
に
は
、
四
二
六
年
に
著
さ
れ
た
『
恩
恵
と
自
由
意
思
に
つ
い
て
』
を

正
確
に
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　
『
告
白
』
で
の
問
い
か
け

「
私
と
は
何
か
」
の
問
い
か
け
に
つ
い
て
は
、『
告
白
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
し
て
、「
神
と
は
何
か
」
の
問
い
か
け
と
の
緊
密
な
相
互
連
関

の
形
で
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
。

「
あ
な
た
（
＝
神
）
は
私
に
と
っ
て
何
で
あ
る
の
か
。
ど
う
ぞ
私
が
言
い
表
せ
る
よ
う
に
あ
わ
れ
み
た
ま
え
。
私
自
身
は
あ
な
た
に
と
っ
て
何

で
あ
る
の
か
を
。」『
告
白
』
一
・
五
・
五

Q
uid m

ihi es?  M
iserere, ut loquar.Q

uid tibi sum
 ipse...
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こ
の
問
い
か
け
は
『
告
白
』
に
お
け
る
最
重
要
の
問
い
か
け
で
あ
ろ
う
。

い
や
、
そ
う
言
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
。

こ
の
問
い
か
け
こ
そ
、『
告
白
』
に
お
い
て
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
問
い
か
け
の
根
底
に
置
か
れ
る
根
本
的
な
問
い
か
け
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、『
告
白
』
第
一
一
巻
に
お
け
る
有
名
な
時
間
論
の
問
い
か
け
「
時
間
と
は
何
か
」（
一
一
・
一
四
・
一
七
）
も
、
突
き
つ
め
て
考
え

る
と
、「
時
間
的
な
存
在
で
あ
る
私
自
身
は
永
遠
な
る
存
在
で
あ
る
あ
な
た
に
と
っ
て
何
で
あ
る
の
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
も
の
と
思
う）

（
（

。

そ
し
て
、
も
し
も
「
私
と
は
何
か
」
の
問
い
か
け
が
、「
あ
な
た
（
＝
神
）
と
は
何
か
」
の
問
い
か
け
と
の
緊
密
な
相
互
連
関
の
形
で
問
い
か
け

ら
れ
て
い
る
な
ら
、
か
な
ら
ず
や
、
あ
な
た
（
＝
神
）
と
私
の
両
者
は
、
け
っ
し
て
一
方
的
な
関
係
の
中
に
終
始
す
る
こ
と
は
な
く
、
双
方
向
的

な
親
し
い
相
互
関
係
の
中
に
あ
り
、「
私
か
ら
あ
な
た
（
＝
神
）
へ
の
愛
の
運
動
」
は
、「
あ
な
た
（
＝
神
）
か
ら
私
へ
の
愛
の
運
動
」
と
呼
応
し
、

緊
密
に
相
互
連
関
し
て
起
き
て
い
る
は
ず
と
思
う
。

	

「
私
か
ら
あ
な
た
（
＝
神
）
へ
の
愛
の
運
動
」
は
、『
告
白
』
一
・
一
・
一
に
お
い
て
、
私
か
ら
あ
な
た
（
＝
神
）
へ
と
向
か
っ
て
「
騒
ぎ
立
つ

心
」cor inquietum

と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
な
た
は
私
た
ち
を
あ
な
た
自
身
に
向
け
て
造
り
ま
し
た
（fecisti nos ad te

）。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
心
（cor nostrum

）
は
あ
な
た

の
内
に
憩
う
ま
で
、
騒
ぎ
立
ち
ま
す
（inquietum

）」。

inquietum

（
山
田
晶
訳
「
安
ら
ぎ
を
得
な
い）

（
（

」）
の
意
味
は
何
か
。

私
は
、
山
田
晶
訳
か
ら
と
と
も
に
、
加
藤
武
説
か
ら
き
わ
め
て
大
き
な
教
示
を
受
け
た
。

―
「inquietum

と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
不
安
で
あ
る
よ
り
も
ざ
わ
め
き
で
あ
る
。
近
代
的
実
存
主
義
的
な
「
不
安
」
や
「
め
ま
い
」
や

「
嘔
吐
」
で
あ
る
よ
り
も
、
激
し
い
唸
り
声
で
あ
り
、
ど
よ
も
す
し
お
ざ
い
で
あ
る）

（
（

。」。

も
し
もinquietum

を
「
不
安
」
と
訳
す
と
、
次
の
テ
ー
マ
：A

ngst

と
の
混
同
の
危
険
が
生
じ
る
の
で
、「
胸
騒
ぎ
」
や
「
し
お
ざ
い
」
と
訳
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す
方
が
良
い
と
思
う
。

	

「
あ
な
た
（
＝
神
）
か
ら
私
へ
の
愛
の
運
動
」
は
、『
告
白
』
一
・
五
・
六
に
お
い
て
、「
あ
な
た
が
到
来
す
る
た
め
に
は
狭
い
（angusta est

）

私
の
魂
の
家
（dom

us anim
ae m

eae

）」
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。

「
私
の
魂
の
家
（dom

us anim
ae m

eae

）
は
、
あ
な
た
が
お
は
い
り
に
な
る
に
は
（quo uenias ad eam

）、
狭
す
ぎ
る
（angusta est

）。
拡

げ
た
ま
え
。
荒
れ
て
い
る
。
直
し
た
ま
え
。
御
眼
に
さ
わ
る
も
の
が
あ
る
。
認
め
ま
す
。
知
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
だ
れ
が
き
よ
め
て
く

れ
る
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
よ
り
ほ
か
の
だ
れ
に
む
か
っ
て
さ
け
ん
だ
ら
（clam

are

）
よ
い
で
し
ょ
う
。
…
」（
一
・
五
・
六
） （
山
田
晶
訳
）。

ド
イ
ツ
語
でA

ngst

と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
普
通
、「
不
安
」
と
訳
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、『
告
白
』
冒
頭
のinquietum

の
訳
語
と
し
て
、U

nruhe

で
は
な
く
、A

ngst

が
採
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
そ
れ
はm

isleading

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

A
ngst

の
語
源
を
た
ど
る
と
、
ラ
テ
ン
語
のangustus

に
た
ど
り
つ
く
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
訳
し
に
く
い
用
語
で
あ
る
が
、
右
で
は
、
山
田
晶

に
よ
り
「
狭
い
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

『
告
白
』
冒
頭
の
最
初
の
地
点
で
は
、「
騒
ぎ
立
つ
心
」cor inquietum

が
、
私
か
ら
あ
な
た
（
＝
神
）
へ
と
向
か
う
愛
の
運
動
に
お
い
て
、「
ま

だ
到
達
し
て
い
な
い
」「
ま
だ
ま
だ
落
ち
着
い
て
は
い
な
い
」「
も
っ
と
登
高
し
て
行
き
た
い
」
と
の
積
極
的
な
働
き
を
な
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

『
告
白
』
冒
頭
の
最
後
の
地
点
で
は
、「
狭
い
家
」dom

us angusta
が
、
あ
な
た
（
＝
神
）
か
ら
私
へ
と
向
か
う
愛
の
運
動
に
お
い
て
、「
狭
苦
し

く
て
入
れ
な
い
」「
困
窮
し
て
余
裕
が
な
い
」「
荒
涼
と
し
て
汚
れ
て
い
る
」
と
の
抑
止
的
な
働
き
を
な
し
て
い
る
。

	

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
騒
ぎ
立
つ
心
」cor inquietum

が
、
私
か
ら
あ
な
た
（
＝
神
）
へ
と
向
か
う
愛
の
運
動
に
お
い
て
語
ら
れ
、「
狭
い
家
」

dom
us angusta

が
、
あ
な
た
（
＝
神
）
か
ら
私
へ
と
向
か
う
愛
の
運
動
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、「
騒
ぎ
立
つ
心
」cor inquietum

と
「
狭
い
家
」dom

us angusta

と
に
よ
っ
て
挟
ま
れ
た
所
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
次
の
根
本



─ （0 ─

的
な
問
い
か
け
と
深
く
、
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
見
え
る
。

「
あ
な
た
は
私
に
と
っ
て
何
で
し
ょ
う
か
（Q

uid m
ihi es

）。
ど
う
ぞ
私
が
言
い
表
せ
る
よ
う
に
憐
れ
み
た
ま
え
。
こ
の
私
自
身
は
あ
な
た
に

と
っ
て
何
で
し
ょ
う
か
（Q

uid tibi sum
 ipse

）」（
一
・
五
・
五
）。

『
告
白
』
冒
頭
の
一
・
一
・
一
か
ら
一
・
五
・
六
ま
で
を
ふ
ま
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
の
人
生
が
具
体
的
に
語
ら
れ

始
め
る
直
前
に
お
い
て
、
答
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

「
私
と
は
あ
な
た
に
と
っ
て
何
か
」
と
い
う
と
、
私
と
は
「
騒
ぎ
立
つ
心
」cor inquietum

で
あ
り
、「
狭
い
家
」dom

us angusta

で
あ
る
。

「
私
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
、
本
来
、「
私
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
と
と
も
に
、「
私
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
」
と
い

う
問
い
か
け
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

「
あ
な
た
へ
と
向
か
っ
て
」ad te
は
『
告
白
』
冒
頭
に
お
い
て
す
で
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
あ
な
た
は
私
た
ち
を
あ
な
た
自
身
に
向
け
て
造
り
ま
し
た
（fecisti nos ad te

）。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
心
（cor nostrum

）
は
あ
な
た

の
内
に
憩
う
ま
で
、
騒
ぎ
立
ち
ま
す
（inquietum

）」。

で
は
「
私
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
？

「
私
は
ど
こ
か
ら
こ
こ
へ
来
た
の
か
知
り
ま
せ
ん
（nescio unde uenerim

 huc

）。
こ
こ
へ
、
こ
の
死
的
な
生
（uita m

ortalis

）
と
言
い
ま

し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
生
的
な
死
（m

ors uitalis

）
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
」（『
告
白
』
一
・
六
・
七
）。

普
通
は
「
こ
こ
へ
、
こ
の
生
へ
と
」
と
だ
け
言
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
こ
の
死
的
な
生
（uita m

ortalis

）
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
生
的
な
死
（m

ors uitalis

）
と
言
い
ま
し
ょ
う

か
」
と
微
妙
な
言
い
方
で
、
陰
影
を
交
え
て
言
い
表
し
、
生
と
死
を
截
然
と
分
け
ず
に
、
互
い
に
交
錯
さ
せ
て
い
る
。

	

こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
告
白
』
一
〇
・
二
七
・
三
八
で
の
有
名
な
「
遅
く
に
あ
な
た
を
私
は
愛
し
ま
し
た
」sero te am

aui
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の
構
造
を
よ
り
よ
く
解
釈
で
き
る
。

「
私
の
魂
の
家
（dom

us anim
ae m

eae

）
は
、
あ
な
た
が
お
は
い
り
に
な
る
に
は
（quo uenias ad eam

）、
狭
す
ぎ
る
（angusta est

）。
拡
げ

た
ま
え
。
荒
れ
て
い
る
。
直
し
た
ま
え
。
御
眼
に
さ
わ
る
も
の
が
あ
る
。
認
め
ま
す
。
知
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
だ
れ
が
き
よ
め
て
く
れ
る

で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
よ
り
ほ
か
の
だ
れ
に
む
か
っ
て
さ
け
ん
だ
ら
（clam

are

）
よ
い
で
し
ょ
う
。
…
」（
山
田
晶
訳
）
と
『
告
白
』
一
・
五
・

六
で
は
言
わ
れ
て
い
た
の
に
、『
告
白
』
第
八
巻
の
回
心
を
経
て
、『
告
白
』
一
〇
・
二
七
・
三
八
で
の
有
名
な
「
遅
く
に
あ
な
た
を
私
は
愛
し
ま

し
た
」sero te am

aui
と
歌
わ
れ
る
直
前
（『
告
白
』
一
〇
・
二
五
・
三
六
）
で
は
、
は
っ
き
り
と
「
私
の
魂
の
家
（dom

us anim
ae m

eae

）」
と

の
言
葉
で
は
な
い
に
せ
よ
、
暗
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
つ
つ
、「
あ
な
た
は
私
の
記
憶
の
中
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
（m

anere in m
em

oria 

m
ea

）」
と
言
わ
れ
、「
あ
な
た
は
私
の
記
憶
の
中
に
住
ん
で
い
ま
す
（habitare in m

em
oria m

ea

）」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。

当
初
は
、「
あ
な
た
が
入
る
の
に
は
狭
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
「
私
の
魂
の
家
（dom

us anim
ae m

eae

）」
は
、
回
心
を
経
て
、
こ
こ
で
は
、
も

う
拡
げ
ら
れ
、
直
さ
れ
、
清
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
な
た
は
、
そ
の
結
果
、
私
の
記
憶
（m

em
oria m

ea

）
の
中
に
留
ま
り
（m

anere

）、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
（habitare

）
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
のA

ngst

は
解
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
初
め
て
、「
遅
く
に
あ
な
た
を
私
は
愛
し
ま
し
た
」sero te am

aui

の
歌
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

A
ngst

に
妨
げ
ら
れ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
な
か
な
か
こ
の
歌
を
歌
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
や
、A

ngst

か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
の
至
上
の
愛
の
歌
を
歌
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

後
に
、『
神
の
国
』
二
二
・
八
の
「
教
会
の
中
に
あ
る
い
と
も
栄
誉
あ
る
ス
テ
フ
ァ
ノ
の
記
念
聖
堂
（m

em
oria

）」
が
参
照
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、『
告
白
』
で
は
、
私
の
心
の
中
の
出
来
事
だ
っ
た
ド
ラ
マ
が
、
後
に
、『
神
の
国
』
で
は
、
外
な
る
世
界
の
中
で
、
す
な
わ
ち
、
ヒ
ッ

ポ
の
教
会
の
中
で
、
目
に
見
え
る
構
造
物
が
、
す
な
わ
ち
、
ス
テ
フ
ァ
ノ
の
記
念
聖
堂
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
、
パ
ウ
ル
ス
と
パ
ラ
デ
ィ
ア

（Paulus et Palladia

）
と
い
う
兄
と
妹
の
身
に
起
き
た
出
来
事
と
し
て
、
リ
ア
ル
に
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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三　
『
神
の
国
』
第
二
二
巻
で
の
明
暗
そ
し
て
明
の
構
図

私
は
か
つ
て
、
同
じ
『
神
の
国
』
第
二
二
巻
を
踏
ま
え
て
、
悪
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
論
文
を
書
い
た）

（
（

が
、
こ
の
た
び
は
『
神
の
国
』
第

二
一
巻
に
も
視
野
を
広
げ
て
、「
明
る
い
絵
の
構
図
」
を
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
世
界
全
体
と
、
そ
こ
に
生
き
る
人
間
の
姿
を
描
く
、
壮
大
な
ス

ケ
ー
ル
の
明
と
暗
の
対
比
の
構
図
、
そ
し
て
圧
倒
的
な
明
の
構
図
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
に
よ
る
と
、
第
二
一
巻
に
お
い
て
は
、「
悪
し
き
者
た
ち
の
刑
罰
」de m

alorum
 supplicio

が
論
じ
ら
れ
、
第
二
二

巻
に
お
い
て
は
、「
正
し
い
者
た
ち
の
幸
」de felicitate iustorum

が
論
じ
ら
れ
る
、
と
予
告
さ
れ
て
い
る
（『
神
の
国
』
二
〇
・
三
〇
）。

こ
の
予
告
に
照
ら
す
と
、『
神
の
国
』
第
二
一
巻
は
暗
で
あ
り
、『
神
の
国
』
第
二
二
巻
は
明
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、

そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

『
神
の
国
』
第
二
二
巻
冒
頭
で
、「
神
の
国
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
市
民
た
ち
は
不
死
の
者
（im

m
ortales

）
と
な
る
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
る

の
は
、
い
わ
ば
予
告
通
り
で
あ
る）

（
（

。

こ
の
冒
頭
の
一
文
は
、
以
降
に
展
開
さ
れ
る
、
驚
異
の
数
々
、
奇
跡
の
数
々
（m

iracula

）
の
列
挙
や
復
活
論
を
予
告
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
宗
教
的
な
テ
ー
マ
を
含
む
の
で
、
九
州
大
学
哲
学
会
の
開
か
れ
る
場
所
に
な
じ
ま
な
い
し
、
ま
た
、
私
は
、
す
で
に
、

別
の
論
考）

（
（

の
中
で
全
訳
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
再
掲
し
な
い
。

四　
私
た
ち
の
「
騒
ぎ
立
つ
心
」cor inquietum

の
ヒ
ッ
ポ
の
教
会
で
の
声
ま
た
声
へ
の
投
影

【
奇
跡
二
〇
】
こ
の
物
語
は
最
初
か
ら
緊
密
な
文
章
に
よ
り
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
こ
そ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
一
連
の
奇
跡
物
語
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の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
に
全
訳
す
る
こ
と
は
、
右
の
『
神
の
国
』
第
二
二
巻
冒
頭
の
一
文
と
同
様
、
内
容
が
き
わ
め
て
宗
教
的
な
奇
跡
物
語
な
の
で
、
差

し
控
え
る
。
私
は
全
訳
を
、
右
の
論
考）

（
（

に
掲
載
し
た
の
で
、
も
し
も
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
必
要
最
小
限
の
テ
キ
ス
ト
だ
け
訳
出
す
る
と
、
或
る
日
の
ヒ
ッ
ポ
の
教
会
で
は
、
耳
を
聾
す
る
ば
か
り
の
ど
よ
め
き
に
会
衆
全
員

が
騒
ぎ
立
っ
て
い
る
。

「
彼
ら
は
神
を
た
た
え
て
、
言
葉
も
な
く
、
声
だ
け
を
上
げ
つ
つ
（uoce sine uerbis

）
欣
喜
雀
躍
し
ま
し
た
（exultabant

）。
私
た
ち
の
耳

が
か
ろ
う
じ
て
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
、
わ
ん
わ
ん
と
ど
よ
め
き
わ
た
り
つ
つ
。
欣
喜
雀
躍
す
る
彼
ら
の
心
の
中
に
あ
っ
た

の
は
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
以
外
の
何
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
」（『
神
の
国
』
二
二
・
八
）。

こ
こ
で
、
私
に
は
、『
告
白
』
で
の
「
騒
ぎ
立
つ
心
」cor inquietum

（『
告
白
』
一･

一
・
一
） 

が
あ
り
あ
り
と
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
同
所
で
の
「
あ
な
た
は
私
た
ち
を
あ
な
た
自
身
に
向
け
て
造
り
ま
し
た
（fecisti nos ad te

）」
も
併
せ
て
。

こ
の
物
語
に
は
絵
画
的
な
面
も
な
い
で
は
な
い
が
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
音
楽
的
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。

『
告
白
』
と
『
神
の
国
』
第
二
二
巻
と
で
は
、
執
筆
の
時
期
は
四
半
世
紀
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
。

そ
の
間
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
と
の
論
争
な
ど
を
経
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
は
よ
り
一
層
豊
か
に
な
り
、
発
展
し
て
い
っ
た
面
も
あ
る
が
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
基
本
線
、
中
心
線
は
少
し
も
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

も
し
も
そ
の
よ
う
な
見
方
が
で
き
る
と
す
る
と
、『
告
白
』
冒
頭
の
根
底
を
形
成
す
る
構
図
に
よ
り
、『
神
の
国
』
第
二
二
巻
で
の
明
暗
そ
し
て

明
の
構
図
を
解
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、「
私
と
は
あ
な
た
に
と
っ
て
何
か
」
と
い
う
と
、
私
と
は
一
面
か
ら
は
、「
騒
ぎ
立
つ
心
」cor inquietum

（『
告
白
』
一･

一
・
一
）

で
あ
り
、
他
面
か
ら
は
、「
狭
い
家
」dom

us angusta

（『
告
白
』
一･

五
・
六
）
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
神

の
国
』
第
二
二
巻
で
の
、
一
見
、
唐
突
で
、
急
激
で
、
非
連
続
の
よ
う
に
見
え
る
明
か
ら
暗
、
そ
し
て
暗
か
ら
明
へ
の
変
化
の
構
図
が
解
明
で
き



─ （（ ─

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、
暗
い
絵
の
数
々
は
、「
狭
い
家
」dom

us angusta

（『
告
白
』
一･

五
・
六
）
の
光
景
を
描
い
た
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
と
思
う
。

五　
「
私
の
魂
の
狭
い
家
」angusta dom

us anim
ae m

eae

の
映
像

『
神
の
国
』
二
二
・
八
で
は
、
こ
ん
な
に
ま
で
も
高
ら
か
に
、
ま
た
力
強
く
神
へ
の
讃
美
が
言
葉
と
声
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の

に
、『
神
の
国
』
二
二
・
二
二
か
ら
、
が
ら
り
と
明
か
ら
暗
へ
と
構
図
が
反
転
し
て
、
き
わ
め
て
多
種
多
様
な
悪
の
形
態
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
構
図
は
明
か
ら
暗
へ
と
反
転
す
る
の
か
。

『
神
の
国
』
第
二
二
巻
の
テ
キ
ス
ト
の
小
道
に
深
く
分
け
入
り
、
丹
念
に
読
み
進
め
る
者
の
目
に
は
、
は
っ
と
驚
か
さ
れ
る
ほ
ど
急
激
に
暗
転
し

て
い
る
。

そ
こ
で
は
、「
こ
の
生
（uita

）
が
、
も
し
も
生
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
ら
」（『
神
の
国
』
二
二
・
二
二
・
一
）、
と
か
、
ま

た
は
、「
こ
の
悲
惨
な
、
あ
た
か
も
或
る
種
の
地
獄
（inferi

）
の
よ
う
な
生
（uita

）」（『
神
の
国
』
二
二
・
二
二
・
四
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、『
告
白
』
の
用
語
で
言
い
表
わ
す
と
、「
こ
の
死
的
な
生
（uita m

ortalis

）」、
ま
た
は
「
生
的
な
死
（m

ors uitalis

）」（『
告
白
』
一
・

六
・
七
）
と
言
い
換
え
ら
れ
る
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
生
（uita

）
の
在
り
方
は
、
あ
の
日
の
ヒ
ッ
ポ
の
教
会
で
の
、
喜
び
に
沸
き
立
つ
生
、
跳
び
上
が
っ
て
、
跳
び
は
ね
、
踊
り
出
し

て
喜
ぶ
（exultabant:  exultare

）
生
と
は
ま
る
で
、
昼
と
夜
、
天
国
と
地
獄
。
喜
び
と
悲
し
み
、
熱
気
と
冷
気
、
希
望
と
絶
望
の
よ
う
に
好
対
照

で
あ
る
。

両
者
は
同
じ
生
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
る
い
絵
の
後
に
、
暗
い
絵
は
な
ぜ
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
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「
暗
い
絵
」
と
は
、
こ
の
生
に
お
け
る
「
悪
の
数
々
」m

ala

、「
こ
の
生
の
悪
の
数
々
」m
ala huius uitae

（『
神
の
国
』
二
二
・
二
三
）
―
複

数
形
に
注
意
―
を
描
く
絵
で
あ
り
、「
明
る
い
絵
」
と
は
、
こ
の
生
に
お
け
る
「
善
の
数
々
」bona

―
複
数
形
に
注
意
―
を
描
く
絵
で
あ
る
。

こ
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
テ
キ
ス
ト
に
は
実
に
し
ば
し
ば
名
詞
の
複
数
形
が
使
用
さ
れ
る
の
で
、
極
力
、
ラ
テ
ン
語
も
添
え
て
訳
出
し
た
。
こ

れ
は
次
々
に
列
挙
し
て
い
く
こ
と
と
も
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
複
数
性
は
き
わ
め
て
明
白
な
特
色
で
あ
る
。

「
明
る
い
絵
」
の
中
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
初
め
は
淡
々
と
助
走
し
て
い
く
が
、
時
に
は
、
な
ぜ
か
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ほ
ど
極
端
で
残
酷
と

も
言
え
る
事
例
も
交
え
つ
つ
、
し
だ
い
に
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
い
っ
て
、
最
後
は
全
力
疾
走
に
移
る
。
文
体
も
文
章
構
成
も
入
念
に
練
り
上
げ
て
、

『
神
の
国
』
二
二
・
八
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
至
る
。
こ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
目
指
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
奇
跡
物
語
は
組
み
立
て
ら
れ

て
い
る
。

ま
る
で
、
ホ
ッ
プ
＋
ス
テ
ッ
プ
＋
ジ
ャ
ン
プ
の
三
段
跳
び
の
よ
う
に
、
最
後
の
ジ
ャ
ン
プ
の
と
こ
ろ
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
全
力
を
つ
く

し
て
、
強
く
、
高
く
、
天
に
向
か
っ
て
跳
躍
し
て
い
く
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
話
法
が
よ
く
わ
か
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

「
私
た
ち
の
も
と
で
な
さ
れ
た
一
つ
の
（unum
）
奇
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
私
が
す
で
に
述
べ
た
よ
り
も
大
き
な
奇
跡
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り
に
も
輝
か
し
く
（clarum
）、
か
つ
あ
ま
り
に
も
ま
ば
ゆ
い
（illustre

）
奇
跡
（m

iraculum

）
な
の
で
、
ヒ
ッ

ポ
の
住
民
な
ら
、
だ
れ
も
、
こ
の
奇
跡
を
見
な
か
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
耳
に
し
な
か
っ
た
と
か
、
と
い
う
人
は
い
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
し
、
だ
れ
も
、
何
ら
か
の
理
由
で
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
う
人
も
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
」（『
神
の
国
』
二
二
・
八
）。

傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
ま
ぶ
し
い
く
ら
い
に
「
明
る
い
出
来
事
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

末
尾
付
近
の
「
欣
喜
雀
躍
し
ま
し
た
（exultabant

）」
が
そ
れ
を
一
言
で
言
い
表
し
て
い
る
。

先
の
引
用
を
再
掲
す
る
。

「
彼
ら
は
神
を
た
た
え
て
、
言
葉
も
な
く
、
声
だ
け
を
上
げ
つ
つ
（uoce sine uerbis
）
欣
喜
雀
躍
し
ま
し
た
（exultabant

）。
私
た
ち
の
耳
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が
か
ろ
う
じ
て
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
、
わ
ん
わ
ん
と
ど
よ
め
き
わ
た
り
つ
つ
。
欣
喜
雀
躍
す
る
彼
ら
の
心
の
中
に
あ
っ
た

の
は
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
以
外
の
何
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
」（『
神
の
国
』
二
二
・
八
）。

そ
の
後
に
永
遠
の
生
命
へ
と
至
る
復
活
論
が
展
開
さ
れ
、
こ
れ
以
上
は
な
い
く
ら
い
「
最
も
明
る
い
絵
」
が
描
か
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
直
後
に
、
す
な
わ
ち
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
永
遠
の
生
命
へ
と
至
る
方
向
性
を
垣
間
見
た
直
後
に
、
急
転
直
下
「
暗
い
絵
」

が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
【
明
る
い
絵
】（
→
【
最
も
明
る
い
絵
】）
→
【
暗
い
絵
】
→
【
大
き
な
暗
い
絵
】
→
【
輝
く
暗
い
絵
】
→
【
明
る
い
絵
―
人
間
の
営
為
】
→

【
明
る
い
絵
―
慰
め
の
数
々
（solacia

）】

　

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
反
転
し
、
さ
ら
に
ま
た
反
転
す
る
構
図
を
私
は
別
の
論
文）

（1
（

で
解
明
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
再
論
し
な
い
。

こ
こ
で
は
、
た
だ
、
傍
線
部
へ
の
展
開
に
注
目
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、「
暗
い
絵
」
か
ら
「
明
る
い
絵
」
へ
の
展
開
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。

こ
こ
で
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
も
う
一
人
の
提
題
者
・
森
泰
男
先
生
が
、
こ
の
た
び
、
山
田
望
先
生
の
『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
―
ペ
ラ
ギ
ウ

ス
神
学
に
お
け
る
神
の
義
と
パ
イ
デ
ィ
ア
』
教
文
館
、
一
九
九
七
年
に
基
づ
い
て
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
を
取
り
上
げ
て
い
る）

（（
（

こ
と
に
応
じ
て
、
私

は
予
定
変
更
し
て
、
即
興
演
奏
を
試
み
る
。

か
つ
て
山
田
望
先
生
は
、『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
の
中
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
宮
谷
宣
史
先
生
の
と
ら

え
方
を
手
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
（
四
四
～
四
六
頁
）。

以
下
に
は
私
の
推
測
も
含
む
。

内
外
の
研
究
文
献
に
精
通
し
て
い
た
宮
谷
先
生
は
必
ず
や
山
田
望
先
生
の
批
判
を
お
読
み
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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で
も
、
山
田
望
先
生
の
書
か
ら
七
年
後
に
出
版
さ
れ
た
御
著
書
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
悪
の
問
題
」『
悪
の
意
味
―
キ
リ
ス
ト
教
の

視
点
か
ら
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
の
中
で
、
宮
谷
先
生
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
は
反
論
せ
ず
に
、
た
だ
、
お
だ
や
か
に
、
Ｊ
，
ヒ
ッ
ク
の
「
エ

イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
神
義
論）

（1
（

」
に
触
れ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
悪
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
も
、
人
間
が
精
神
活
動
に
よ
り
、
進
歩
し
、
成
長
し
て
い
く
面
を
重
視
し
て
い

る
ゆ
え
に
、
こ
の
側
面
を
無
視
し
て
、
簡
単
に
決
め
つ
け
る
こ
と
は
よ
く
な
い
」（
一
八
二
頁
）。

宮
谷
先
生
の
若
い
こ
ろ
か
ら
の
親
し
い
友
人
の
一
人
で
あ
り
、
西
南
学
院
大
学
で
は
も
ち
ろ
ん
、
九
州
大
学
で
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
関
係

文
献
の
網
羅
的
な
調
査
に
も
、
宮
谷
先
生
の
た
め
に
積
極
的
に
協
力
さ
れ
た
森
泰
男
先
生
は
、
学
会
や
本
の
中
で
し
か
知
ら
な
い
私
よ
り
も
宮
谷

先
生
の
人
柄
を
は
る
か
に
よ
く
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

宮
谷
先
生
は
、
お
そ
ら
く
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
を
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
に
な
ぞ
ら
え
て
、
ヒ
ッ
ク
を
批
判
す
る
と
い
う
形
で
、
暗
に
反
論
し
た
の
で
は

な
い
か
。

私
も
、
か
つ
て
、
ヒ
ッ
ク
の
別
の
書
を
批
評
し
た
こ
と
が
あ
る）

（1
（

。

ヒ
ッ
ク
は
、
宮
谷
先
生
の
言
う
よ
う
に
、
悪
の
問
題
に
関
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
と
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
と
い
う
二
つ
の
類
型
が
あ
る

と
、
は
っ
き
り
分
け
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
で
は
、
原
罪
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
悪
の
問
題
を
、
人
間
の
堕
落
と
自
由
意
志
と
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
が
ゆ

え
に
、
人
間
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
悲
観
的
に
と
ら
え
る
伝
統
が
展
開
さ
れ
る
。

他
方
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
で
は
、
人
間
が
し
だ
い
に
成
長
し
、
進
歩
し
て
い
く
面
に
注
目
す
る
の
で
、
悪
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
楽
観
的
に
、

前
向
き
に
み
る
傾
向
を
示
す
、
と
さ
れ
る
。

宮
谷
先
生
は
、
こ
の
二
つ
の
類
型
化
が
極
端
で
あ
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
実
像
に
即
し
て
い
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
、
論
争
に
お
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
論
敵
を
類
型
化
し
が
ち
で
あ
ろ
う
が
、
私
自
身
も
自
戒
し
つ
つ
、
今
は
他
界
さ
れ
た
宮
谷
先
生
の
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立
場
に
思
い
を
い
た
し
、
右
の
構
図
の
【
輝
く
暗
い
絵
】
→
【
明
る
い
絵
―
人
間
の
営
為
】
→
【
明
る
い
絵
―
慰
め
の
数
々
（solacia

）】
の

と
こ
ろ
で
、
実
際
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
「
悪
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
も
、
人
間
が
精
神
活
動
に
よ
り
、
進
歩
し
、
成
長

し
て
い
く
面
」
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

さ
き
ほ
ど
提
起
し
た
問
題
を
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

明
る
い
絵
の
後
に
、
暗
い
絵
は
な
ぜ
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
け
っ
し
て
、
暗
い
絵
を
描
く
こ
と
に
終
始
す
る
た
め
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
、
暗
い
絵
の
後
に
明
る
い
絵
を
最
後
に
描
く
た
め
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
構
想
で
は
、
あ
た
か
も
絵
巻
物
の
よ
う
に
、
初
め
は
「
明
る
い
絵
」
の
数
々
を
ホ
ッ
プ
＋
ス
テ
ッ
プ
＋
ジ
ャ
ン
プ
の
三

段
跳
び
の
よ
う
に
、
次
々
に
見
せ
て
い
き
、
つ
い
に
は
永
遠
の
生
命
へ
と
至
る
「
最
も
明
る
い
絵
」
を
見
せ
て
お
い
て
か
ら
、
悲
し
い
か
な
、
見

て
い
る
私
た
ち
が
依
然
と
し
て
ま
だ
「
暗
い
存
在
」
で
あ
る
こ
と
に
視
線
を
向
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
、
罰
を
こ
う
む
る
私
た
ち
の
醜
さ
に
お
い
て
（in nostrae poenae deform

itate

）、
経
験
し
て
い
ま
す
」（『
神
の

国
』
二
二
・
二
一
）。

こ
の
『
神
の
国
』
二
二
・
二
一
で
は
、「
罰
を
こ
う
む
る
私
た
ち
の
醜
さ
（nostra deform

itas

）」
と
対
比
し
て
、
詩
篇
二
六
・
八
を
引
用
し

て
、「
主
よ
、
私
は
あ
な
た
の
家
の
麗
し
さ
（decus dom

us tuae

）
を
愛
し
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「（
罰
を
こ
う
む
る
）
私
た
ち
の
醜
さ
（nostra deform

itas

）」
と
、「
あ
な
た
の
（
家
の
）
麗
し
さ
（decus dom

us tuae

）」
と
が

明
確
に
対
比
さ
れ
て
い
る
。

「
醜
」deform

itas

と
「
麗
し
さ
」decus

、
ま
た
は
「
美
し
さ
」pulchritudo

の
対
比
の
視
点
は
、『
神
の
国
』
第
二
二
巻
に
お
い
て
最
重
要
の

視
点
と
言
え
る
と
思
う
。
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【
暗
い
絵
】『
神
の
国
』
二
二
・
二
二
・
一

悪
を
な
す
（m

ale facere

）
と
は
何
か
。

『
自
由
意
思
論
』
一
・
三
・
六
に
お
い
て
、
ま
ず
「
悪
し
き
行
い
」m

alefacta

の
実
例
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
エ

ウ
ォ
デ
ィ
ウ
ス
が
挙
げ
た
の
は
、
①
姦
淫
（adulteria

）、
②
殺
人
（hom

icidia

）、
③
神
聖
冒
瀆
の
行
い
（sacrilegia

）
の
わ
ず
か
に
三
例
で
あ
っ
た
。

こ
の
三
例
は
、
最
晩
年
の
『
神
の
国
』
二
二
・
二
二
・
一
で
も
現
れ
る
が
、
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
見
ら
れ
る
悪
の
列
挙
に
も
影
響
さ
れ

つ
つ
、
ま
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
が
目
に
し
、
耳
に
し
た
出
来
事
か
ら
も
汲
み
取
り
な
が
ら
、
ま
る
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
長
く
生
き
て

き
た
年
輪
の
よ
う
に
、
三
例
の
周
囲
を
き
わ
め
て
多
く
の
悪
の
数
々
が
取
り
巻
い
て
い
る）

（1
（

。

け
れ
ど
も
、
悪
の
根
元
に
「
愛
」
が
、「
倒
錯
し
た
愛
」
が
置
か
れ
て
い
る
点
は
『
自
由
意
思
論
』
と
変
わ
ら
な
い
。

た
だ
し
、
そ
の
状
況
は
、『
神
の
国
』
で
は
、
も
っ
と
掘
り
下
げ
ら
れ
て
、「
恐
る
べ
き
無
知
の
深
淵）

（1
（

」horrenda profunditas ignorantiae

と

描
写
さ
れ
て
い
る
。

【
大
き
な
暗
い
絵
】『
神
の
国
』
二
二
・
二
二
・
三
の
後
で
描
か
れ
る
【
輝
く
暗
い
絵
】『
神
の
国
』
二
二
・
二
三

『
神
の
国
』
二
二
・
二
三
で
は
、「
正
し
い
者
た
ち
」iusti
の
み
に
固
有
な
「
労
苦
の
数
々
」labores

が
語
ら
れ
て
い
る
。

『
神
の
国
』
二
二
・
二
三
は
、「
正
し
い
者
た
ち
」
の
落
と
す
影
が
強
調
さ
れ
た
、「
暗
い
絵
」
で
あ
る
。

「
正
し
い
者
た
ち
は
労
苦
を
持
っ
て
悪
徳
に
対
す
る
（aduersus uitia
）
兵
役
に
服
す
る
（m

ilitare

）
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
戦
闘
（proelia

）

の
試
練
の
数
々
（tem

ptationes

）
と
危
険
の
数
々
（pericula

）
の
中
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
」。

こ
の
「
戦
闘
」
は
対
他
的
な
側
面
も
持
つ
で
あ
ろ
う
が
、
テ
キ
ス
ト
で
は
、
む
し
ろ
、
対
自
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
内
な
る

戦
闘
と
言
っ
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

「
肉
（caro

）
は
霊
（spiritus

）
に
対
立
し
て
欲
情
す
る
こ
と
（concupiscere

）
を
や
め
な
い
し
、
霊
は
肉
に
対
立
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
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の
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
私
た
ち
は
、
け
っ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
悪
し
き
欲
情
（concupiscentia m

ala

）
を
滅
ぼ
し
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
私
た
ち
が
意
志
す
る
（uolum

us

）
こ
と
を
な
す
（facere

）、
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
神
の
助
け
を
得
て
、
私
た
ち
に

可
能
な
限
り
、
悪
し
き
欲
情
に
同
意
（consentire

）
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
し
き
欲
情
を
私
た
ち
自
身
に
従
属
さ
せ
る
（subdere

）
べ

き
な
の
で
あ
る
。
絶
え
間
な
く
（continuae

）
徹
夜
し
て
（uigiliae

）、
夜
通
し
警
戒
の
目
を
見
張
り
つ
つ
（excubare

）」（『
神
の
国
』
二

二
・
二
三
）。

こ
こ
か
ら
否
定
の
命
法
に
よ
る
列
挙
が
始
ま
る
。

「
絶
え
間
な
く
（continuae
）
徹
夜
し
て
（uigiliae

）、
夜
通
し
警
戒
の
目
を
見
張
り
つ
つ
（excubare

）」
に
は
十
分
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
気
分
に
お
い
て
、
こ
こ
は
ま
だ
「
夜
の
世
界
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
言
葉
遣
い
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
文
章
は
流
れ
る
よ
う
に
続
い
て
い
て
、
途
中
で
切
る
こ
と
が
難
し
い
し
、
別
の
論
考
に
お
い
て
、
私
は
詳
述
し
た
こ
と

が
あ
る）

（（
（

の
で
、
こ
こ
に
は
再
掲
し
な
い
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
人
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
提
題
者
・
森
泰
男
先
生
の
テ
ー
マ
：
ペ
ラ
ギ
ウ
ス

論
争
と
の
関
係
か
ら
、
恩
恵
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
、
或
る
程
度
の
必
要
な
範
囲
内
で
、
重
ね
て
引
用
す
る
。

し
ば
ら
く
し
て
手
短
で
簡
潔
な
列
挙
の
数
々
は
終
わ
り
、
少
し
長
文
の
列
挙
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
至
る
。
こ
こ
で
の
、
短
文
か
ら
長
文
へ
の

移
行
は
要
注
意
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
こ
の
労
苦
の
数
々
（labores

）
と
危
険
の
数
々
（pericula

）
に
満
ち
満
ち
た
戦
い
（bellum

）
の
中
で
、
い
つ
か
、
私
た
ち
の
力

（uires

）
に
よ
っ
て
勝
利
（uictoria

）
が
達
成
さ
れ
る
は
ず
な
ど
と
希
望
（sperare

）
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
、
そ
し
て
ま
た
、
達
成
さ
れ
た
暁
に

も
、
け
っ
し
て
、
私
た
ち
の
力
に
勝
利
が
帰
せ
（tribuere

）
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
。
そ
う
で
は
な
く
（sed

）、
勝
利
は
神
の
―
そ
の
神
に
つ
い

て
使
徒
パ
ウ
ロ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
「
私
た
ち
の
主
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
、
私
た
ち
に
勝
利
を
与
え
る
神
に
感
謝
せ
よ

（gratias D
eo

）」（
Ｉ
コ
リ
一
五
・
五
七
）。
ま
た
使
徒
パ
ウ
ロ
は
他
の
箇
所
で
も
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
私
た
ち
を
い
つ
く
し
ん
だ
（dilexit

）
方

を
通
し
て
、
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
に
お
い
て
、
圧
勝
を
収
め
る
（superuincim

us

）」（
ロ
マ
八
・
三
七
） 

―
恩
恵
（gratia

）
に
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帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（『
神
の
国
』
二
二
・
二
三
）。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。

右
の
引
用
で
の
Ｉ
コ
リ
一
五
・
五
七
も
、
ま
た
ロ
マ
八
・
三
七
も
、『
恩
恵
と
自
由
意
思
に
つ
い
て
』
七
の
中
で
、
共
に
引
用
・
参
照
さ
れ
て
い

る
と
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恩
恵
と
自
由
意
志
の
関
係
に
つ
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
語
り
明
か
す
最
重
要
の
箇
所
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
逆
算
す
る
と
、
こ
の
『
神
の
国
』
二
二
・
二
三
で
も
、
明
瞭
に
語
ら
れ
て
は
い
な
い
に
せ
よ
、
人
間
の
自
由
意
志
が

行
使
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
最
後
の
一
文
に
も
十
分
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。「
私
た
ち
の
力
に
勝
利
が
帰
せ
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
（ne...uiribus nostris facta tribuatur

）」

ま
で
が
、
延
々
と
続
く
、
否
定
の
命
法
（ne..., ne..., ne...

）
に
よ
る
列
挙
の
数
々
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
一
文
の
み
は
肯
定
の
命
法
（sed...

）

に
よ
っ
て
い
る
。「
勝
利
は
神
の
―
そ
の
神
に
つ
い
て
使
徒
パ
ウ
ロ
は
次
の
よ
う
に
言
う
（
Ｉ
コ
リ
一
五
・
五
七
） （
ロ
マ
八
・
三
七
）…
―
恩

恵
（gratia

）
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。

延
々
と
列
挙
さ
れ
る
短
文
に
よ
る
否
定
の
命
法
の
数
々
か
ら
比
較
的
に
長
文
に
よ
る
否
定
の
命
法
へ
、
そ
し
て
長
文
に
よ
る
否
定
の
命
法
か
ら

肯
定
の
命
法
へ
と
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言
葉
と
も
見
事
に
共
鳴
し
つ
つ
、
ま
こ
と
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
続
く
。

『
神
の
国
』
二
二
・
二
二
か
ら
二
四
ま
で
の
範
囲
内
で
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
的
な
構
文
を
持
つ
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、
こ
の
『
神
の
国
』
二
二
・
二
三
に
お
い
て
こ
そ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
そ
の
人
が
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
他
の
す
べ
て
の
列
挙
の

場
面
で
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
ま
さ
に
絵
の
よ
う
に
見
て
、
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
箇
所
の
み
は
、
実
は
、
絵
で
は
な
く
、
こ

こ
で
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
み
ず
か
ら
の
生
（uita

）
を
、
自
画
像
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
生
き
生
き
と
語
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。

自
由
意
志
と
は
何
か
。
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ま
た
恩
恵
と
は
何
か
。

そ
し
て
自
由
意
志
と
恩
恵
と
の
関
係
は
い
か
に
。

こ
の
問
題
を
真
剣
に
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
私
た
ち
は
両
者
の
関
係
を
メ
カ
ニ
ッ
ク
に
、
外
か
ら
、
ま
た
は
上
か
ら
と
ら
え
て

し
ま
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
『
神
の
国
』
二
二
・
二
三
の
最
高
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
ど
う
か
。

私
た
ち
の
力
（uires
）
の
限
り
を
尽
く
し
た
先
に
、
目
を
凝
ら
し
て
み
る
と
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

「
絶
え
間
な
く
（continuae
）
徹
夜
し
て
（uigiliae

）、
夜
通
し
警
戒
の
目
を
見
張
り
つ
つ
（excubare

）」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
た
り
は

ま
だ
夜
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
「
夜
通
し
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
夜
明
け
が
近
い
と
も
い
え
る
。
朝
日
が
も
う
す
ぐ
昇
っ
て
く
る
と
も
。

恩
恵
（gratia

）
は
真
夜
中
に
お
い
て
も
働
い
て
い
る
が
、
勝
利
の
暁
に
お
い
て
こ
そ
、
朝
日
の
輝
き
を
浴
び
つ
つ
現
れ
て
く
る
、
と
暗
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

実
際
に
、
こ
の
【
輝
く
暗
い
絵
】
の
後
に
は
、【
明
る
い
絵
―
人
間
の
営
為
】、【
明
る
い
絵
―
慰
め
の
数
々
（solacia

）】
と
、
明
る
い
絵
の

数
々
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
姿
を
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
と
の
対
比
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、「
最
後
の
最
後
に
明
る
い
絵
に
到
達
す
る
」
と

の
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
と
も
言
え
る
事
実
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
、
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

【
明
る
い
絵
―
人
間
の
営
為
】『
神
の
国
』
二
二
・
二
四
・
三
の
後
に
描
か
れ
る
【
明
る
い
絵
―
慰
め
の
数
々
（solacia

）】『
神
の
国
』
二

二
・
二
四
・
五

私
は
最
後
に
、『
神
の
国
』
二
二
・
二
四
・
五
に
た
ど
り
着
く
。
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そ
れ
を
「
美
し
い
絵
」
に
例
え
た
ら
よ
い
の
か
。
ま
た
は
「
静
か
な
音
楽
」
に
。

そ
こ
で
は
、
中
期
の
『
告
白
』
一
〇
・
二
七
・
三
八
で
の
甘
く
、
激
し
く
、
熱
く
響
く
「
遅
く
に
あ
な
た
を
私
は
愛
し
ま
し
た
」sero te am

aui
と
は
好
対
照
の
、
静
か
な
、
透
明
な
、
安
ら
ぎ
に
満
ち
た
讃
歌
が
か
な
で
ら
れ
て
い
る
。

ヒ
ッ
ポ
の
教
会
の
外
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
見
て
い
た
最
晩
年
の
景
色
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
光
景
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

私
は
別
の
論
考）

（1
（

で
詳
し
く
引
用
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
え
て
繰
り
返
し
た
く
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
『
神
の
国
』
二
二
・
二
四
・
五
か
ら

ご
く
一
部
だ
け
引
用
し
よ
う
。

古
代
末
期
に
お
い
て
、
海
の
光
景
を
描
く
の
は
珍
し
い
こ
と
の
よ
う
な
の
で
、
特
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。

「
被
造
物
（creatura

）
の
そ
の
他
の
美
し
さ
（pulchritudo

）
と
有
用
性
（utilitas

）
は
見
て
取
ら
れ
ま
す
。
天
と
地
と
海
の
千
変
万
化
の

美
し
さ
（pulchritudo

）
に
お
い
て
、
太
陽
と
月
と
星
の
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
光
（lux

）
そ
れ
自
身
と
あ
ん
な
に
も
驚
く
べ
き
（m

irabilis

）
光

景
（species

）
に
お
い
て
、
う
っ
そ
う
と
茂
る
木
々
の
陰
に
お
い
て
、
咲
き
ほ
こ
る
花
の
色
と
香
り
に
お
い
て
、
多
く
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
鳥

た
ち
の
さ
え
ず
り
と
色
彩
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
（tot et tantae

）
生
き
物
た
ち
（anim

antes

）
の
種
の
多
様

性
に
お
い
て
―
そ
の
う
ち
で
よ
り
一
層
大
き
な
驚
異
（adm

iratio

）
の
的
で
あ
る
の
は
、
け
っ
し
て
巨
体
の
持
ち
主
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と

い
う
の
は
、
私
た
ち
は
、
蟻
の
業
や
蜂
の
業
の
数
々
に
対
し
て
、
鯨
の
巨
大
な
体
に
対
し
て
よ
り
も
大
き
な
驚
嘆
の
念
を
覚
え
る
（stupere

）

か
ら
で
す
―
、
あ
た
か
も
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
衣
装
を
身
に
ま
と
う
よ
う
に
し
て
、
或
る
時
は
緑
で
あ
り
つ
つ
も
、
時
々
刻
々
と
濃
淡
を
変

え
、
或
る
時
は
紫
の
、
ま
た
或
る
時
は
紺
碧
の
姿
を
見
せ
る
海
（m

are

）
自
身
の
こ
れ
ほ
ど
壮
大
な
光
景
（spectaculum

）
に
お
い
て
も
。

さ
ら
に
ま
た
、
海
が
荒
れ
狂
う
折
の
景
色
す
ら
、
何
と
面
白
く
眺
め
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
よ
り
一
層
の
甘
美
さ
（suauitas

）
を

か
も
し
出
す
の
は
、
み
ず
か
ら
が
投
げ
飛
ば
さ
れ
た
り
、
揺
り
動
か
さ
れ
た
り
す
る
船
乗
り
の
立
場
で
で
は
な
く
、
眺
め
る
者
の
立
場
で
魅

了
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

飢
餓
に
対
抗
し
て
、
食
べ
物
は
、
至
る
所
に
、
何
と
豊
富
に
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
嫌
気
に
対
抗
し
て
、
味
わ
い
は
何
と
多
様
で
あ
る
こ
と
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で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
自
然
の
豊
饒
に
よ
っ
て
注
ぎ
出
さ
れ
た
多
様
性
（diuersitas

）
で
す
し
、
け
っ
し
て
、
料
理
人
の
技
芸
と
労
苦
に

よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
多
様
性
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
と
多
く
の
物
に
お
い
て
、
健
康
を
維
持
し
、
回
復
す
る
手
立
て
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

か
わ
る
が
わ
る
に
訪
れ
る
昼
と
夜
の
交
替
の
何
と
快
い
こ
と
か
。
涼
し
い
風
（aurae

）
の
何
と
心
地
よ
い
こ
と
か
。
植
物
の
実
と
動
物
に
お

い
て
は
、
衣
服
を
織
り
成
す
た
め
の
何
と
大
い
な
る
素
材
（m

ateries

）
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
一
体
だ
れ
が
列
挙

（com
m

em
orare

）
で
き
ま
し
ょ
う
」。

こ
こ
で
は
、
あ
た
か
も
、
世
界
全
体
が
輝
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
の
輝
き
、
生
命
の
輝
き
に
似
て
い
る
。
そ
れ
は
人
に
与

え
ら
れ
た
「
慰
め
の
数
々
」solacia

と
し
て
の
「
善
の
数
々
」（
自
然
的
な
善
）
で
あ
る
。

「
被
造
物
（creatura

）
の
そ
の
他
の
［
身
体
以
外
の
］
美
し
さ
（pulchritudo

）
と
有
用
性
（utilitas

）
の
列
挙
」（『
神
の
国
』
二
二
・
二
四
・

五
）
の
視
点
が
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
と
き
、「
こ
う
む
る
悪
」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
傍
線
部
の
テ
キ
ス
ト
が
好
一
対
と

な
っ
て
、
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
こ
で
は
、
世
界
を
「
眺
め
る
者
の
立
場
」
か
ら
、
ま
た
世
界
に
耳
を
澄
ま
せ
る
者
の
立
場
か
ら
も
、「
海
が
荒
れ
狂
う
折
の
景
色
す
ら
」、
面
白

い
と
言
わ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
「
か
わ
る
が
わ
る
に
訪
れ
る
昼
と
夜
の
交
替
」
に
お
い
て
は
、
夜
そ
れ
自
体
で
さ
え
も
、
快
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

『
告
白
』
に
お
い
て
、
あ
ん
な
に
も
迫
力
満
点
に
、「
私
と
は
何
か
」
と
問
い
、「
あ
な
た
（
＝
神
）
と
は
何
か
」
と
問
い
か
け
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
が
、
こ
こ
で
は
、
ふ
だ
ん
見
慣
れ
た
世
界
を
前
に
し
て
、
あ
り
ふ
れ
た
風
景
や
光
景
、
情
景
の
奥
底
に
潜
む
原
初
の
輝
き
を
透
徹
し
た
ま
な

ざ
し
に
よ
っ
て
眺
め
る
者
と
し
て
、
味
わ
い
深
く
、
含
蓄
の
深
い
言
葉
に
よ
っ
て
、
静
か
に
、
た
ぶ
ん
微
笑
み
な
が
ら
語
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
あ
ん
な
に
も
「
暗
い
絵
」
を
描
く
こ
と
の
で
き
た
人
に
だ
け
描
け
る
よ
う
な
「
明
る
い
絵
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の

だ
ろ
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
け
っ
し
て
、「
暗
い
絵
」
を
描
く
こ
と
に
終
始
す
る
人
で
は
な
く
、「
暗
い
絵
」
の
向
こ
う
に
「
明
る
い
絵
」
を
、
加

齢
と
共
に
熟
成
し
、
深
く
豊
か
に
成
長
し
て
い
く
信
仰
と
知
恵
に
よ
っ
て
、
描
こ
う
と
し
た
人
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。
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こ
の
絵
を
見
て
い
る
と
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
に
心
を
奪
わ
れ
る
が
、
ふ
と
思
う
。

こ
の
絵
の
中
に
は
、
被
造
物
の
数
々
が
―
木
々
も
、
花
も
、
鳥
も
、
蟻
も
、
蜂
も
、
鯨
ま
で
も
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
、
有
用
性
（utilitas

）

に
か
か
わ
る
料
理
人
を
除
い
て
、
人
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
。

か
わ
い
ら
し
い
子
供
た
ち
や
優
し
く
見
守
る
母
、
そ
れ
に
若
く
美
し
く
躍
動
す
る
青
年
た
ち
を
描
く
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
構
想
す
る

「
被
造
物
（creatura
）
の
そ
の
他
の
美
し
さ
（pulchritudo

）
と
有
用
性
（utilitas

）」
の
構
図
に
照
ら
し
て
、
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
た
の
か
。

生
き
生
き
と
、
激
し
く
躍
動
す
る
人
間
の
姿
な
ら
、『
神
の
国
』
二
二
・
八
に
お
い
て
、
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
或
る
日
の
ヒ
ッ
ポ
の
教
会
で
の
、
耳
を
聾
す
る
ば
か
り
の
ど
よ
め
き
と
共
に
、
会
衆
全
員
が
騒
ぎ
立
つ
姿
が

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
も
、
美
し
い
人
の
姿
は
『
神
の
国
』
第
二
二
巻
の
ど
こ
に
？

最
後
に
、
こ
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
最
晩
年
に
見
た
「
美
し
さ
（pulchritudo

）
と
有
用
性
（utilitas

）」
に
つ

い
て
、
コ
メ
ン
ト
す
る
。

思
え
ば
、『
神
の
国
』
第
二
二
巻
で
は
、
通
奏
低
音
の
よ
う
に
、
美
の
テ
ー
マ
が
随
所）

（1
（

で
鳴
り
響
い
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

「
醜
」deform

itas

と
「
麗
し
さ
」decus

、
ま
た
は
「
美
し
さ
」pulchritudo

の
対
比
の
視
点
は
、『
神
の
国
』
第
二
二
巻
に
お
い
て
論
じ
ら
れ

る
様
々
な
問
題
の
根
底
を
形
成
す
る
最
重
要
の
視
点
と
言
え
る
と
思
う
。

「
美
し
さ
（pulchritudo

）
と
有
用
性
（utilitas

）」、「
美
し
さ
（pulchritudo

）
と
有
用
性
（utilitas

）」
と
何
度
も
繰
り
返
し
て
音
読
し
て
い

る
と
、
い
つ
し
か
音
響
が
記
憶
の
中
で
ス
ラ
イ
ド
し
て
、「
美
し
い
も
の
（pulchrum

 

）
と
適
合
す
る
も
の
（aptum

 

）」、「
美
（pulchrum

 

）
と

適
合
（aptum

 

）」
と
繰
り
返
し
て
音
読
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
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『
美
と
適
合
に
つ
い
て
』D

e pulchro et apto

記
憶
の
中
で
、
遠
く
、
は
る
か
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
三
一
歳
の
回
心
よ
り
も
前
の
二
六
歳
か
二
七
歳
の
年
に

生
ま
れ
て
初
め
て
書
い
た
と
い
う
、「
二
巻
か
三
巻
の
」
処
女
作
『
美
と
適
合
に
つ
い
て
』D

e pulchro et apto 

で
あ
る）

（1
（

。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
告
白
』
に
お
い
て
、
こ
の
処
女
作
に
つ
い
て
「
二
巻
か
ま
た
は
三
巻
―
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
―
の
本
を
私
は
書

き
ま
し
た
」scripsi libros, puto, duos aut tres

と
実
に
曖
昧
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。

こ
の
曖
昧
さ
は
「
キ
ケ
ロ
と
か
い
う
人
」（『
告
白
』
三
・
四
・
七
）
の
曖
昧
さ
に
通
じ
て
い
る
の
か
。

一
般
に
、
人
は
そ
の
青
年
時
代
の
記
念
す
べ
き
処
女
作
が
二
巻
（duo

）
な
の
か
、
ま
た
は
三
巻
（tres

）
な
の
か
忘
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
処
女
作
が
今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
記
す
際
の
、
次
の
言
い
方
も
不
思
議
な
響
き
を
伴
っ
て
い
る
。

「
ど
の
よ
う
に
し
て
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
の
も
と
を
離
れ
て
迷
子
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（aberrauerunt a nobis nescio quo 

m
odo

）」（『
告
白
』
四
・
一
三
・
二
〇
）。

も
し
か
し
て
、
こ
の
処
女
作
『
美
と
適
合
に
つ
い
て
』D

e pulchro et apto

は
、
実
際
に
は
、
手
元
に
在
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
学

者
（
加
藤
武
）
も
い
る
。
た
だ
、
そ
の
書
は
マ
ニ
教
的
な
色
彩
で
彩
ら
れ
て
い
た
た
め
、
表
に
出
せ
な
か
っ
た
の
で
は
、
と
。

そ
れ
と
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
忘
れ
っ
ぽ
い
人
で
、『
告
白
』
執
筆
の
二
〇
年
ほ
ど
前
に
書
い
た
こ
の
書
が
「
二
巻
か
ま
た
は
三
巻
か
」
を

本
当
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
カ
ル
タ
ゴ
で
ア
デ
オ
ダ
ト
ゥ
ス
（A

deodatus
）
の
母
と
出
会
っ
た
の
は
、
彼
が
マ
ニ
教
に
入
信
す
る
前
の
一
六
歳
の
頃

の
こ
と
で
あ
り
、
三
一
歳
で
彼
女
と
離
別
す
る
ま
で
、
互
い
に
愛
し
合
い
な
が
ら
、
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る）

11
（

。

彼
女
は
き
っ
と
胸
騒
ぎ
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
ほ
ど
美
し
い
人
（pulchra

）
で
あ
っ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
た
だ
単
に
外
面
的
に
で
は
な
く
、
内
面

的
に
も
。

も
し
か
し
て
『
美
と
適
合
に
つ
い
て
』D

e pulchro et apto

に
は
、
彼
女
の
記
憶
の
断
片
が
映
っ
て
い
た
の
か
。
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そ
れ
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

わ
か
っ
て
い
る
の
は
、『
神
の
国
』
第
二
二
巻
に
お
い
て
は
、
総
じ
て
、
美
し
い
人
（pulchra

）
の
映
像
は
、
奇
跡
物
語
が
最
高
潮
に
達
す
る
、

若
い
、
た
ぶ
ん
貴
族
の
パ
ラ
デ
ィ
ア
（Palladia

） （『
神
の
国
』
二
二
・
八
）
の
上
に
さ
え
、
ほ
ん
の
ひ
と
か
け
ら
も
投
影
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
か
つ
て
愛
し
た
人
は
け
っ
し
て
貴
族
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
正
式
に
結
婚
で
き
な
い
ほ
ど

低
い
身
分
の
人
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

第
一
、	

パ
ウ
ル
ス
と
パ
ラ
デ
ィ
ア
（Paulus et Palladia

）
は
恋
人
同
士
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
夫
婦
で
あ
っ
た
の
で
も
な
く
、
た
だ
、

若
い
兄
妹
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

美
し
い
人
（pulchra

）
の
面
影
は
、
別
れ
て
以
来
、
ひ
と
と
き
も
薄
れ
る
こ
と
な
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
記
憶
の
奥
底
に
い
つ
も
生
き
生

き
と
躍
動
し
、
深
く
、
ま
ぶ
し
く
、
は
る
か
な
微
笑
み
を
た
た
え
る
、
な
つ
か
し
い
人
と
し
て
秘
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
美
（pulchritudo

）

に
つ
い
て
語
る
人
生
の
最
後
の
場
面
に
お
い
て
さ
え
、
読
者
に
対
し
て
、
ほ
ん
の
か
す
か
に
ほ
の
め
か
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
沈
黙
の
ま
ま
に
通

り
過
ぎ
ら
れ
て
し
ま
い
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
死
と
共
に
、
永
久
に
滅
び
去
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
読
者
は
残
念
に
思
う
必
要
は
な
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
基
本
的
な
構
想
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

も
し
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
の
中
で
、「
美
し
い
人
」
の
面
影
を
探
す
な
ら
、
そ
れ
は
、
映
像
の
中
に
で
は
な
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

が
「
あ
な
た
と
は
何
か
」
と
の
問
い
か
け
と
の
関
係
の
中
で
「
私
と
は
何
か
」
と
の
問
い
か
け
を
探
求
す
る
『
告
白
』
の
中
で
の
絶
唱
、「
遅
く
に
、

あ
な
た
を
私
は
愛
し
ま
し
た
」sero te am

aui

（『
告
白
』
一
〇
・
二
七
・
三
八
）
と
高
ら
か
に
歌
う
歌
声
の
中
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
遅
く
に
、
あ
な
た
を
私
は
愛
し
ま
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
古
く
、
こ
れ
ほ
ど
新
し
い
美
よ
、
遅
く
に
、
あ
な
た
を
私
は
愛
し
ま
し
た
」。

私
は
か
つ
て
別
の
論
考）

1（
（

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

「
日
本
語
で
の
諸
訳
を
読
み
な
お
す
だ
け
で
も
、
そ
の
「
遅
さ
」
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
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「
嗚
呼
、
遅
き
物
か
な
遅
き
物
か
な
。
…
さ
て
も
お
そ
き
物
か
な
」（『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』）、「
お
そ
か
り
し
か
な
」（
山
田
晶
訳
＋
加
藤
武

訳
）、「
あ
ま
り
に
も
お
そ
か
り
し
」（
山
田
晶
訳
）、「
な
ん
と
お
そ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」（
加
藤
信
朗
訳
）、「
あ
ま
り
に
も
遅
す
ぎ
ま
し

た
」（
宮
谷
宣
史
訳
）、「
お
そ
か
っ
た
」（
松
崎
一
平
訳
）。

で
は
外
国
語
訳
で
は
ど
う
か
。

た
と
え
ば
、Patrice C

am
bronne

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳）

11
（

で
も
、
一
〇
・
二
七
・
三
八
はL

e chant de la m
élancolie

と
題
さ
れ
て
い
る
。

加
藤
武
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
は
「
あ
か
る
い
な
か
に
か
げ
り
を
お
び
た
テ
ー
マʻ seroʼ  

が
ひ
び
き
わ
た
る
。
…
か
な
し
げ
な
…
母
音
の
交
替
、

く
り
か
え
さ
れ
る
半
過
去
は
、
過
去
の
追
憶
の
哀
切
な
し
ら
べ
を
か
な
で
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い）

11
（

」。

た
と
え
、
ど
ん
な
に
「
遅
く
」
と
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
今
、「
こ
れ
ほ
ど
古
く
、
こ
れ
ほ
ど
新
し
い
美
」
を
愛
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ

れ
で
も
十
分
間
に
合
う
よ
う
な
気
が
す
る
の
に
、
こ
こ
に
は
何
か
し
ら
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
よ
う
な
深
い
悔
恨
の
響
き
が
聞
こ
え
る
。

そ
の
響
き
に
耳
を
傾
け
て
い
る
と
、
ま
る
で
「
愛
す
る
人
」「
美
し
い
人
」
が
今
は
も
う
手
が
届
か
な
い
く
ら
い
遠
く
に
去
っ
て
し
ま
っ
た

か
、
ま
た
は
他
界
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。

声
の
か
ぎ
り
に
高
ら
か
に
、
ま
た
ラ
テ
ン
語
の
技
法
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
て
精
妙
に
歌
い
上
げ
ら
れ
るsero te am

aui

の
甘
い
歌
声
の
ど
こ

か
に
、
大
切
な
誰
か
の
死
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
視
線
が
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

ま
る
で
、
そ
の
人
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
早
く
に
、
心
か
ら
愛
し
て
い
た
の
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
と
い
う
と
、
神
へ
の
愛
に
よ
っ

て
初
め
て
可
能
と
な
る
真
の
愛
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
を
愛
し
始
め
る
の
が
あ
ま
り
に
も
遅
か
っ
た
と
で
も
言
う
か
の
よ
う
に
」。

美
の
視
点
は
、
彼
の
処
女
作
は
失
わ
れ
た
に
せ
よ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
青
年
期
か
ら
、
中
期
の
『
告
白
』
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
最
晩

年
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
、
生
き
生
き
と
持
続
す
る
最
重
要
の
根
本
的
な
視
点
で
あ
っ
た
と
思
う
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
若
い
日
に
ひ
ら
め
い
た
美
に
つ
い
て
の
着
想
は
、
彼
の
最
晩
年
に
至
る
ま
で
、
そ
の
輝
き
を
失
わ
な
か
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
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こ
の
処
女
作
に
つ
い
て
記
し
た
『
告
白
』
四
・
一
三
・
二
〇
か
ら
、
加
藤
武
先
生
の
訳
文）

11
（

に
よ
り
引
用
し
よ
う
。

「
美
し
い
も
の
の
他
に
、
何
を
い
っ
た
い
わ
れ
わ
れ
が
愛
す
る
で
し
ょ
う
。
で
は
そ
の
美
し
い
も
の
と
は
何
で
し
ょ
う
（Q

uid est ergo pul-

chrum
	  ?  

）。
さ
ら
に
そ
の
美
し
さ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
（E

t quid est pulchritudo ?  

）」（『
告
白
』
四
・
一
三
・
二
〇
）。

註

（
1
）	

金
子
晴
勇
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
恩
恵
論
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
六
年
、
一
九
頁

（
（
）	

自
由
意
志
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
森
泰
男
先
生
が
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
五
日
に
、
宮
崎
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
西
日
本
哲
学
会
第
五
五
回
大
会

に
お
い
て
、「
存
在
と
悪
―
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
コ
ン
ヴ
ェ
ル
シ
オ
」
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
エ
ピ
ス
ト
ロ
ペ
ー
」
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
提
題
さ
れ
、
後
に
、『
西
日
本
哲
学
年
譜
』
第
一
三
号
、
二
〇
〇
五
年
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
甲
斐
博
見
先
生
が
司
会
者
と
な
り
、
私

は
特
定
質
問
者
を
務
め
た
。
当
時
は
ま
だ
お
元
気
だ
っ
た
松
尾
雄
二
先
生
が
学
会
の
運
営
を
担
っ
て
下
さ
っ
て
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
進
行
の
た
め

に
も
、
入
念
な
ご
配
慮
を
賜
っ
た
こ
と
を
あ
り
が
た
く
思
い
起
こ
す
。

（
（
）	

参
照
、
拙
著
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
探
求
構
造
』
創
文
社
、
一
九
九
七
年
に
所
収
の
第
一
章
「『
告
白
』
冒
頭
の
構
造
と
「
呼
び
か
け
」」

（
（
）	

参
照
、
拙
論
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
録
』
に
お
け
る
時
間
論
の
根
源
的
な
意
味
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
』
第
一
七
号
、
二
〇
一
三
年

（
（
）	

山
田
晶
訳
『
告
白
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年

（
（
）	

加
藤
武
「IN

V
O

C
A

R
E

―
『
告
白
』
序
章I, i, 1 .

に
お
け
る
―
」『
中
世
思
想
研
究
』
第
三
六
号
、
一
九
九
四
年
、
二
二
頁

（
（
）	「
暗
い
絵
の
構
図
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
七
年

（
（
）	

加
藤
信
朗
先
生
が
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
―
た
と
え
ば
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
録
』
講
義
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
六
年
、
第
二
講
「
第
一
巻

冒
頭
の
二
行
に
つ
い
て
」
―
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
り
、
冒
頭
部
は
い
つ
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

（
（
）	「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
見
た
最
晩
年
の
光
景
―
『
神
の
国
』
第
二
二
巻
を
中
心
に
」『
長
崎
純
心
大
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
号
、

二
〇
一
八
年
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（
10
）	「
暗
い
絵
の
構
図
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
七
年

（
11
）	

森
泰
男
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
パ
イ
デ
イ
ア
―
人
間
の
自
由
意
志
を
め
ぐ
る
対
立
と
和
解
の
試
み
」
九
州
大
学
哲
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
提
題
で
の

配
布
原
稿
、
二
〇
一
八
年
九
月
二
九
日

（
1（
）	
所
収
、S, T, 

デ
イ
ヴ
ィ
ス
『
神
は
悪
の
問
題
に
答
え
ら
れ
る
か
―
神
義
論
を
め
ぐ
る
五
つ
の
答
え
』
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年

（
1（
）	

書
評　

J.H
ick:  E

vil and the G
od of L

ove 1（（（

（（ nd ed.1（（（

）、
中
世
思
想
研
究
第
二
二
号
、
一
九
八
〇
年

（
1（
）	

私
は
以
下
の
研
究
を
参
照
し
た
。

	

宮
谷
宣
史
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
悪
の
問
題
」『
悪
の
意
味
―
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年

	

宮
谷
宣
史
「
人
間
と
悪
」『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
学
』
教
文
館
、
二
〇
〇
五
年

	

宮
谷
宣
史
先
生
の
研
究
の
意
義
は
自
身
に
よ
り
は
っ
き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
悪
の
問
題
を
論
じ
る
に

あ
た
り
、
洋
の
内
外
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ま
で
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
神
の
国
』
の
第
二
二
巻
二
二
章
以
下
に
焦
点
を
合

わ
せ
つ
つ
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
研
究
上
で
の
新
し
い
局
面
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
そ
れ
は
意
義
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
1（
）	「
深
淵
」
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
重
要
用
語
で
あ
り
、
人
間
の
心
の
奥
底
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。

	

た
と
え
ば
、『
告
白
』
で
は
、「
当
時
、
私
は
ま
だ
こ
れ
ら
の
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
よ
り
一
層
低
い
美
し
い
も
の
（pulchra inferiora

）

を
愛
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
深
淵
へ
と
落
ち
て
い
き
ま
し
た
（ibam

 in profundum

）」（『
告
白
』
四
・
一
三
・
二
〇
）。

	

も
う
一
箇
所
のprofundum

の
用
例
も
そ
の
少
し
後
に
見
ら
れ
る
。

	

「
人
間
そ
れ
自
身
が
大
い
な
る
深
淵
で
す
」（G

rande profundum
 est ipse hom

o.

）（『
告
白
』
四
・
一
四
・
二
二
）。

	

参
照
、
拙
論
「
淵
が
淵
を
呼
ぶ
―
『
告
白
』
一
三
・
一
三
・
一
四
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
』
第
七
号
、
二
〇
〇
三
年

（
1（
）	「
暗
い
絵
の
構
図
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
七
年

（
1（
）	「
暗
い
絵
の
構
図
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
七
年

（
1（
）	「
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
、
罰
を
こ
う
む
る
私
た
ち
の
醜
さ
に
お
い
て
（in nostrae poenae deform

itate

）、
経
験
し
て
い
ま
す
」（『
神
の
国
』
二
二
・

二
一
）。
そ
し
て
、
こ
の
「
罰
を
こ
う
む
る
私
た
ち
の
醜
さ
（nostra deform

itas

）」
と
対
比
し
て
、
詩
篇
二
六
・
八
を
引
用
し
て
、「
主
よ
、
私
は
あ

な
た
の
家
の
麗
し
さ
（decus dom

us tuae

）
を
愛
し
ま
し
た
」
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、「（
罰
を
こ
う
む
る
）
私
た
ち
の
醜
さ
（nostra deform

itas

）」
と
、「
あ
な
た
の
（
家
の
）
麗
し
さ
（decus dom

us tuae

）」
と
が
明
確
に

対
比
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

（
1（
）	
参
照
『
告
白
』
四
・
一
三
・
二
〇

（
（0
）	
参
照
、
山
田
晶
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
女
性
」『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
講
話
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
五
年

（
（1
）	「sero te am

aui

（『
告
白
』
一
〇
・
二
七
・
三
八
）
の
時
制
と
人
称
」『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
人
文
社
会
科
学
系II

、
第
六
六
集
、
二
〇
一
五
年

（
（（
）	 L

es C
onfessions, É

ditions G
allim

ard, 1（（（

（
（（
）	「
美
の
讃
歌
―C

onf.X
, （（ , （（	

―
」『
立
教
大
学
研
究
報
告
』〈
人
文
科
学
〉
第
（（
号
、
一
九
七
五
年
一
月
三
〇
日

（
（（
）	『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
語
論
』
創
文
社
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
頁
「
甫
め
て
の
愛
」

（
東
京
学
芸
大
学
・
哲
学　

特
任
教
授
）

　

テ
キ
ス
ト
お
よ
び
章
、
節
の
分
け
方
は
以
下
に
従
う
。B

. D
om

bart;  A
. K

alb, B
ibliotheca Teubneriana, E

ditio Q
uinta, Stuttgart 1（（1 . 

な
お
、C

orpus 

C
hristianorum

 Series L
atina X

LV
III, 1（（（ . 

とL
a C

ité de D
ieu, O

euvres de saint A
ugustin （（ , D

esclée de B
rouw

er, 1（（0

は
共
に
そ
れ
の
第
４
版
に

従
い
、
後
者
は
節
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
付
け
て
い
る
。

　

テ
キ
ス
ト
を
翻
訳
す
る
際
に
、
主
に
参
照
し
た
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
第
十
五
巻
『
神
の
国
』
教
文
館
、
一
九
八
三
年
で
あ
る
。
第
二
一
巻
を

岡
野
昌
雄
先
生
が
訳
さ
れ
、
第
二
二
巻
を
泉
治
典
先
生
が
訳
さ
れ
た
。

　

こ
の
両
先
生
と
加
藤
信
朗
先
生
（「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
聖
書
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
『
神
の
国
』
か
ら
の
視
点
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
』
第
七
号
、
新
世

社
、
二
〇
〇
三
年
）
に
、
私
は
個
人
的
に
も
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。

　

両
先
生
の
翻
訳
を
私
が
、
最
小
限
度
の
範
囲
内
で
、
や
む
を
え
ず
変
更
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
私
の
文
体
と
文
脈
に
合
わ
せ
る
た
め
で
あ
る
。




