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コ
ロ
ナ
―
人
類
・
ル
タ
ー
・
教
会

江
口　

再
起

一　

人
類
と
疫
病
―
神
の
被
造
世
界

　
　
　
　

１　

疫
病
史
観
／
２　

身
体
性
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
／
３　

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
リ
ズ
ム

二　

ル
タ
ー
と
疫
病
―
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
の
神
学

　
　
　
　

１　

ペ
ス
ト
の
時
代
／
２　

ペ
ス
ト
書
簡
／
３　

メ
メ
ン
ト
・
モ
リ

三　

教
会
と
疫
病
―
祈
り
と
隣
人
愛

　
　
　
　

１　

聖
書
か
ら
学
ぶ
／
２　

コ
ロ
ナ
禍
の
教
会
／
３　

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
時
代
と
教
会

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
千
年
あ
る
い
は
五
百
年
に
一
度
の
事
態
で
あ
ろ
う
。
フ
ク
シ
マ
（
原
発
事
故
）
と
コ
ロ
ナ

（CO
V

ID
-19

）
で
、
世
界
史
に
地
殻
変
動
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
全
世
界
の
す
べ
て
が
影
響
を
被
っ
た
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た

ち
は
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
入
っ
て
い
く
。
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
考
え
る
べ
き
こ
と
は
多
い
。
以
下
、
神
学
的
な
視
点
か
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ら
、
今
後
考
え
る
べ
き
こ
と
の
い
く
つ
か
を
、
覚
書
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

一　

人
類
と
疫
病
―
神
の
被
造
世
界

１　

疫
病
史
観

マ
ク
ニ
ー
ル　
　

歴
史
は
疫
病
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
か
か
る
疫
病
史
観
を
主
張
し
た
の
は
、
カ
ナ
ダ
出
身
の
シ
カ
ゴ
大
学
の

歴
史
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界
史
』（
一
九
七
六
年
）
で
あ
る（

１
）。

彼
は
あ
る
衝
撃
的
な
事
実
に
気
付
い
た
。
ス

ペ
イ
ン
人
に
よ
る
メ
キ
シ
コ
征
服
の
事
実
で
あ
る
。
一
六
世
紀
、
エ
ル
ナ
ン
ド
・
コ
ル
テ
ス
は
六
〇
〇
人
に
も
満
た
な
い
軍
隊
で
、

数
百
万
の
ア
ス
テ
カ
帝
国
を
征
服
し
た
。
そ
れ
は
従
来
、
西
洋
文
明
の
力
（
馬
や
火
器
と
い
う
圧
倒
的
な
武
器
）
の
故
と
説
明
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
人
が
持
ち
込
ん
だ
疫
病
（
天
然
痘
）
の
故
で
あ
っ
た
。
免
疫
を
持
っ
て
い
る
ス
ペ
イ

ン
人
は
死
な
な
か
っ
た
が
、
免
疫
を
持
っ
て
い
な
い
イ
ン
デ
ィ
オ
は
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
イ
ン
デ
ィ
オ
の
神
々
は
敗
北
し
、
侵
略
者

が
信
じ
て
い
た
神
（
キ
リ
ス
ト
教
の
神
）
が
勝
利
し
た
の
で
あ
る
。《
土
着
の
権
威
の
構
造
は
崩
壊
し
た
。
古
く
か
ら
の
神
々
は
そ

の
座
を
逐
わ
れ
た
か
に
思
え
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
師
が
誇
ら
し
げ
に
報
告
す
る
集
団
改
宗
も
、
こ
れ
以
上
な
い
好
条
件
に
恵
ま

れ
て
い
た
わ
け
だ（

２
）》。

こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
考
察
（
反
省
）
し
て
お
け
ば
、
そ
も
そ
も
「
伝
道
」
と
は
何
か
、
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
大
き
く
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
植
民
地
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
」
の
問
題
で
あ
り
、
信
仰
を
伝
え
る
（
改
宗
や
信
仰
継
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承
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
問
い
に
つ
な
が
る
。

ミ
ク
ロ
寄
生
と
マ
ク
ロ
寄
生　
　

マ
ク
ニ
ー
ル
は
こ
う
し
た
新
大
陸
の
事
実
か
ら
、
人
間
の
歴
史
を
大
き
く
把
え
直
す
。
彼
は
、

歴
史
の
全
て
の
動
き
を
、
食
物
連
鎖
と
そ
れ
に
連
動
す
る
寄
生
関
係
こ
そ
が
土
台
と
な
っ
て
い
る
、
と
把
え
た
。
こ
う
い
う
こ
と
で

あ
る
。
生
き
物
は
食
物
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
が
絶
対
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
食
物
連
鎖
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
保
た

れ
る
（
ち
な
み
に
、
人
類
は
そ
の
食
物
連
鎖
の
頂
点
に
立
っ
て
い
る
）。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
万
物
が
生
き
て
い
く
（
食
物
連

鎖
の
）
た
め
に
は
、「
寄
生
（parasitism

）」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
宿
主
（
食
物
の
保
有
者
）
と
寄パ
ラ
サ
イ
ト

生
体
が
生
じ
る
他
な

い
。
と
言
う
わ
け
で
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
、
マ
ク
ニ
ー
ル
が
言
う
に
は
、
次
の
二
つ
の
事
態
が
起
こ
る
。「
ミ
ク
ロ
寄
生
（m

icro 

parasitism

）」
と
「
マ
ク
ロ
寄
生
（m
acro parasitism

）」
で
あ
る
。
マ
ク
ニ
ー
ル
は
こ
の
二
つ
の
寄
生
関
係
に
よ
っ
て
人
類
史

が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
が
、「
ミ
ク
ロ
寄
生
」
と
は
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
菌
や
ウ
ィ
ル
ス
が
宿
主
（
人
体
）
に
寄
生
す
る

こ
と
で
あ
り
、
寄
生
体
と
宿
主
の
間
に
互
恵
関
係
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
た
破
滅
的
関
係
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
疫
病
（
感
染

症
）
の
発
生
で
あ
り
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
の
蔓
延
も
そ
う
で
あ
る
。
他
方
、「
マ
ク
ロ
寄
生
」
と
は
、
人
間
同
士
に

お
け
る
寄
生
関
係
で
あ
り
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
食
物
や
定
住
を
め
ぐ
る
協
力
や
争
い
、
つ
ま
り
経
済
・
政
治
・
軍
事
の
関
係
、
総

じ
て
社
会
の
形
成
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宿
主
と
寄
生
体
の
間
に
は
、
生
物
的
な
、
ま
た
社
会
的
な
バ
ラ
ン
ス
が

不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
。
宿
主
と
寄
生
体
と
が
、
な
か
な
か
「
共
生
」
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
生エ

コ
ロ
ジ
ー

態
学
的
危
機
を
生
み
、
戦
争
や
原
発
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。

さ
て
本
論
考
の
テ
ー
マ
で
あ
る
疫
病
、
つ
ま
り
「
ミ
ク
ロ
寄
生
」
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
言
え
ば
、
人
類
は
こ
の
寄
生
関
係
の
中
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で
、
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
考
え
る
な
ら
ば
、
要
注
意
で
あ
る
。

実
際
、
マ
ク
ニ
ー
ル
も
こ
の
書
物
の
末
尾
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。《
創
意
と
知
識
と
組
織
が
い
か
に
進
歩
し
よ
う
と

も
、
寄
生
す
る
形
の
生
物
の
侵
入
に
対
し
て
人
類
が
き
わ
め
て
脆
弱
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
覆
い
隠
せ
る
も
の
で
は
な

い
。
人
類
の
出
現
以
前
か
ら
存
在
し
た
感
染
症
は
人
類
と
同
じ
だ
け
生
き
続
け
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
間
、
こ
れ
ま
で
も

ず
っ
と
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
類
の
歴
史
の
基
本
的
な
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
決
定
要
因
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う（

３
）》。

２　

身
体
性
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル　
　

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
全
世
界
的
規
模
で
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
に
甚
大
な
影
響
を
与
え

た
。
今
ま
で
日
常
（
正
常
）
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
。
人
と
は
な
る
だ
け
会
わ
な
い
よ
う
に
、
顔
は
マ

ス
ク
で
隠
す
よ
う
に
！
「
異
常
」
な
事
態
の
中
で
生
き
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
危
機

が
終
わ
っ
て
も
、
そ
れ
以
前
の
「
正
常
」
が
戻
っ
て
く
る
と
は
限
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
文
明
史
家
Ｊ
・
ア
タ
リ
は
次
の
よ
う
に
言

う
。《
た
と
え
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
自
然
に
、
あ
る
い
は
治
療
薬
や
ワ
ク
チ
ン
の
お
か
げ
で
魔
法
の
よ
う
に
急
速
に
終
息
し
た
と

し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
以
前
の
世
界
に
戻
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い（

４
）》。

む
し
ろ
危
機
は
、
そ
れ
に
適
応
し
よ
う
と
す

る
社
会
に
大
き
な
不
可
逆
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
、
危
機
が
過
ぎ
去
っ
て
も
、
古
い
正
常
は
戻
ら
ず
、「
新
し
い
正
常
（
日
常
）」
が

始
ま
る
…
…
。
こ
れ
が
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
。
密
は
避
け
よ
、
人
と
は
会
わ
な
い
よ
う
に
、
会
食
な
ど
厳
禁
、
マ
ス
ク
で
顔
を
隠
せ
。
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つ
ま
り
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
一
時
的
な
こ
と
で
あ
る
に
せ
よ
、
人
類
が
有
史
以
来
、
楽
し
さ
や
幸
福
の
源
泉
と
し
て
き
た
こ
と
の
否

定
で
あ
る
。
い
っ
た
い
マ
ス
ク
と
は
何
か（

５
）。

Ｊ
・
ア
タ
リ
は
「
マ
ス
ク
の
起
源
」
を
問
う
て
、
そ
れ
を
エ
ジ
プ
ト
の
ミ
イ
ラ
の
仮マ

ス
ク面
に
ま
で
遡
り
、
死
（
そ
し
て
不
死
）
の
イ

メ
ー
ジ
を
探
り
当
て
て
い
る（

６
）。

あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
Ｇ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
論
考
「
顔
と
マ
ス
ク
」
で
、
マ
ス
ク
の
強
制
着

用
を
問
題
視
し
、
共
同
性
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
土
台
と
し
て
「
顔
の
公
開
性
」
を
主
張
し
て
い
る（

７
）。
更
に
こ
の
問
題
は
フ
ラ

ン
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
Ｅ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
顔
」
の
倫
理
学
に
ま
で
つ
な
が
る
。《「
汝
、
殺
す
な
か
れ
」
と
語
る
と
こ
ろ
に
、

顔
の
意
味
が
あ
る（

８
）》。

し
か
し
、
そ
の
顔
が
マ
ス
ク
で
隠
さ
れ
る
。

顔
を
隠
す
。
接
触
を
避
け
る
。
こ
れ
は
ま
た
神
の
問
題
で
も
あ
る
。
顔
を
隠
す
神
、
つ
ま
り
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
か
ら
ル
タ
ー
に

ま
で
至
る
「
隠
れ
た
る
神
（D

eus absconditus

）」
の
問
題
で
あ
る
。
更
に
接
触
の
問
題
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
復
活
の
イ
エ
ス

の
言
葉
「
我
に
触
れ
る
な
（
ノ
リ
・
メ
・
タ
ン
ゲ
レ
）」（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
二
〇
章
17
節
）。「
空
虚
な
墓
」
の
前
で
の
、
マ
グ
ダ
ラ
の

マ
リ
ア
に
か
け
た
復
活
の
イ
エ
ス
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主

義
哲
学
者
Ｓ
・
ジ
ジ
ェ
ク
や
社
会
学
者
大
澤
真
幸
が
コ
ロ
ナ
に
関
連
さ
せ
て
、
こ
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
言
及
し
て
い
る
。
詳
し
く
は

論
述
で
き
な
い
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
両
者
と
も
、
こ
の
「
ノ
リ
・
メ
・
タ
ン
ゲ
レ
」
か
ら
逆
説
的
に
む
し
ろ
愛
の
普
遍
性
を
導

き
だ
す
。《
キ
リ
ス
ト
は
、
信
者
の
間
に
愛
が
あ
る
時
に
は
、
い
つ
も
自
分
は
そ
こ
に
い
る
と
答
え
た
。
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
人

と
し
て
で
は
な
く
、
人
々
の
間
の
愛
や
連
帯
の
絆
と
し
て
存
在
す
る
。
だ
か
ら
、「
我
に
触
れ
る
な
。
愛
の
精
神
を
も
っ
て
他
者
に

触
れ
、
他
者
と
関
わ
り
な
さ
い（

９
）」》。
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身
体
性
（
い
ま
・
こ
こ
）　　

さ
て
話
を
も
う
一
度
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
次
元
に
も
ど
せ
ば
、
人
と
会
う
な
に
せ
よ
、
顔
を
覆
え

に
せ
よ
、
そ
こ
で
は
生
身
の
人
間
が
消
え
て
い
く
。
つ
ま
り
、
こ
の
問
題
と
は
、
あ
る
意
味
煎
じ
詰
め
れ
ば
、「
身
体
性
」
の
問
題

で
も
あ
る
。
身
体
性
と
は
、「
い
ま
・
こ
こ
」
に
現
に
生
き
て
い
る
生
身
の
人
間
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
更
に
言
え
ば
、
身
体

を
も
っ
た
人
間
と
は
「
い
ま
・
こ
こ
」
と
い
う
直
接
的
・
有
限
的
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
最

も
鋭
く
問
わ
れ
た
問
題
と
は
、
快
適
（
？
）
な
部
屋
（
オ
フ
ィ
ス
）
に
座
っ
て
頭
と
手
先
を
使
っ
て
仕
事
を
す
る
「
テ
レ
ワ
ー
ク
」

と
の
対
比
で
、
い
さ
さ
か
不
快
な
条
件
の
下
、
汗
水
た
ら
し
て
全
身
を
使
っ
て
働
く
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」
の
問
題
で
あ

る
。
医
療
、
都
市
の
清
掃
、
小
売
業
、
農
家
、
介
護
施
設
、
障
害
者
へ
の
援
助
、
子
ど
も
食
堂
な
ど
な
ど
、
決
し
て
テ
レ
ワ
ー
ク
で

は
事
は
す
す
ま
な
い
。
遠
く
（t

テ
レ

ele
）
離
れ
た
と
こ
ろ
で
操
作
し
て
事
が
す
す
む
テ
レ
フ
ォ
ン
や
テ
レ
ビ
か
ら
始
ま
っ
て
最
近
の
Ｉ

Ｔ
（
高
度
情
報
技
術
シ
ス
テ
ム
）
を
駆
使
し
たzoom

な
ど
の
テ
レ
ワ
ー
ク
。
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
と

テ
レ
ワ
ー
ク
と
の
間
に
き
わ
め
て
大
き
な
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
汗
水
を
た
ら
し
て
働
く

と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
い
ま
・
こ
こ
」
で
、
こ
の
体
か
ら
流
れ
で
る
汗
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
が
な
け
れ
ば
、
人
間
の
生
活
も
社
会
も
一
日
た
り
と
も
成
り
立
た
な
い
。
ま
さ
に
生
身
の
身
体
を
使
う
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
（essential-w

ork

）
の
エ
ッ
セ
ン
と
は
「
本
質
」、
す
な
わ
ち
人
間
に
と
っ
て
「
不
可
欠
」
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
礼
拝
共
同
体
と
し
て
の
教
会
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍

で
教
会
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
は
、
礼
拝
を
ど
う
す
る
か
、
で
あ
っ
た
。
従
来
通
り
の
生
身
の
体
が
存
在
す
る
「
対
面
礼
拝
」
か
、

会
衆
不
在
の
会
堂
か
ら
の
Ｉ
Ｔ
を
使
っ
た
「
オ
ン
ラ
イ
ン
（
リ
モ
ー
ト
）
礼
拝
」
か
。
こ
の
難
局
を
ど
ち
ら
の
や
り
方
で
乗
り
切
る

の
か
。
だ
が
、
果
た
し
て
こ
の
二
者
択
一
で
問
題
は
解
決
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
で
更
に
考
え
て
み
た
い
。
し
か
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し
、
こ
こ
で
一
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
最
大
の
問
題
は
、
礼
拝
の
や
り
方
如
何
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
く
、
教
会

と
い
う
存
在
が
本
当
に
こ
の
世
界
に
と
っ
て
「
不エ

ッ
セ
ン
シ
ャ
ル

可
欠
」
の
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
ま
さ
に
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
存
在
理
由
）
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
（
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
）　　

身
体
性
を
特
徴
づ
け
る
「
い
ま
・
こ
こ
」
の
対
極
に
あ
る
の
が
、「
い
つ
で

も
・
ど
こ
で
も
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
と
い
う
こ
と
が
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
今
日

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
（
正
確
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
社
会
）
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
は
改
め
て
言
う
ま

で
も
な
く
、
科
学
技
術
と
り
わ
け
電
子
技
術
の
進
展
に
よ
っ
て
、
人
、
物
、
金
、
知
識
（
情
報
）
が
、
全
世
界
を
高
速
で
流
通
移
動

す
る
経
済
中
心
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
そ
し
て
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
し
た
最
大
の
要
因
の
一
つ
は
、

こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
移
動
の
一
つ
と
し
て
野
生
動
物
（
た
と
え
ば
コ
ウ
モ
リ
）
の
中

に
静
か
に
寄
生
し
て
い
た
ウ
ィ
ル
ス
が
、
人
間
の
侵
入
に
よ
っ
て
逆
に
人
間
圏
に
解
き
放
た
れ
、
そ
の
ウ
ィ
ル
ス
が
人
の
高
速
移
動

に
よ
っ
て
全
世
界
に
拡
散
さ
れ
た
の
で
あ
る）

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
経
済
）
で
な
く
乳
児
死
亡
率
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ソ

連
邦
の
崩
壊
等
を
予
言
分
析
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
人
口
学
者
Ｅ
・
ト
ッ
ド
は
、
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
《
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
対

す
る
最
後
の
審
判
》
と
い
う）

11
（

。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
脆
弱
性
の
露
呈
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
特
徴
づ
け
る
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
と
い
う
い
わ
ば
無
限
性
（
全
能
性
）
は
、「
い

ま
・
こ
こ
」
と
い
う
人
間
の
最
大
の
条
件
た
る
身
体
性
の
も
つ
有
限
性
と
は
大
き
な
齟
齬
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
は
、
身
体
性
を
欠
く
こ
と
と
親
和
性
の
高
い
遠
隔
（
テ
レ
）
操
作
に
よ
る
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
（
仮
想
現
実
）
と
歩
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調
が
合
う
。
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
の
場
合
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
の
電
子
技
術
に
よ
っ
て
現
実
に
存
在
し
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
仮
想
上
、
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
臨
場
感
が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
が
る
社
会
の
こ
と
を
ユ
ビ
キ
タ
ス
社
会
と
も
い
う
。
全
能
感
に
満
ち
た
便
利
な
社
会
（
？
）
だ
と
い
わ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
せ
よ
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
に
せ
よ
、
ユ
ビ
キ
タ
ス
社
会
に
せ
よ
、
見
方
に
よ
っ
て

は
プ
ラ
ス
も
あ
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ス
も
あ
る
。
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
そ
の
負
の
側
面
が
最
大
限
、
露
呈
し
た
と
言
え
よ
う）

11
（

。

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
神
学　
　

こ
う
し
た
現
に
進
行
し
て
い
る
負
性
を
帯
び
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
（
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ

テ
ィ
、
ユ
ビ
キ
タ
ス
社
会
）
に
対
し
て
、
そ
う
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
そ
の
更
に
奥
に
あ
る
、
い
う
な
れ
ば
も
う
一
つ
の
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
も
う
一
つ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
は
、
神
の
共
生
的
被
造
世
界
の
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
の
糸
口
の
一
端
を
神
学
的
に
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
（virtual reality

）。
ふ
つ
う
「
仮
想
現
実
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
バ
ー
チ
ャ
ル

（virtual, virtuell

）
と
い
う
言
葉
に
は
、
も
と
も
と
「
潜
在
」
と
「
仮
想
」
と
い
う
こ
の
二
つ
の
意
味
が
重
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
フ
ラ
ン
ス
の
情
報
工
学
者
Ｐ
・
ケ
オ
ー
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
バ
ー
チ
ャ
ル
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
のvirtus

で
あ
り
、
そ
れ
は

「
力
」・「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
意
味
す
る
が
、「
樫
の
木
は
、
ド
ン
グ
リ
の
中
に
バ
ー
チ
ャ
ル
に
存
在
し
て
い
る）

11
（

」
と
い
う
よ
う
に
、

バ
ー
チ
ャ
ル
と
は
あ
る
も
の
を
そ
の
よ
う
に
あ
ら
し
め
る
潜
在
的
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
バ
ー
チ
ャ

ル
（
潜
在
的
能
力
）
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
リ
ア
ル
（
現
実
）
よ
り
も
よ
り
根
源
的
な
存
在
で
あ
る
と
さ
え
言
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
の
把
え
方
の
、
神
学
的
な
表
現
の
一
つ
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
餐
論
で
あ
る
「
バ
ー
チ
ャ
リ
ズ
ム
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（V
irtualism

）」
で
あ
ろ
う
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
聖
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
は
、
聖
霊
の
力
（virtue

）
に
よ
っ
て
起
こ
る

と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
の
身
体
は
（
ル
タ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
聖
餐
の
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
の
中
に
あ
る

の
で
は
な
く
）
あ
く
ま
で
天
に
あ
る
が
、
聖
霊
（
の
力
）
が
会
衆
を
天
国
で
の
キ
リ
ス
ト
と
の
会
食
へ
と
招
き
引
き
上
げ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
聖
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
が
あ
る
。
霊
的
現
臨
で
あ
る
。

で
は
ル
タ
ー
は
ど
う
か
。
そ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
ユ
ビ
キ
タ
ス
（ubiquitous

）
で
あ
る
。
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
、「
遍
在

（
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
在
る
）」
と
い
う
意
味
だ
が
、
ル
タ
ー
派
の
聖
餐
論
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
（
遍
在
論
）。
復
活
の
キ
リ

ス
ト
の
身
体
は
天
の
み
で
な
く
、
聖
餐
の
パ
ン
・
ブ
ド
ウ
酒
の
中
に
も
、
つ
ま
り
ど
こ
に
で
も
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

ル
タ
ー
は
、「
こ
れ
は
私
の
体
で
あ
る
」（
マ
ル
コ
福
音
書
一
四
11
）
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
に
固
執
し
た
の
で
あ
る
。
聖
餐
論
に

つ
い
て
は
後
で
更
に
考
察
し
た
い
。
と
も
あ
れ
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
せ
よ
、
ユ
ビ
キ
タ
ス
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
神
学

的
な
含
意
が
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
餐
論
に
お
い
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
聖
霊
と
潜
在
的
な
力
、
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
に
お
い
て

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
身
体
性
（
い
ま
・
こ
こ
）
と
遍
在
性
（
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
）
の
一
致
。
こ
う
し
た
神
学
的
視
点
を
も
含

め
て
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
の
未
来
の
教
会
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
更
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

３　

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
リ
ズ
ム

ウ
ィ
ル
ス　
　

生
物
学
者
福
岡
伸
一
が
、
コ
ロ
ナ
に
対
し
て
無
駄
な
抵
抗
な
ど
や
め
よ
と
、
驚
く
べ
き
言
い
方
を
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
も
、
や
が
て
い
つ
か
は
ふ
つ
う
の
風
邪
ウ
ィ
ル
ス
と
な
る
だ
ろ
う
。
長
い
時
間
を
か
け
て
、
リ
ス
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ク
を
受
容
し
つ
つ
ウ
ィ
ル
ス
と
の
「
動
的
平
衡
」
を
目
指
す
し
か
な
い
。
従
っ
て
ウ
ィ
ル
ス
を
Ａ
Ｉ
や
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
で
封
じ

込
め
よ
う
な
ど
と
い
う
無
駄
な
抵
抗
は
や
め
よ
、
と
言
う
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

福
岡
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ス
は
、
生
物
と
無
生
物
の
あ
い
だ
の
存
在
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ド
ー
キ

ン
ス
の
よ
う
な
利
己
的
遺
伝
子
論
的
な
自
己
複
製
だ
け
を
し
て
い
る
利
己
的
な
存
在
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ウ
ィ
ル
ス
は
利
他
的
な
存

在
で
す
ら
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ル
ス
は
宿
主
（
人
間
な
ど
）
に
寄
生
し
て
一
方
的
に
襲
撃
（
病
気
や
死
）
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
宿
主
が
積
極
的
に
ウ
ィ
ル
ス
を
招
き
入
れ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
の
だ
。
な
ぜ
か
。
長
い
が
引
用
し
よ
う
。

《
ウ
ィ
ル
ス
は
構
造
の
単
純
さ
ゆ
え
、
生
命
発
生
の
初
源
か
ら
存
在
し
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
進
化
の
結
果
、
高
等

生
物
が
登
場
し
た
あ
と
、
は
じ
め
て
ウ
ィ
ル
ス
は
現
れ
た
。
高
等
生
物
の
遺
伝
子
の
一
部
が
、
外
部
に
飛
び
出
し
た
も
の
と
し

て
。
つ
ま
り
、
ウ
ィ
ル
ス
は
も
と
も
と
私
た
ち
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
家
出
し
、
ま
た
ど
こ
か
か
ら
流
れ
て
き
た
家
出
人
を

宿
主
は
優
し
く
迎
え
入
れ
て
い
る
の
だ
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
ウ
ィ
ル
ス
こ
そ
が
進
化
を
加
速

し
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
親
か
ら
子
に
遺
伝
す
る
情
報
は
垂
直
方
向
に
し
か
伝
わ
ら
な
い
。
し
か
し
ウ
ィ
ル
ス
の
よ
う
な
存
在
が

あ
れ
ば
、
情
報
は
水
平
方
向
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
種
を
超
え
て
さ
え
伝
達
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ウ
ィ
ル
ス
と
い
う
存
在
が

進
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
温
存
さ
れ
た
の
だ
。
…
…
か
く
し
て
、
ウ
ィ
ル
ス
は
私
た
ち
生
命
の
不
可
避
的
な
一
部
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
そ
れ
を
根
絶
し
た
り
撲
滅
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
も
、
こ
れ
か
ら
も
ウ
ィ
ル
ス
を
受
け
入

れ
、
共
に
動
的
平
衡
を
生
き
て
い
く
し
か
な
い）

11
（

》。
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共
に
動
的
平
衡
を
生
き
よ
、
と
福
岡
は
言
う
。
ま
さ
に
ウ
ィ
ズ
・
コ
ロ
ナ
（w

ith corna

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
共
生
」
の
問
題
で

あ
る
。

共
生
（
棲
み
分
け
）　　

共
生
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
単
純
に
寄
り
集
ま
っ
て
生
き
る
、
あ
る
い
は
仲
良
く
生
き
る
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
様
々
な
把
え
方
が
あ
る
。
共
生
し
て
共
に
利
が
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
一
方
に
利
が
あ
り

他
方
に
害
が
あ
る
場
合
も
現
実
に
あ
る
。
一
見
、
ウ
ィ
ル
ス
の
寄
生
は
ま
さ
に
そ
う
な
の
だ
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
は
「
汝
の
敵
を
愛

せ
」
と
語
っ
た
（
マ
タ
イ
福
音
書
五
11
）。
敵
と
の
共
生
。
そ
の
真
意
は
何
か
。
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
い
。
本
当
は
あ
る
事
柄

の
多
面
的
な
あ
り
方
だ
が
、
そ
こ
を
あ
え
て
わ
か
り
や
す
く
時
の
流
れ
に
沿
っ
た
言
い
方
で
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
一
つ
に
な
る

（
あ
る
い
は
一
つ
で
あ
る
）、
そ
れ
は
多
分
に
寄
生
（
パ
ラ
サ
イ
ト
）
の
形
を
と
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
つ
の
集
ま
り
は
微
妙
に
分
か

れ
る
。
自
立
（
主
体
的
独
立
）
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
の
事
態
を
「
棲
み
分
け
」
と
表
現
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
寄
生
、
棲
み
分
け

と
辿
っ
て
最
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
し
た
姿
で
、
し
か
し
一
つ
と
な
る
。
自
立
し
て
共
に
生
き
る
。
つ
ま
り
「
自
立
共
生
」
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
共
生
な
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
人
が
親
に
寄
生
し
た
子
供
か
ら
、
青
年
と
し
て
自
立
し
、
そ
し
て
や
が

て
大
人
と
し
て
自
立
共
生
を
生
き
る
よ
う
に
、
で
あ
る
。

「
寄
生
」
の
典
型
は
、
ウ
ィ
ル
ス
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ス
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
考
え
て
み
た
。
そ
こ
で
、
次
の
「
棲
み
分
け
」
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。「
棲
み
分
け
」
は
、
生
態
学
者
今
西
錦
司
が
加
茂
川
に
生
息
す
る
カ
ゲ
ロ
ウ
を
観
察
し
て
い
る
中
で
考
え

だ
し
た
概
念
で
あ
る
が
、
異
な
る
種
ど
う
し
が
、
あ
る
い
は
同
じ
種
に
属
す
る
個
体
ど
う
し
が
、
対
立
し
つ
つ
も
互
い
に
補
い
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
（
動
的
平
衡
！
）、
生
活
の
場
所
を
そ
れ
ぞ
れ
に
維
持
し
つ
つ
共
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
生
活
の
場
所
を
そ
れ
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ぞ
れ
に
維
持
し
つ
つ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
距
離
（
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
）
が
あ
る
こ
と
が
大

事
な
の
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
一
時
的
な
、
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
で
は
な
い
。
も
っ
と
深
い
デ
ィ
ス
タ
ン

ス
で
あ
る
。
実
際
、
野
生
動
物
と
文
明
社
会
と
の
間
に
、
こ
の
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
が
と
れ
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
「
棲
み
分
け
」

が
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
棲
み
分
け
」、
つ
ま
り
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
こ
そ
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。「
適
切
な
距
離
」
を
め
ぐ
っ
て
、
宗
教
人
類
学
者
の
中
沢
新

一
が
語
っ
て
い
る
。《
現
代
世
界
は
、
距
離
を
縮
め
た
り
、
距
離
を
無
化
す
る
技
術
を
開
発
し
て
き
た
》。
電
子
機
器
に
よ
る
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、《
人
間
と
自
然
と
の
間
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
適
切
な
距
離
の
創
出
に
失
敗
し
た
》。
コ
ロ
ナ
・
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
世
界
に
必
要
な
の
は
「
適
切
な
距
離
の
思
考
に
も
と
づ
い
た
世
界
構
想
」
で

あ
る
が
、「
す
き
ま
」
の
思
想
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
で
あ
ろ
う
か
。
中
沢
は
次
の
よ
う
に
言

う
、《
私
は
私
の
ま
ま
で
他
者
で
あ
る）

11
（

》。
こ
れ
が
、
適
切
な
距
離
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

更
に
、
Ｉ
・
イ
リ
イ
チ
か
ら
学
ん
で
み
よ
う
。「
自
立
共
生
（
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ
、conviviality

）」
で
あ
る
。
イ
リ
イ

チ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
出
身
の
社
会
思
想
家
。
六
〇
年
代
以
降
、
西
欧
技
術
文
明
を
激
し
く
批
判
（
脱
学
校
、
脱
交
通
、
脱
医
療
）。

彼
は
、
現
代
の
産
業
主
義
的
な
生
に
対
し
て
、
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ル
な
生
を
主
張
。
こ
の
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉

は
、
今
日
、
辞
書
的
に
は
「
仲
間
ど
お
し
の
饗
宴
」、「
宴
会
気
分
」
と
い
う
程
の
意
味
だ
が
、
イ
リ
イ
チ
は
そ
れ
を
「
節
度
あ
る
楽

し
み
」
の
意
味
合
い
を
生い

か

し
て
使
う
。
つ
ま
り
、
イ
リ
イ
チ
的
に
言
え
ば
、
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、《
各
人
の
あ
い
だ
の

自
立
的
で
創
造
的
な
交
わ
り
》
で
あ
り
、
か
つ
《
人
間
的
な
相
互
依
存
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
た
個
的
自
由
》
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

自
立
と
相
互
依
存
。
ま
さ
に
こ
れ
が
「
自
立
共
生
」
で
あ
る）

17
（

。
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と
こ
ろ
で
、
イ
リ
イ
チ
は
も
と
も
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
メ
キ
シ
コ
で
活
動
す
る
中
で
、

解
放
の
神
学
の
一
翼
を
荷
い
、
司
祭
職
を
辞
し
た
。
そ
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
解
放
の
神
学
は
、
も
と
も
と
あ
る
草
の
根
の
基
礎

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
生
活
感
情
を
最
も
大
切
な
も
の
と
主
張
し
た
が
、
そ
れ
を
表
す
ス
ペ
イ
ン
語
は
「
共
生
（convivencia

）」
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
を
深
め
拡
張
し
て
考
え
た
Th
・
ズ
ン
ダ
ー
マ
イ
ヤ
ー
は
、
こ
れ
こ
そ
が
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
基
底
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る）

11
（

。
と
言
う
こ
と
は
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
こ
そ
、
明
日
の
キ
リ
ス
ト
教
の
最
も
大
き
な
課
題
の
一
つ
だ
が
、
そ
の
エ

キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
に
は
、
教
会
間
あ
る
い
は
宗
教
間
対
話
・
実
践
を
越
え
た
、
も
っ
と
大
き
な
射
程
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
被
造
物
全

体
の
共
生
で
あ
る
。

ハ
ラ
リ
と
パ
ス
カ
ル　
　

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
世
界
を
、
ど
う
生
き
る
の
か
。
わ
た
し
た
ち
の
明
日
の
生
活
、
新
し
い
日
常

（
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
）
は
ど
う
な
る
の
か
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
コ
ロ
ナ
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
わ
た
し
た
ち
人
間

は
、
い
つ
か
究
極
的
に
は
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
（H

om
o D

eus

）
に
な
る
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
家
Ｙ
・
Ｎ
・
ハ
ラ
リ
は
言
う
。
ハ

ラ
リ
仮
説
で
あ
る
。
彼
の
世
界
的
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
サ
ピ
エ
ン
ス
全
史
』
に
よ
れ
ば
、
人
類
は
認
知
革
命
（
言
葉
の
使
用
）、
農
業

革
命
、
科
学
革
命
を
経
て
、
い
ろ
い
ろ
紆
余
曲
折
は
あ
る
も
の
の
飢
餓
・
疫
病
・
戦
争
を
つ
い
に
克
服
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ

の
続
編
『
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
』
で
は
、
や
が
て
遠
い
未
来
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
つ
か
Ａ
Ｉ
と
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
の
融
合
に
よ
っ
て
ホ

モ
・
デ
ウ
ス
（
神
人
）
に
な
っ
て
い
く
と
説
く）

11
（

。
も
ち
ろ
ん
警
告
を
は
ら
ん
だ
戯
画
で
あ
ろ
う
（
？
）。
し
か
し
、
こ
の
予
言
は
見

事
に
外
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
。
そ
も
そ
も
ウ
ィ
ル
ス
の
根
絶
は
疑
問
。
む
し
ろ
ウ
ィ
ズ
・
コ

ロ
ナ
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
棲
み
分
け
的
な
ウ
ィ
ル
ス
と
の
共
生
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
神
学
的
に
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言
え
ば
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
概
念
に
は
注
意
を
要
す
る
。
キ
リ
ス
ト
と
は
何
か
、
を
問
う
た
「
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
」（
四
五
一
年
）
の
結

論
は
“V

ere D
eus, vere hom

o

（
真
の
神
に
し
て
真
の
人
）”、
つ
ま
り
「H

om
o D

eus

（
神
人
）」
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
両
性

論
で
あ
る
。
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
神
が
人
に
な
る
（
受
肉
）、
つ
ま
り
神
の
恵
み
が
人
に
贈
与
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
人
が
神
に
な
る
」
の
で
は
な
く
、「
神
が
人
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
ハ
ラ
リ
仮
説
の
ち
ょ
う
ど
逆
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
こ
こ
で
も
う
一
度
、
話
を
明
日
の
「
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
」
に
も
ど
そ
う
。
ド
イ
ツ
に
在
住
し
て
ド

イ
ツ
語
と
日
本
語
で
詩
や
小
説
を
創
作
し
て
い
る
多
和
田
葉
子
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
今
後
、
世
界
は
ど
う
な
る
の

か
。《
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
一
度
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
。
失
っ
た
こ
と
で
気
付
か
さ
れ
た
価
値
あ
る
も
の
を
、
ゆ
っ
く
り

と
一
つ
一
つ
選
び
直
し
て
い
く
。
本
当
に
ほ
し
い
も
の
、
出
会
い
た
い
人
、
行
き
た
い
旅
を
じ
っ
く
り
と
選
ん
で
い
く
。
そ
う
や
っ

て
人
々
が
選
び
直
し
た
先
に
あ
る
世
界
は
、
コ
ロ
ナ
前
と
は
違
う
、
も
う
少
し
静
か
な
世
界
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
…
…
ド
イ
ツ
語
で
言
え
ば
、
…
…
心
の
静
け
さ
を
指
すruhi

）
11
（g

》。

ruhig

。
こ
の
静
か
な
世
界
に
比
べ
れ
ば
、
Ａ
Ｉ
と
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
の
融
合
は
、
実
に
騒
が
し
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
ハ
ラ

リ
的
日
常
は
心
や
す
ま
ら
ず
騒
が
し
い
。
し
か
し
、
一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
パ
ス
カ
ル
は
、
死
と
悲
惨
を
避
け
よ
う
と
気

晴
ら
し
に
没
頭
す
る
わ
れ
わ
れ
人
間
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。《
人
間
の
不
幸
は
、
た
だ
一
つ
の
こ
と
、
一
つ
の
部
屋
に
落
ち

着
い
て
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
や
っ
て
く
る）

11
（

》。
一
つ
の
部
屋
に
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
。
ま
さ
に
「
ス
テ
イ
・
ホ
ー

ム
（stay hom

e

）」
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
的
日
常
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
パ
ス
カ
ル
対
ハ
ラ
リ
！　

明
日
の
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
？　

わ
た
し
は
静
か
な
部
屋
で
『
パ
ン
セ
』
を
読
ん
で
い
た
い
…
…
。
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ゲ
ラ
ッ
セ
ン
ハ
イ
ト　
　

と
は
い
え
、
部
屋
の
窓
を
開
け
、
も
う
少
し
ば
か
り
遠
く
へ
と
視
線
を
向
け
て
み
よ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル

資
本
主
義
を
ど
う
す
る
か
。
た
と
え
ば
大
澤
真
幸
は
「
世
界
共
和
国
」
に
向
か
う
他
な
い
と
い
う）

11
（

。
ま
た
Ｇ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
今
回

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
際
し
て
一
貫
し
て
国
家
に
よ
る
行
動
統
制
（
監
視
！
）
と
自
粛
路
線
を
批
判
し
続
け
、
大
方
か
ら
顰
蹙
を
買
っ

て
い
る
が
、
そ
の
批
判
の
根
元
に
は
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
生
政
治
（biopolitique

）・
生
権
力
（biopouvior

）」
の
問
題
が
あ

る
。
そ
れ
は
従
来
の
、
人
々
を
乱
暴
に
「
殺
す
」
権
力
で
な
く
、
む
し
ろ
人
々
の
健
康
を
丁
寧
に
管
理
促
進
さ
せ
る
「
生
か
す
」
権

力
で
あ
る
。
近
現
代
に
お
け
る
統
治
権
力
の
あ
り
方
の
変
化
。
し
か
し
、
殺
す
に
せ
よ
、
生
か
す
に
せ
よ
、
人
を
監
視
抑
圧
す
る
権

力
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
、
人
が
隣
り
人
と
抑
圧
関
係
で
な
く
、
共
に
、
し
か
も
生
々
と
生
き
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
。
そ
こ
が
、
や
は
り
一
番
大
事
な
の
で
あ
る
。

更
に
共
生
と
言
え
ば
、
原
子
力
（
原
爆
と
原
発
）
の
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
原
子
力
と
人
類
は
、
あ
る
意
味
、
究
極
的
に
共
存

（
共
生
）
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
こ
と
を
一
番
最
初
に
、
そ
し
て
一
番
深
く
問
う
た
の
は
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
る
。
彼

は
こ
の
問
題
を
「
技
術
（
テ
ク
ネ
ー
）」
の
問
題
と
し
て
把
え
、
つ
い
に
原
子
力
技
術
に
ま
で
行
き
着
い
た
近
代
技
術
を
不
気
味
な

「
ゲ
シ
ュ
テ
ル
（Ge-stell

、
総
か
り
立
て
体
制
）」
と
把
え
る
。
そ
こ
で
は
人
類
は
生
き
て
い
け
な
い
。
で
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い

の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
ゲ
ラ
ッ
セ
ン
ハ
イ
ト
（Gelassenheit

）」
と
言
う
。
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
用
語
で
あ
る
。
日
本
語
で
は
禅
仏
教
の
用
語
を
借
り
て
「
放
下
」
と
訳
さ
れ
た
り
す
る
が
、
そ
の
意
味
は
落
ち
着
い
て
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
く
（
平
静
さ
、
待
つ
こ
と
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
る
で
禅
問
答
の
よ
う
な
感
じ
も
す
る
が
、
何
も
せ
ず
放
っ
て
お

く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、
神
に
深
く
信
頼
し
て
深
く
待
つ
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
乙
女
マ
リ
ア
が
受

胎
を
告
知
し
た
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
「
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
成
り
ま
す
よ
う
に
（Let it be!

）」（
ル
カ
福
音
書
一
11
）
と
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言
っ
た
よ
う
に
で
あ
る）

11
（

。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ル
タ
ー
学
者
Ｒ
・
ベ
イ
ン
ト
ン
は
、
ル
タ
ー
は
わ
が
子
を
見
つ

め
な
が
ら
幼
な
子
の
素
直
な
神
信
頼
（
信
仰
）
の
中
に
、
こ
の
ゲ
ラ
ッ
セ
ン
ハ
イ
ト
を
み
て
い
た
の
だ
、
と
説
い
て
い
る）

11
（

。

マ
リ
ア
に
せ
よ
、
イ
エ
ス
の
説
い
た
「
空
の
鳥
」
に
せ
よ
、
ル
タ
ー
の
幼
な
子
た
ち
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
ゲ
ラ
ッ
セ
ン
ハ
イ
ト
、
つ

ま
り
静
か
な
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
静
け
さ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
切
れ
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
人
間
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
深

み
に
根
ざ
し
た
静
け
さ
で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
人
間
存
在
の
条
件
で
あ
る
根
源
的
有
限
性
に
根
ざ
す
も
の
な
の
だ
。
そ
れ

は
地
球
と
い
う
惑
星
と
そ
こ
に
住
む
人
間
の
道
理
で
あ
る
。
見
田
宗
介
は
次
の
よ
う
に
言
う
。《
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
は
、

無
限
を
追
求
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
立
証
し
て
し
ま
っ
た
有
限
性
で
あ
る）

11
（

》。
つ
ま
り
、
グ
ロ
ー
ブ
（
地
球
／
球
）
は
、
ど
こ
ま
で

行
っ
て
も
際
限
が
な
く
無
限
に
開
か
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
同
じ
と
こ
ろ
を
回
る
だ
け
の
ひ
と
つ
の
閉

域
、
つ
ま
り
有
限
性
な
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
否
定
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
が
神
（
無
限
）
で
な
い
、
人
間
（
有
限
）

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
ル
タ
ー
（『
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
』）
の
い
う
「
喜
ば
し
き
受
動
性
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る）

17
（

。
人
間

と
こ
の
世
界
は
、
神
の
恩
寵
を
受
け
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
神
の
恩
寵
は
静
か
に
降
り
注
ぐ
。

自
然
（
ジ
ネ
ン
）　　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
こ
と
を
神
学
の
世
界
で
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
こ
と
を
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
か
ら
一
つ
だ
け
手
短
に
指
摘
す
れ
ば
、
自
然
神
学
の
復
興
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
に

人
間
と
救
済
論
に
集
中
し
す
ぎ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
中
に
、
自
然
と
創
造
論
を
熟
慮
す
る
空
間
を
つ
く
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

神
が
造
っ
た
自
然
で
あ
る
。
親
鸞
（『
歎
異
抄
』）
の
言
葉
使
い
を
借
り
よ
う
。「
自
然
（
ジ
ネ
ン
）」
で
あ
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、「
自
然
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（
ジ
ネ
ン
）」
と
し
て
存
在
す
る
神
と
そ
し
て
そ
の
神
が
造
っ
た
「
自
然
（
シ
ゼ
ン
）」
の
問
題
で
あ
る
、
等
々
。

さ
て
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
世
界
は
、
ど
う
な
る
の
か
。
柄
谷
行
人
の
言
葉
を
引
用
し
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。《
疫
病
の
「
跡
」

は
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
存
在
そ
の
も
の
が
そ
の
「
跡
」
な
の
だ
。
現
在
の
コ
ロ
ナ
騒
動
は
長
引
く
と
し
て
も
、
い

ず
れ
は
終
わ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
こ
う
感
じ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
…
…
〔
上
記
の
ご
と
き
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
疫
病
の

跡
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
〕
見
方
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
私
は
あ
ら
か
じ
め
、
そ
れ
を
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
リ
ズ
ム
と
名
づ

け
て
お
く）

11
（

》。二　

ル
タ
ー
と
疫
病
―
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
の
神
学

１　

ペ
ス
ト
の
時
代

死
の
文
化　
　

人
々
を
震
え
上
が
ら
せ
た
疫
病
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
と
ペ
ス
ト
は
よ
く
比
較
さ
れ
る
。
ペ
ス
ト
は
中
世
を
終
わ
ら
せ

た
が
、
コ
ロ
ナ
は
近
現
代
を
終
わ
ら
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ペ
ス
ト
に
よ
っ
て
教
会
の
権
威
が
失
墜
し
宗
教
改
革
運
動
が
拡
が
っ
た

と
も
言
え
る
が
、
コ
ロ
ナ
の
時
代
で
言
え
ば
そ
れ
は
環
境
問
題
な
ど
を
め
ぐ
る
社
会
運
動
の
拡
が
り
と
類
比
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま

た
領
主
層
が
没
落
し
新
興
商
業
資
本
家
（
メ
デ
ィ
チ
家
）
が
台
頭
し
た
が
、
そ
れ
は
今
日
の
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
（
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
）
の
登
場

に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か）

11
（

。

中
世
末
、
一
四
世
紀
に
ア
ジ
ア
か
ら
ペ
ス
ト
が
伝
わ
り
、
死
体
に
黒
い
紫
斑
や
膿
胞
が
生
じ
る
た
め
「
黒
死
病
」
と
恐
れ
ら
れ
た
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ペ
ス
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
猛
威
を
振
る
っ
た
。
一
説
で
は
、
全
人
口
の
四
五
～
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
々
が
亡
く
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
人
々
は
常
に
死
を
意
識
し
て
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
Ｊ
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。《
一
五
世
紀

と
い
う
時
代
に
お
け
る
ほ
ど
、
人
々
の
心
に
死
の
思
想
が
重
く
の
し
か
か
り
、
強
烈
な
印
象
を
与
え
続
け
た
時
代
は
な
か
っ
た
。

「
死
を
想
え
（
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
）」
の
叫
び
が
、
生
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
、
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
ひ
び
き
わ
た
っ
て
い
た）

11
（

》。『
ア
ル

ス
・
モ
リ
エ
ン
デ
ィ
（
死
の
技
法
）』
と
い
う
木
版
画
入
り
の
小
冊
子
群
が
史
上
初
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、「
死
の
舞
踏
（
ダ
ン

ス
・
マ
カ
ブ
ル
）」
の
図
像
が
描
か
れ
、
墓
碑
や
遺
言
状
が
定
着
し
は
じ
め
る
。
死
の
文
化
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
う
し
た
時
代
を

生
き
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
ル
タ
ー
は
修
道
院
に
入
っ
た
の
か　
　

ル
タ
ー
（
一
四
八
三
～
一
五
四
六
年
）
は
、
そ
の
生
涯
の
中
で
六
回
、
ペ
ス
ト
の
蔓

延
期
を
生
き
た
（
一
五
〇
一
年
、
一
五
〇
五
年
、
一
五
一
六
年
、
一
五
二
七
年
、
一
五
三
五
年
、
一
五
三
八
年
）。
当
然
、
彼
は
死

の
問
題
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
死
の
不
安
と
恐
れ
。
事
実
、
後
年
ル
タ
ー
は
自
ら
の
修
道
院
入
り
の
動
機
を
め
ぐ
っ
て
、『
修
道

誓
願
に
つ
い
て
』（
一
五
二
一
年
）
の
、
父
親
に
向
け
て
書
か
れ
た
序
文
の
中
で
、
こ
う
記
し
て
い
る
。《
私
は
自
分
の
欲
求
や
願
望

に
よ
っ
て
修
道
士
に
な
っ
た
の
で
な
く
て
、
…
…
突
然
の
死
の
恐
れ
と
不
安
と
に
囲
ま
れ
て
、
強
い
ら
れ
迫
ら
れ
て
誓
約
を
し
た
の

で
す）

11
（

》。
ル
タ
ー
は
「
死
の
不
安
と
恐
れ
」
ゆ
え
に
、
エ
ル
フ
ル
ト
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
修
道
院
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
五
〇

五
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
二
二
歳
）。
従
来
、
ル
タ
ー
の
修
道
院
入
り
の
原
因
は
、
死
の
恐
れ
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
七

月
二
日
の
シ
ュ
ト
ッ
テ
ン
ハ
イ
ム
近
郊
で
の
落
雷
体
験
に
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
も
う
少
し
考
え
て
み
る
必
要
が



109

コロナ―人類・ルター・教会

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
言
う
の
も
、
落
雷
体
験
→
修
道
院
入
り
で
は
、
あ
ま
り
に
唐
突
で
や
や
不
自
然
。
む
し
ろ
、
そ
の
唐

突
な
決
断
に
至
る
伏
線
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
伏
線
と
は
、
ル
タ
ー
の
二
人
の
弟
の
ペ
ス
ト
に
よ
る
死
で
あ
る
。
あ
れ

ほ
ど
息
子
（
長
男
）
マ
ル
テ
ィ
ン
の
修
道
院
入
り
を
反
対
し
て
い
た
父
親
ハ
ン
ス
が
、
不
承
不
承
な
が
ら
も
修
道
院
入
り
を
認
め
た

の
も
、
息
子
二
人
の
死
と
い
う
打
撃
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
何
を
お
い
て
も
ル
タ
ー
本
人
、
弟
二
人
の
ペ
ス
ト
に
よ
る
死
に
深

く
心
を
動
か
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
世
俗
の
出
世
よ
り
も
修
道
院
へ
、
若
き
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
む
し
ろ
自
然
な
心
の

動
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
言
え
ば
、
一
五
〇
五
年
に
は
エ
ル
フ
ル
ト
大
学
の
法
学
部
長
も
、
ま
た
同
窓
の
学
友
も
ペ
ス
ト
で
死
ん
で
い

る
（
も
ち
ろ
ん
ル
タ
ー
本
人
の
怪
我
に
よ
る
大
量
出
血
の
件
な
ど
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
）。
要
す
る
に
、
な
ぜ
ル
タ
ー
が
、
エ
ル
フ

ル
ト
大
学
を
退
学
し
修
道
院
に
入
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
⑴
二
人
の
弟
の
ペ
ス
ト
に
よ
る
死
ゆ
え
の
死
へ
の
不
安
、
⑵
落
雷
体
験
に

よ
る
直
接
的
な
死
へ
の
恐
怖
、
⑶
そ
の
結
果
、
修
道
院
に
入
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
ペ
ス
ト
こ
そ
は
、
信
仰
者
ル
タ
ー
の
、
そ

れ
ゆ
え
宗
教
改
革
運
動
の
隠
さ
れ
た
決
定
的
出
発
点
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
ペ
ス
ト
で
は
な
い
が
、
当
時
恐
れ
ら
れ
て
い
た
「
イ
ギ
リ
ス
発
汗
熱
」
も
、
実
は
宗
教
改
革
運
動
、
と
く
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
運
動
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
発
汗
熱
と
は
致
死
率
の
高
い
今
日
で
は
存
在
し
な
い
疫
病
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一

五
二
九
年
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
ル
タ
ー
と
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は
聖
餐
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
が
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
発
汗
熱
の
発
生

に
よ
り
討
論
は
打
ち
切
ら
れ
、
そ
の
結
果
ル
タ
ー
派
と
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
（
改
革
派
）
は
聖
餐
問
題
で
結
局
一
致
で
き
ず
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
運
動
は
大
き
く
分
裂
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
更
に
討
論
し
た
と
し
て
も
、
二
人
が
合
意
に
達
し
た
か

ど
う
か
は
疑
問
で
は
あ
る
が）

11
（

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
疫
病
の
存
在
は
、
宗
教
改
革
運
動
に
大
き
な
影
を
お
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
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ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム　
　

修
道
院
に
入
っ
た
ル
タ
ー
は
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
神
に
出
会
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
怒
り
の
神
」
に
出

会
っ
た
。
こ
こ
か
ら
修
道
院
で
の
ル
タ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
試
練
」
が
始
ま
る
。
神
は
怒
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
だ
け

の
特
別
な
思
い
で
は
な
い
。
民
衆
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
現
に
疫
病
が
蔓
延
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
死
の
向
こ
う
に
は
煉

獄
が
待
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
は
「
免
罪
符
」
を
買
い
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
抗
議
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ル

タ
ー
の
宗
教
改
革
運
動
は
始
ま
っ
た
（「
九
五
箇
条
」）。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
宗
教
改
革
運
動
に
至
る
ま
で
の
、
そ
の
背
後
に
あ
る
神
学
問
題
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
ノ
ミ
ナ
リ

ズ
ム
（N

om
inalism

us

）
の
問
題
で
あ
る
。
飢
饉
、
戦
争
、
疫
病
。
そ
れ
ら
の
災
難
は
「
神
の
怒
り
」、
つ
ま
り
神
の
罰
と
考
え
ら

れ
た
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
う
し
た
危
機
は
悪
人
の
み
な
ら
ず
、
善
人
を
も
襲
う
の
で
あ
る
（
神
義
論
の
問
い
）。
し
か
も
、
ペ
ス

ト
の
も
つ
発
生
予
想
不
可
能
性
や
そ
の
破
壊
性
を
前
に
、
中
世
の
教
会
は
挑
戦
を
受
け
、
そ
し
て
あ
る
意
味
で
敗
れ
た
の
で
あ
る
。

ど
う
い
う
こ
と
か
。

中
世
の
教
会
を
支
え
て
き
た
ト
マ
ス
的
世
界
観
で
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
教
え

る
全
能
の
神
に
よ
る
荘
厳
な
秩
序
感
覚
（
不
変
の
自
然
秩
序
）
か
ら
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が
必
ず
し
も
演
繹
的
に
は
説
明
で

き
な
い
。
た
と
え
ば
ペ
ス
ト
の
事
態
を
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
ト
マ
ス
的
世
界
観
に
対
し
て
、
新
し
い
神
学

が
挑
戦
す
る
。
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
（
唯
名
論
）
は
、「
普
遍
」
と
は
唯
だ
の
名
前
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
「
個
」

に
重
心
を
移
し
て
物
事
を
考
え
る
（「
普
遍
論
争
」）。
個
か
ら
出
発
す
る
ゆ
え
、
帰
納
的
で
あ
り
現
実
を
直
視
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
的
に
言
え
ば
、
神
は
（
普
遍
的
秩
序
の
神
と
言
う
よ
り
も
）
む
し
ろ
個
的
な
「
恣
意
的
な
神
」
で
あ
り
、
人
間
に
は

不
可
解
な
「
怒
り
の
神
」
で
あ
り
、
あ
る
時
、
ペ
ス
ト
を
も
送
り
込
む
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
神
に
呼
応
し
た
神
関
係
の
中
で
、
人
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間
も
個
的
な
意
思
を
も
つ
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
の
内
面
の
闘
い
や
信
仰
の
闘
い
も
始
ま
り
、
そ

れ
が
や
が
て
「
怒
り
の
神
」
が
む
し
ろ
逆
転
し
て
「
恵
み
の
神
」
を
体
験
し
た
と
い
う
「
塔
の
体
験
」
に
至
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
も
か
く
、
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
神
の
恣
意
的
な
全
能
性
の
思
想
に
よ
っ
て
、
初
め
て
ペ
ス
ト
の
予
想
不
可
能
等
も
説
明
で
き
る
。

そ
し
て
ル
タ
ー
は
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
牙
城
で
あ
っ
た
エ
ル
フ
ル
ト
大
学
で
学
ぶ
中
で
、
ま
さ
に
そ
の
影
響
を
受
け
、
や
が
て
そ
の

ル
タ
ー
的
結
論
と
し
て
「
塔
の
体
験
」、
す
な
わ
ち
恵
み
の
神
の
発
見
と
人
間
の
受
動
性
、
つ
ま
り
「
宗
教
改
革
的
転
回
（der 

reform
atorische D

urchburch

）」
に
達
し
た
の
で
あ
る）

11
（

。

２　

ペ
ス
ト
書
簡
（『
人
は
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
』）

一
五
二
七
年
、
シ
レ
ジ
ア
の
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
町
は
ペ
ス
ト
に
襲
わ
れ
た
。
そ
こ
で
牧
師
ヨ
ハ
ン
・
ヘ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
者
が
、

そ
の
町
か
ら
避
難
す
べ
き
が
ど
う
か
、
を
ル
タ
ー
に
尋
ね
た
。
そ
れ
に
答
え
た
の
が
ル
タ
ー
の
ペ
ス
ト
書
簡
『
人
は
死
か
ら
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
小
冊
子
と
し
て
出
版
さ
れ
、
以
後
ペ
ス
ト
蔓
延
時
に
よ
く
読
ま
れ
た
文
書
で
あ

る）
11
（

。
さ
て
、
内
容
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
神
学
的
な
論
述
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
き
わ
め
て
実
践
的
な
提
言
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
こ
の
書
簡
の
深
み
と
魅
力
も
あ
る）

17
（

。

神
学
的
論
述
（
避
難
問
題
）　　

ペ
ス
ト
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
大
前
提
が
あ
る
。
神
の
全
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

神
こ
そ
が
罰
と
し
て
疫
病
を
送
り
、
そ
し
て
神
こ
そ
が
そ
れ
を
癒
す
。
ル
タ
ー
は
言
う
。《
神
は
四
つ
の
災
い
も
し
く
は
罰
と
し
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て
、
ペ
ス
ト
、
飢
饉
、
剣
、
獰
猛
な
獣
を
聖
書
で
挙
げ
て
い
る）

11
（

》。
だ
が
《
神
こ
そ
が
看
護
士
ま
た
医
者
に
な
ら
れ
る
。
お
お
、
看

護
士
な
る
神
、
お
お
医
者
な
る
神
！）

11
（

》。

さ
て
、
そ
の
上
で
避
難
問
題
で
あ
る
。
ペ
ス
ト
が
町
に
発
生
し
た
時
、
避
難
す
べ
き
か
否
か
。
一
方
に
、
神
を
信
じ
避
難
し
な
い

人
が
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
、
と
ル
タ
ー
は
言
う
。
し
か
し
、
そ
の
人
も
避
難
す
る
人
を
非
難
し
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
避
難

せ
ず
と
も
自
分
は
大
丈
夫
だ
と
神
を
試
す
よ
う
な
態
度
も
よ
く
な
い
。
他
方
、
自
ら
の
信
仰
に
確
信
が
持
て
ず
、
ま
た
そ
も
そ
も
危

険
ゆ
え
に
避
難
す
る
人
も
い
る
。
そ
れ
も
そ
れ
で
い
い
、
と
ル
タ
ー
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
命
を
守
る
こ
と
は

大
切
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
避
難
す
べ
き
か
否
か
、
そ
こ
に
本
当
の
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
本
当
の
問
題
と
は
何
か
。

ル
タ
ー
は
牧
師
や
医
者
や
役
人
、
つ
ま
り
他
者
に
責
任
（Schuldig

）
が
あ
る
者
は
、
町
に
残
さ
れ
た
人
々
の
安
全
が
保
障
さ
れ
て

い
れ
ば
別
だ
が
、
避
難
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
言
う
。《
死
者
が
出
は
じ
め
た
ら
、
そ
こ
に
留
ま
り
協
力
し
あ
っ
て
慰
め
合
う
べ
き

で
あ
る
。
と
く
に
他
者
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
〔
責
任
あ
る
〕
者
は
、〔
町
を
〕
去
っ
た
り
、
逃
げ
だ
す
べ
き
で
は
な
い）

11
（

》。
こ
こ

で
ル
タ
ー
が
考
え
て
い
る
の
は
、「
責
任
」
と
「
隣
人
愛
」
で
あ
る
。
彼
は
イ
エ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。《
こ
の
最
も
小
さ
い

者
の
一
人
に
し
た
の
は
、
わ
た
し
に
し
て
く
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
》（
マ
タ
イ
福
音
書
二
五
11
）、《
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し

な
さ
い
》（
マ
タ
イ
福
音
書
二
二
11
）。

つ
ま
り
、
ペ
ス
ト
に
遭
遇
し
た
時
、
本
当
に
問
題
な
の
は
、
避
難
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
表
面
的
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
信
仰
に

基
づ
い
た
責
任
と
隣
人
へ
の
愛
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
エ
ス
も
言
う
ご
と
く
、
神
へ
の
信
仰
と
隣
人
へ
の
愛
は
一
つ
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
責
任
と
隣
人
愛
。
そ
こ
を
軸
に
し
て
、
あ
る
場
合
は
避
難
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
場
合
は
避
難
し
な
い
。
こ
れ
が
、
ペ

ス
ト
問
題
へ
の
ル
タ
ー
の
神
学
的
見
解
で
あ
る
。
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実
践
的
提
言
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
？
）　　

さ
て
、
次
に
実
践
的
な
問
題
で
あ
る
。
ペ
ス
ト
が
発
生
し
た
。
で
は
ど
う

す
べ
き
か
。
ル
タ
ー
は
空
想
家
で
も
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
原
理
主
義
者
で
も
な
い
。
き
わ
め
て
具
体
的
な
提
言
を
す
る
。
こ
う

言
っ
て
い
る
。

《
愛
す
る
友
よ
。
…
…
薬
を
用
い
な
さ
い
。
助
け
に
な
る
も
の
は
、
何
で
も
取
り
な
さ
い
。
あ
な
た
の
家
、
庭
、
通
り
を
い
ぶ

し
な
さ
い
。
必
要
も
な
い
の
に
人
に
会
っ
た
り
、
不
必
要
な
場
所
に
行
っ
た
り
す
る
こ
と
を
避
け
な
さ
い
。
…
…
む
や
み
に
自

分
を
疲
れ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
ま
た
私
の
不
注
意
の
た
め
に
、
他
の
人
に
病
気
を
感
染
さ
せ
、
病
気
を
ひ
ど
く
し
、
彼
ら
の
死

の
原
因
と
な
ら
な
い
た
め
に
、
会
う
必
要
も
な
い
他
人
と
接
触
し
た
り
、
不
必
要
な
外
出
を
し
た
り
す
る
の
は
避
け
よ
う
》。

《
誰
で
も
、
こ
れ
に
罹
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
人
々
か
ら
離
れ
る
か
、
隔
離
さ
れ
て
、
た
だ
ち
に
薬
に
助
け
を
求
め
な
さ
い
。
そ
し

て
、
彼
は
必
要
に
応
じ
て
助
け
を
受
け
る
べ
き
で
あ
り
、
見
捨
て
ら
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
疫
病
の
蔓
延
が

早
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
個
人
の
た
め
の
み
な
ら
ず
社
会
全
体
の
た
め
に
利
す
る
た
め
で
す
。
伝
染
が
始
ま
り
、
広
が
ら
な
い
た

め
で
す
》（
内
海
訳）

11
（

）。

実
に
現
実
を
み
す
え
た
具
体
的
・
理
性
的
な
勧
め
で
あ
る
。
事
実
、
ル
タ
ー
は
理
性
（V

ernunft

）
は
神
に
与
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
の
大
切
さ
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
勧
め
は
現
代
の
コ
ロ
ナ
禍
で
も
そ
の
ま
ま
通
用
す

る
ほ
ど
今
日
的
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
で
あ
り
、
不
要
不
急
の
外
出
を
自
粛
す
る
「
ス
テ
イ
・
ホ
ー
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ム
」
で
あ
り
、
ま
た
救
護
施
設
や
病
院
や
薬
や
隔
離
保
護
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
医
療
従
事
者
や
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー

ク
の
大
切
さ
を
語
っ
て
い
る
。
更
に
、
死
者
の
埋
葬
に
関
し
て
郊
外
の
墓
地
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
こ
の
提
言
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
ル
タ
ー
神
学
は
き
わ
め
て
具
体
的
・
現
実
的
な
の
で
あ
る
。
神
学
的
に
言
え
ば
「
こ
の
世
的
（
世
俗
性
）」
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
世
俗
性
と
い
う
の
は
、
聖
俗
二
元
論
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
（
世
俗
）
の
中
で
聖
性
に
向
か
っ
て
す
す
む
、
あ
る
い

は
こ
の
世
こ
そ
聖
性
実
現
の
場
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る）

11
（

。

パ
ヌ
ル
ー
神
父　
　

こ
こ
で
ペ
ス
ト
禍
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
比
較
を
し
て
み
た
い
。
ル
タ
ー
と
パ
ヌ

ル
ー
神
父
で
あ
る
。
パ
ヌ
ル
ー
神
父
と
は
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
小
説
『
ペ
ス
ト
』（
一
九
四
七
年
）
に
登
場
す
る
イ
エ
ズ
ス

会
の
司
祭
で
あ
る
。
一
方
は
歴
史
上
の
実
在
の
人
物
で
あ
り
、
他
方
は
小
説
上
の
架
空
の
人
物
で
あ
る
。
時
代
も
、
置
か
れ
て
い
る

状
況
も
ち
が
う
。
ル
タ
ー
の
場
合
、
あ
る
町
に
ペ
ス
ト
が
発
生
し
た
時
、
避
難
す
べ
き
か
ど
う
か
、
が
現
実
問
題
で
あ
っ
た
。
他

方
、
カ
ミ
ュ
の
小
説
に
お
い
て
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
港
町
オ
ラ
ン
で
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
ペ
ス
ト
発
生
に
よ
っ
て
町
全
体
が
監

禁
状
態
に
お
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
避
難
の
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

さ
て
、
そ
こ
で
ル
タ
ー
と
パ
ヌ
ル
ー
神
父
に
つ
い
て
四
点
、
比
較
し
た
い
。
⑴
疫
病
に
つ
い
て
両
者
と
も
、
そ
れ
を
神
に
由
来
す

る
罰
と
把
え
る
。
パ
ヌ
ル
ー
神
父
は
教
会
の
祈
祷
会
で
の
説
教
で
、
そ
こ
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
同
時
に
、
神
罰
よ
り

む
し
ろ
神
が
医
者
で
あ
り
病
を
癒
す
こ
と
を
強
調
す
る
。
⑵
両
者
と
も
、
神
の
愛
に
基
づ
い
た
責
任
を
こ
そ
、
最
も
強
調
す
る
。
実

際
、
パ
ヌ
ル
ー
神
父
は
説
教
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
病
者
に
寄
り
そ
い
最
前
線
で
献
身
的
に
奉
仕
に
汗
を
流
す
の
で

あ
る
。
⑶
し
か
し
、
ル
タ
ー
の
場
合
、
具
体
的
に
「
理
性
」
も
重
視
し
、
医
療
に
信
頼
し
提
言
す
る
。
そ
れ
は
、
世
俗
の
中
で
こ
そ
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聖
な
る
も
の
が
働
く
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
パ
ヌ
ル
ー
神
父
は
、
ペ
ス
ト
に
よ
っ
て
悲
惨
に
死
に
ゆ

く
者
に
自
ら
同
化
し
つ
つ
、
自
己
犠
牲
が
最
後
の
立
地
点
と
な
る
。
彼
は
ペ
ス
ト
に
罹
患
し
つ
つ
も
、
医
療
を
拒
否
し
死
ん
で
い

く
。
⑷
だ
が
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
タ
ー
も
パ
ヌ
ル
ー
神
父
も
、
復
活
の
い
の
ち
を
究
極
の
場
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に

「
希
望
」
の
本
当
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
（
ル
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
後
述
参
照
）。

も
ち
ろ
ん
、
ル
タ
ー
と
パ
ヌ
ル
ー
神
父
の
ど
ち
ら
が
本
当
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
両
者
と
も
ど

も
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
生
き
方
が
あ
る
。

神
は
わ
が
や
ぐ
ら　
　

さ
て
、
ペ
ス
ト
禍
に
生
き
た
ル
タ
ー
、
そ
し
て
コ
ロ
ナ
禍
に
生
き
る
私
た
ち
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
に
疲
れ

て
い
る
現
代
人
と
同
じ
よ
う
に
、
実
は
ル
タ
ー
も
疲
れ
て
い
た
。
一
五
二
七
年
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
町
は
ペ
ス
ト
に
襲
わ
れ

た
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
町
に
残
り
避
難
し
な
か
っ
た
。
信
仰
に
燃
え
て
意
気
軒
高
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
ど
う
も
そ
う
で
は
な

い
ら
し
い
。
体
調
が
悪
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
彼
は
今
日
風
に
言
え
ば
「
鬱
」
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
動
く
気
力
も
で
て
こ
な
い

の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
中
で
作
詞
作
曲
さ
れ
た
の
が
有
名
な
讃
美
歌
「
神
は
わ
が
や
ぐ
ら
」（
一
五
二
九
年
発
表
）
で
あ

る
。
宗
教
改
革
の
行
進
曲
と
言
わ
れ
、
後
々
に
は
国
威
発
揚
の
た
め
ヒ
ト
ラ
ー
に
「
利
用
」
さ
れ
た
あ
の
勇
ま
し
い
歌
で
あ
る
。

《
…
悪
魔
世
に
み
ち
て　

襲
い
せ
ま
る
と
も　

勝
ち
は
わ
れ
に
あ
り　

な
ど
て
恐
る
べ
き
。
…
わ
が
い
の
ち
も　

わ
が
妻
子
も
取
ら

ば
と
り
ね
、
神
の
国
は　

な
お
わ
れ
の
も
の
ぞ
》（『
教
会
讃
美
歌
』
四
五
〇
番
）。
勇
ま
し
い
。
過
剰
な
ま
で
に
勇
ま
し
い
。
し
か

し
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
、
こ
こ
に
は
ペ
ス
ト
に
襲
わ
れ
気
持
ち
も
沈
む
中
で
、
そ
れ
で
も
神
に
寄
り
た
の
む
「
慰
め
」

が
歌
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。
事
実
、
そ
の
よ
う
に
想
い
つ
つ
歌
う
方
が
味
わ
い
深
い
。
コ
ロ
ナ
に
疲
れ
て
い
る
私
た
ち
。
ル
タ
ー
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は
、
わ
れ
ら
の
同
時
代
人
で
あ
る
。

３　

メ
メ
ン
ト
・
モ
リ

生
老
病
死　
　

ル
タ
ー
の
ペ
ス
ト
書
簡
の
正
式
書
名
は
、「
人
は
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
」
で
あ

る
。
ペ
ス
ト
は
致
死
率
の
高
い
疫
病
で
あ
る
。
有
効
な
治
療
法
も
な
い
時
代
、
ペ
ス
ト
に
罹
る
と
、
死
を
待
つ
他
な
か
っ
た
。
そ
の

意
味
で
、「
人
は
ペ
ス
ト
か
ら
避
難
し
う
る
の
か
」
と
い
う
内
容
の
こ
の
書
簡
の
書
名
が
、「
人
は
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
」
と
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
更
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
書
名
に
は
そ
れ
以
上
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
当

然
あ
る
。
ペ
ス
ト
（
黒
死
病der Schw
arze T

od

）
を
切
っ
掛
け
と
し
つ
つ
も
、
そ
も
そ
も
人
の
心
の
奥
に
あ
る
死
へ
の
不
安
と

恐
れ
、
そ
も
そ
も
人
は
究
極
的
に
死
か
ら
逃
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

結
局
、
わ
た
し
た
ち
人
間
の
最
大
の
問
い
は
「
死
」
で
あ
る
。
も
う
少
し
丁
寧
に
ひ
ろ
げ
て
言
え
ば
、「
生
老
病
死
」
の
問
題
で

あ
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
生
老
病
死
は
、
論
じ
る
こ
と
で
な
く
実
存
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
人
は
生
老
病
死
を
論
じ
る
の
で

は
な
く
、
生
老
病
死
を
生
き
る
（
経
験
す
る
）
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
老
病
死
に
つ
い
て
は
、
論
文
の
文
体
（
言
葉
）
で
書
き

つ
ら
ね
る
こ
と
は
、
本
来
な
じ
ま
な
い
。
そ
れ
は
、
言
葉
そ
の
も
の
が
、
あ
た
か
も
生
老
病
死
を
体
現
し
て
い
る
言
葉
、
つ
ま
り

「
詩
の
言
葉
」、
そ
し
て
ま
た
「
説
教
の
言
葉
」
で
語
り
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
矛
盾
を
承
知
で
、

ル
タ
ー
を
め
ぐ
っ
て
「
死
」
の
問
題
の
い
く
つ
か
を
記
し
て
お
こ
う
。
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死
の
死　
　

ル
タ
ー
の
神
学
は
、
よ
く
「
十
字
架
の
神
学
（T

heologia crucis

）」
と
言
わ
れ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
合
い
で
使

わ
れ
る
が
、
最
も
大
切
な
要
諦
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
い
う
時
、
同
時
に
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
キ
リ
ス
ト
者
が

背
負
う
べ
き
十
字
架
を
も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
（「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
」）。
そ
し
て
第
二
に
、
十
字
架
（
死
）
と
は

同
時
に
「
復
活
」
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
十
字
架
と
復
活
は
、
メ
ダ
ル
の
裏
表
な
の
だ
。
つ
ま
り
、「
十
字
架
の
神
学
」

と
は
、
す
な
わ
ち
「
十
字
架
と
復
活
の
神
学
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
「
死
」
を
語
る
こ
と
の

意
味
は
、
そ
こ
で
「
復
活
」
を
語
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
現
代
ド
イ
ツ
の
神
学
者
Ｅ
・
ユ
ン
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
る
。《
人

は
死
を
そ
れ
自
体
か
ら
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
は
沈
黙
し
て
い
る
…
。
も
し
死
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
に
関
す
る
言
葉
は
そ
れ
を
越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
来
な
く
て
は
な
ら
な
い）

11
（

》。
死
を
越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
く
る
言
葉
、
そ
れ
は
「
復

活
」
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
死
と
復
活
」
に
注
目
し
つ
つ
、
疫
病
と
い
う
本
題
か
ら
や
や
ず
れ
る
が
、
考
え
て
み
る
。

ル
タ
ー
は
、
哲
学
者
田
辺
元
の
言
葉
を
使
え
ば
「
死
復
活
」
を
、
ど
う
論
じ
た
か
。
こ
の
世
で
、
人
は
「
人
の
前
（
こ
の
世
の

前
、coram

 m
undo

）」
で
、
そ
し
て
そ
の
奥
の
「
神
の
前
（coram

 D
eo

）」
で
生
き
る
。
つ
ま
り
二
重
に
生
き
て
い
る
。
し
か

し
、
や
が
て
人
に
死
が
訪
れ
る
。
だ
が
ル
タ
ー
は
言
う
（「
死
へ
の
準
備
に
つ
い
て
の
説
教
」）。《
こ
う
し
て
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
人
々

に
別
れ
を
告
げ
た
あ
と
は
、
た
だ
神
の
み
を
目
あ
て
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
の
道
は
神
へ
と
通
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

》。

人
は
「
人
の
前
」
を
去
り
、
全
面
的
に
「
神
の
前
」
で
生
き
る
の
で
あ
る
。
死
の
道
は
神
へ
と
通
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
は

「
神
の
前
」
に
立
ち
、
そ
こ
で
生
き
る
。
こ
れ
が
復
活
で
あ
る
。
つ
ま
り
死
と
は
、
死
ん
で
復
活
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
ル

タ
ー
は
「
死
の
死
（D

es T
odes T

od

）」
と
表
現
し
た
（「
ロ
マ
書
講
義
（W

A
 51, 332

）」、「
ガ
ラ
テ
ア
大
講
解
（W

A
 40/I, 

440

）」）。
も
う
一
度
く
り
返
せ
ば
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
死
と
は
つ
ま
り
復
活
で
あ
る
。「
こ
の
世
（
人
の
前
）」
で
死
ん
で
、「
神
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の
国
（
神
の
前
）」
で
復
活
す
る
の
で
あ
る
。

メ
メ
ン
ト
・
モ
リ　
　

死
の
死
、
つ
ま
り
人
は
復
活
す
る
。「
人
の
前
」
で
、
で
は
な
く
「
神
の
前
」
で
復
活
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
わ
た
し
た
ち
人
間
は
安
心
し
て
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
（
死
を
想
え
）、
し
か
し
、
そ
れ
は

復
活
ゆ
え
の
喜
び
の
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
は
安
心
し
て
こ
の
世
を
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る

し
、
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
安
心
し
て
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

る
。
神
の
安
心
で
あ
る
。
神
の
与
え
る
安
心
、
こ
れ
が
つ
ま
り
「
救
い
」
で
あ
り
、
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
こ
れ
が
恵
み
で
あ
る

（sola gratia

）。
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
信
仰
と
い
う
（sola fide

）。
ま
さ
に
「
恩
寵
義
認
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
、
人
間
は
神
の
恵
み
（
安
心
）
の
下
、
信
仰
に
基
づ
い
た
「
責
任
」
と
「
隣
人
愛
」
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
ど
ん
な
時
も
、
も
ち
ろ
ん
ペ
ス
ト
禍
に
あ
っ
て
も
、
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
ル
タ
ー
の
メ
メ
ン

ト
・
モ
リ
の
神
学
で
あ
る
。

三　

教
会
と
疫
病
―
祈
り
と
隣
人
愛

１　

聖
書
か
ら
学
ぶ

聖
書
か
ら
学
ん
で
い
こ
う
。
マ
ル
コ
福
音
書
一
章
11
―
11
節
で
あ
る
。
引
用
す
る
（
佐
藤
研
訳
、
岩
波
版
『
新
約
聖
書
』）。
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《
す
る
と
、
彼
の
も
と
に
一
人
の
ら
い
病
人
が
や
っ
て
来
て
、
彼
に
乞
い
願
い
、〔
ひ
ざ
ま
ず
い
て
〕
言
う
、「
も
し
お
望
み
な

ら
ば
、
私
を
清
め
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
の
で
す
が
」。
す
る
と
イ
エ
ス
は
腸

は
ら
わ
たが

ち
ぎ
れ
る
想
い
に
駆
ら
れ
、
そ
の
手
を
伸

ば
し
て
彼
に
触さ

わ

り
、
彼
に
言
う
、「
も
ち
ろ
ん
だ
、
清
く
さ
れ
な
さ
い
」。
す
る
と
す
ぐ
に
、
彼
か
ら
ら
い
が
去
り
、
彼
は
清
め

ら
れ
た
。
そ
こ
で
イ
エ
ス
は
、
彼
に
対
し
て
激
し
く
息
巻
き
、
す
ぐ
に
彼
を
追
い
出
し
た
。
そ
し
て
彼
に
言
う
、「
心
し
て
、

誰
に
も
ひ
と
こ
と
も
言
わ
な
い
よ
う
に
。
た
だ
し
行
っ
て
自
ら
を
祭
司
に
見
せ
、
清
め
の
こ
と
で
、
モ
ー
セ
が
命
じ
た
物
を
献

げ
な
さ
い
。
彼
ら
へ
の
証
し
と
〔
な
る
た
め
だ
〕」。
し
か
し
、
彼
は
去
っ
て
行
く
と
、
大
い
に
宣
べ
伝
え
始
め
、
ま
た
こ
の
出

来
事
を
言
い
広
め
〔
始
め
〕
た
。
そ
の
た
め
に
イ
エ
ス
は
公
に
町
に
入
れ
な
く
な
り
、
外
の
荒
涼
と
し
た
と
こ
ろ
に
留
ま
っ
て

い
た
。
す
る
と
彼
の
と
こ
ろ
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
人
々
が
〔
ぞ
く
ぞ
く
と
〕
や
っ
て
来
た
。》

ツ
ァ
ラ
ア
ト　
　
「
ツ
ァ
ラ
ア
ト
」
と
い
う
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
は
「
レ
プ
ラ
」
で
、
両
者
と
も
従
来
ほ
ぼ
「
ら
い
病
」

と
訳
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
周
知
の
ご
と
く
近
年
、
差
別
語
問
題
と
の
関
連
で
「
重
い
皮
膚
病
」（
新
共
同
訳
）
と
か
、「
規
定
の

病
（
律
法
で
規
定
さ
れ
た
病
の
意
）」（
聖
書
協
会
共
同
訳
）
と
訳
さ
れ
た
り
も
す
る）

11
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
事
実
か
ど
う
か
は

と
も
あ
れ
、
感
染
性
が
あ
り
穢
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
病
い
（
皮
膚
疾
患
？　

疫
病
？
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
ツ
ァ
ラ
ア
ト
に
つ
い
て
は
、
レ
ビ
記
の
一
三
～
一
四
章
に
、
そ
の
律
法
規
定
（
隔
離
等
の
判
定
、
清
め
の
儀
式
）
が

く
わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
病
者
は
肉
体
的
に
苦
し
む
ば
か
り
で
な
く
、
属
す
る
祭
儀
共
同
体
（
社
会
）
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
お

り
、
祭
司
か
ら
そ
の
病
が
癒
え
て
い
る
と
判
定
さ
れ
浄
め
の
儀
式
（
焼
き
尽
く
す
献
げ
物
＝
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
な
ど
）
を
あ
げ
て
も
ら



120

う
こ
と
が
、
そ
の
人
の
人
生
で
最
大
の
願
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
宗
教
（
祭
司
や
幕
屋
・
神
殿
）
の
重
要
な
役
割
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

手
を
伸
ば
し
て
触
る　
　

イ
エ
ス
の
時
代
も
、
祭
司
の
役
割
の
一
つ
は
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
コ
福
音
書
一
章
11

節
以
下
で
、
イ
エ
ス
は
「
ら
い
病
（
ツ
ァ
ラ
ア
ト
）」
の
人
に
祭
司
の
と
こ
ろ
に
行
く
よ
う
に
と
命
じ
た
の
で
あ
る
（
ル
カ
福
音
書

一
七
章
11
節
も
同
じ
）。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
律
法
規
定
の
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
イ
エ
ス
の
、

こ
の
場
合
ツ
ァ
ラ
ア
ト
の
人
に
対
す
る
二
つ
の
特
徴
的
な
接
し
方
で
あ
る
。
一
つ
は
「
腸
が
ち
ぎ
れ
る
想
い
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
ギ

リ
シ
ア
語
の
ス
プ
ラ
ン
ク
ニ
ゾ
マ
イ
。
内
臓
が
傷
む
ほ
ど
の
、
病
者
へ
の
共
感
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
イ
エ
ス
が
「
手
を
伸

ば
し
て
彼
に
触
っ
た
」
と
い
う
接
し
方
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
こ
を
特
に
問
題
に
し
た
い
。
イ
エ
ス
は
病
者
に
接
す
る
と
き
、
自

ら
の
手
を
動
か
し
て
働
き
か
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
の
医
療
従
事
者
と
同
じ
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
な
の
で

あ
る
。
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
・
イ
エ
ス
な
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
他
方
「
言
葉
」
だ
け
で
事
を
な
す
、
い
わ
ば
テ
レ
ワ
ー

ク
の
場
合
も
聖
書
に
は
ま
た
記
さ
れ
て
い
る
（
マ
タ
イ
福
音
書
八
５
以
下
、
ル
カ
福
音
書
七
１
以
下
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
四
11
以
下
な

ど
）。手

を
伸
ば
す
イ
エ
ス
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
九
章
に
記
さ
れ
て
い
る
生
ま
れ
つ
き
の
盲
人
を
い
や
す
イ
エ
ス
の
場
合
は
、
さ
ら
に
手
が

込
ん
で
い
る
。《
こ
う
言
っ
て
か
ら
、
イ
エ
ス
は
地
面
に
唾
を
し
、
唾
で
土
を
こ
ね
て
そ
の
人
の
目
に
お
塗
り
に
な
っ
た
》（
九
章

６
節
、
新
共
同
訳
）。
唾
を
つ
け
た
り
手
で
触
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
治
癒
物
語
に
よ
く
あ
る
こ
と
ら
し
い
が
（
マ
ル
コ
福

音
書
七
11
、
八
11
）、
し
か
し
そ
れ
で
も
古
代
の
神
学
者
た
ち
が
、
神
に
よ
る
土
（
ア
ダ
マ
）
か
ら
ア
ダ
ム
を
創
造
し
た
物
語
（
創
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世
記
二
７
）
と
関
連
づ
け
た
こ
と
は
、
や
は
り
興
味
深
い）

17
（

。
神
も
手
を
動
か
し
て
土
を
こ
ね
、
人
間
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
エ
ッ

セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
る
神
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
天
地
創
造
の
場
合
は
、
そ
れ
は
「
光
あ
れ
」
と
い
う
具
合
に
、「
言
葉
」
だ

け
の
テ
レ
ワ
ー
ク
だ
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
の
業
も
イ
エ
ス
の
業
も
、
そ
れ
は
一
方
で
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
で
あ

り
、
他
方
で
テ
レ
ワ
ー
ク
と
言
え
よ
う
。
言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
聖
書
が
語
る
神
の
業
と
は
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
を
特
徴

づ
け
る
「
い
ま
・
こ
こ
」
で
働
き
つ
つ
、
し
か
も
テ
レ
ワ
ー
ク
の
最
大
の
可
能
性
で
あ
る
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
働
い
て
い
る

の
で
あ
る
。「
い
ま
・
こ
こ
」
と
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」。
し
か
し
、
人
間
論
的
に
把
え
直
す
な
ら
ば
、
こ
の
「
い
ま
・
こ
こ
」

と
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
こ
そ
、
す
で
に
論
じ
た
、
身
体
を
も
っ
て
「
い
ま
・
こ
こ
」
で
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
人
間
が
「
い

つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
を
切
り
開
き
つ
つ
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
に
生
き
て
い
く
と
い
う
、
ま
さ
に
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
で

も
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
話
を
も
う
一
度
、
ツ
ァ
ラ
ア
ト
の
問
題
に
も
ど
せ
ば
、
イ
エ
ス
は
ツ
ァ
ラ
ア
ト
の
人
に
対
し
て
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
手
を

伸
ば
し
て
触
っ
て
癒
し
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
ペ
ス
ト
禍
に
あ
っ
た
人
々
に
対
し
て
も
、
ま
た
コ
ロ
ナ
禍
の
わ
れ
わ
れ
に
も
、
イ
エ

ス
は
同
じ
こ
と
を
す
る
で
あ
ろ
う
。

初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展　
　

キ
リ
ス
ト
教
が
あ
れ
ほ
ど
迫
害
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
～
三
世
紀
に
か
け
て
地
中
海

世
界
（
ロ
ー
マ
帝
国
）
に
根
づ
い
て
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
様
々
な
要
因
が
あ
る
。
Ｗ
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
は
、
そ
こ
に
疫
病

（
ミ
ク
ロ
寄
生
）
の
存
在
を
み
て
い
る）

11
（

。
彼
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
が
当
時
の
他
の
宗
教
と
比
較
し
て
、
二
つ
の
点
で
特
徴
が
あ
っ

た
と
い
う
。
一
つ
は
「
病
人
の
看
護
」、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
人
々
に
「
生
の
意
味
」
を
説
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
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ま
ず
「
病
人
の
看
護
」。
疫
病
（
恐
ら
く
天
然
痘
や
は
し
か
）
の
蔓
延
に
よ
っ
て
、
既
存
の
社
会
の
諸
制
度
が
信
用
を
失
墜
し
、

多
く
の
奉
仕
活
動
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
時
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
た
と
え
ば
食
べ
物
や
飲
み
水
を
配
る
な
ど
の
「
病
人
の
看
護
」

に
励
ん
だ
の
で
あ
る
。
三
～
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
教
父
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
『
教
会
史
』
に
も
こ
の
こ
と
が
誇
ら
し
く
記
述
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
「
生
の
意
味
」
で
あ
る
。
疫
病
と
い
う
死
へ
の
恐
れ
と
混
乱
の
最
中
、
し
か
し
そ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト
教
は

人
々
に
「
生
の
意
味
」
を
、
し
た
が
っ
て
「
死
の
意
味
」
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
神
の
全
能
性
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
。

更
に
言
え
ば
そ
こ
に
は
復
活
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
。
疫
病
に
襲
わ
れ
た
三
世
紀
、
カ
ル
タ
ゴ
の
司
教
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
は
『
死
ぬ
べ
き

運
命
に
つ
い
て
』
の
中
で
そ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
と
い
う
（
こ
の
よ
う
に
説
教
で
説
い
た
ゆ
え
、
こ
の
疫
病
は
「
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス

の
疫
病
」
と
呼
ば
れ
た
）。

「
手
足
」
を
動
か
し
て
困
難
の
中
に
あ
る
人
を
看
護
す
る
こ
と
（
隣
人
愛
）、
ま
た
深
い
「
言
葉
」（
た
と
え
ば
「
説
教
の
言

葉
」！
）
で
全
能
の
神
ゆ
え
の
生
と
死
の
意
味
を
説
く
こ
と
（
神
信
仰
）。
確
か
に
疫
病
史
観
に
立
つ
マ
ク
ニ
ー
ル
が
説
く
よ
う
に
、

こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
と
確
立
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

２　

コ
ロ
ナ
禍
の
教
会

教
会
の
コ
ロ
ナ
捕
囚　
　

新
約
聖
書
で
は
教
会
の
こ
と
を
「
エ
ク
レ
シ
ア
」
と
い
う
（
マ
タ
イ
福
音
書
一
六
11
、
一
八
17
な

ど
）。
そ
れ
は
本
来
、
集
ま
り
・
集
会
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
じ
時
と
所
（
い
ま
・
こ
こ
）
に
、
生
身
の
人
間
と
し
て
顔
と
顔
を
合

わ
せ
て
、
礼
拝
の
た
め
に
集
ま
る
の
で
あ
る
。
礼
拝
の
た
め
の
集
ま
り
（
礼
拝
共
同
体
）、
こ
れ
が
教
会
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
コ
ロ
ナ
の
た
め
に
集
ま
る
こ
と
が
む
ず
か
し
く
な
っ
た
。
と
に
か
く
「
三
密
」
禁
止
で
あ
る
。
今
ま
で
当
た
り
前

だ
っ
た
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
行
う
礼
拝
（
対
面
礼
拝
）
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初
期
（
二
〇
二
〇
年
二
月
）、

韓
国
で
新
興
宗
教
の
「
新
天
地
イ
エ
ス
教
会
」
が
、
コ
ロ
ナ
対
策
よ
り
も
自
ら
の
礼
拝
行
為
を
優
先
し
集
団
感
染
（
ク
ラ
ス
タ
ー
）

を
引
き
起
こ
し
、
教
会
と
い
う
も
の
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
た
。
命
か
、
礼
拝
か
？　

命
か
、
信
仰
か
？　

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
二

者
択
一
的
な
問
い
方
は
、
あ
ま
り
に
乱
暴
で
あ
る
。
Ｗ
Ｃ
Ｃ
の
声
明
も
い
う
ご
と
く
、
命
は
「
神
が
愛
を
も
っ
て
お
創
り
に
な
っ

た
」
も
の
で
あ
り
、
神
と
は
「
命
の
神
」
な
の
で
あ
る）

11
（

。
し
か
し
現
実
問
題
と
し
て
、
従
来
通
り
の
礼
拝
が
む
ず
か
し
い
。
礼
拝
の

仕
方
に
様
々
の
今
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
配
慮
工
夫
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
神
学
者
の
芳
賀
力
は
こ
う
し
た
事
態
を

「
教
会
の
コ
ロ
ナ
捕
囚
」
と
表
現
し
た）

11
（

。
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
様
々
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
教
会
の
危
機
感
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

ア
ガ
ン
ベ
ン　
　

更
に
、
こ
う
し
た
事
態
の
底
流
に
は
、
も
っ
と
深
い
問
い
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
教
会
（
宗
教
）
は
、
な
ぜ
あ
る

の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
教
会
の
存ア

イ
デ
ン在
理テ
ィ
テ
ィ由
で
あ
る
。
Ｇ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア

は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
見
舞
わ
れ
厳
し
い
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
を
体
験
し
た
が
、
彼
は
最
も
深
刻
な
問
題
と
し
て
こ
う
語
る
。《
も
し
か
す

る
と
〔
コ
ロ
ナ
禍
に
と
っ
て
次
の
こ
と
が
〕
最
も
重
大
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
死
ん
だ
人
た
ち
の
身
体
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

愛
し
い
人
が
、
そ
し
て
一
般
的
に
言
っ
て
人
間
た
ち
が
、
独
り
で
死
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
死
骸
が

―
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
か
ら
今
日

に
至
る
ま
で
、
歴
史
上
か
つ
て
一
度
も
起
こ
っ
た
こ
と
の
な
い
こ
と
だ
が

―
葬
儀
も
さ
れ
ず
に
燃
や
さ
れ
る
》
と
指
摘
し
、
そ
の

責
任
を
追
求
す
る
。《
私
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
責
任
を
告
発
し
た
の
だ
か
ら
、
人
間
の
尊
厳
の
見
張
り
番
を
任
務
と
し
た
ら
し

い
者
た
ち
に
あ
る
、
さ
ら
に
重
大
な
責
任
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
者
た
ち
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
教
会
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で
あ
る
。
教
会
は
、
い
ま
や
現
代
の
真
の
宗
教
と
な
っ
た
科
学
に
侍
女
と
し
て
仕
え
、
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
最
も
本
質
的
な
原
則
を

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
し
か
た
で
否
認
し
て
し
ま
っ
た
。
教
会
は
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
と
い
う
名
の
教
皇
を
戴い

た
だい

て
い
な
が
ら
、
当
の
フ
ラ

ン
チ
ェ
ス
コ
が
レ
プ
ラ
病
者
た
ち
を
抱
き
し
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
教
会
は
、
慈
悲
の
お
こ
な
い
の
一
つ
に

病
者
を
訪
ね
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
教
会
は
、
信
よ
り
も
生
を
犠
牲
に
す
る
用
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
、
隣
人
を
捨
て
去
る
こ
と
は
信
を
捨
て
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
い
う
殉
教
者
た
ち
の
教
え
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た）

11
（

。》
い

さ
さ
か
極
論
で
あ
る
が
、
し
か
し
哲
学
者
は
こ
の
よ
う
に
極
論
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
問
い
か
け
は
重
い
。

宗
教
学
者
の
弓
山
達
也
も
、
や
ん
わ
り
と
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。《
…
…
宗
教
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
、
神
や
死
者
、
死
後
の

世
界
な
ど
、
会
え
な
い
相
手
、
行
け
な
い
場
所
に
、
会
え
る
、
行
け
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
す
べ
を
持
っ
て
い
る
。
今
こ
そ
宗

教
が
そ
う
し
た
役
割
を
発
揮
す
る
時
、
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
は
学
者
の
意
見
で
あ
り
、
現
場
は
大
変
困
っ
て
い
る
の
が

実
情
だ）

11
（

》。

教
会
の
現
場　
　

で
は
、
現
場
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
日
本
の
教
会
の
実
情
は
ど
う
か
（
恐
ら
く
世
界
中
の
教
会
事
情
も
同

じ
で
あ
ろ
う
）。
コ
ロ
ナ
と
よ
く
比
較
さ
れ
る
が
、
一
〇
〇
年
前
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」

と
言
わ
れ
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
起
こ
し
、
日
本
で
も
多
く
の
死
者
を
出
し
た
（
内
務
省
衛
生
局
に
よ
れ
ば
三
九

万
人
）。
し
か
し
当
時
の
日
本
の
教
会
の
受
け
と
め
は
、
事
の
重
大
性
に
比
し
て
鈍
く
、
礼
拝
出
席
者
数
、
つ
ま
り
「
教
勢
の
不
振
」

を
心
配
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

11
（

。

今
回
の
コ
ロ
ナ
の
場
合
は
ど
う
か
。
弱
肉
強
食
で
強
欲
な
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
や
そ
の
帰
結
と
し
て
の
環
境
問
題
に
み
ら
れ
る
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人
間
の
生
き
方
の
ゆ
が
み
に
対
す
る
深
い
意
味
で
の
神
の
警
告
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
神
罰
論
」、
す
な
わ
ち
疫
病

や
災
害
な
ど
の
大
き
な
災
難
に
際
し
て
、
し
ば
し
ば
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
神
罰
論
は
、
教
会
か
ら
は
聞
こ
え
て
こ
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
自
ら
の
信
仰
や
教
会
や
礼
拝
だ
け
を
守
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
社
会
に
対
し
て
（
と
く
に
弱
い
立
場
に
対
し
て
）
寄

り
そ
い
共
に
生
き
る
姿
勢
を
持
ち
続
け
た
（
た
と
え
ば
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
の
場
合
《
…
…
何
よ
り
も
「
す
べ
て
の
命
（
い
の

ち
）」
を
守
る
こ
と
を
最
優
先
に
し
て
事
柄
に
対
処
し
て
ゆ
き
ま
す
。
…
…
そ
れ
は
会
員
の
み
な
ら
ず
、
地
域
社
会
を
含
む
「
す
べ

て
の
命
（
い
の
ち
）」
を
守
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
》
と
し
て
い
る）

11
（

）。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
隣
人
愛
に
基
づ
い
た
働
き
が
十
分
に
行
わ
れ
成
果
を
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
人
知
れ

ず
多
く
の
様
々
な
努
力
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
現
実
問
題
と
し
て
、
毎
日
曜
日
の
礼
拝
を
ど
う
す
る
か
。
こ
れ
が
大
問
題
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
ペ
ス
ト
の
時
代
、
表

面
的
に
は
避
難
問
題
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ
の
時
代
、
礼
拝
問
題
に
議
論
が
集
中
し
た
の
で
あ
る
（
そ
の
背
景

と
し
て
、
経
営
問
題
を
含
め
て
、
今
後
の
教
会
組
織
に
対
す
る
不
安
も
あ
る
の
だ
が
…
）。
礼
拝
を
い
か
に
す
べ
き
か
。
三
つ
の
対

応
が
考
え
ら
れ
た
。
⑴
全
く
従
来
ど
お
り
、
⑵
礼
拝
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
配
慮
・
工
夫
す
る
、
⑶
礼
拝
を
や
め
る
。
⑴
と
⑶
は
、

ほ
ぼ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ほ
と
ん
ど
の
教
会
は
恐
ら
く
⑵
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
密
を

さ
け
、
マ
ス
ク
を
し
、
換
気
に
気
を
つ
け
る
等
々
の
工
夫
を
し
て
の
「
対
面
礼
拝
」。
各
自
の
場
所
で
、
教
会
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

牧
師
の
説
教
要
旨
な
ど
を
読
み
礼
拝
を
守
る
（
文
書
礼
拝
、
家
庭
礼
拝
な
ど
）。
そ
し
て
、
世
の
趨
勢
に
合
わ
せ
て
の
オ
ン
ラ
イ
ン

礼
拝
等
々
で
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
の
場
合
、
技
術
上
の
む
ず
か
し
さ
や
Ｉ
Ｔ
を
駆
使
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
特
有
の
哲
学
的
・
神
学

的
問
題
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
コ
ロ
ナ
禍
の
教
会
は
奮
闘
努
力
を
し
た
の
で
あ
る
。
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オ
ン
ラ
イ
ン
化　
　

多
く
の
教
会
で
対
面
礼
拝
に
代
わ
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
が
試
み
ら
れ
た
。
対
面
礼
拝
と
は
、
生
身
の
人
間

が
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
、
ま
さ
に
「
い
ま
・
こ
こ
」
で
な
さ
れ
る
、
言
う
な
れ
ば
身
体
性
の
礼
拝
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
で
き

な
い
。
そ
こ
で
オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
が
登
場
す
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
を
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。

ま
ず
大
前
提
か
ら
考
え
て
み
る
。
神
の
恵
み
は
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
「
い
ま
・
こ

こ
」
で
現
わ
さ
れ
る
。
こ
こ
に
教
会
、
礼
拝
、
説
教
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（
聖
餐
）
の
、
つ
ま
り
宗
教
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
。

よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
与
え
ら
れ
る
神
の
恵
み
が
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
「
い
ま
・
こ
こ
」
で
、
キ
リ

ス
ト
（
遠
き
超
越
の
神
が
、
距
離
ゼ
ロ
、
つ
ま
り
人
と
な
る
と
い
う
出
来
事
）
と
な
っ
て
、
現リ

ア
ルに

わ
れ
わ
れ
に
臨プ
レ
ゼ
ン
スむこ

と
、
つ
ま
り

リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
（
現
臨
）
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
の
恵
み
の
出
来
事
と
は
、「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
と

「
い
ま
・
こ
こ
」
が
丁
度
メ
ダ
ル
の
裏
表
の
よ
う
に
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
礼
拝
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
教
会
と
は
「
説
教
」
と

「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
」
の
な
さ
れ
る
場
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
に
礼
拝
が
あ
る
（「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
」
第
七
条
参
照
。
な
お

以
下
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
聖
餐
に
つ
い
て
論
じ
る
）。
そ
し
て
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
説
教
は
「
い
つ
で
も
・

ど
こ
で
も
」
へ
の
可
能
性
を
開
く
オ
ン
ラ
イ
ン
に
親
和
的
で
あ
り
、
聖
餐
は
「
い
ま
・
こ
こ
」
の
、
キ
リ
ス
ト
と
私
の
身
体
が
介
在

す
る
が
ゆ
え
に
オ
ン
ラ
イ
ン
と
は
非
親
和
的
で
あ
る
。

ど
う
い
う
こ
と
か
。「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
と
い
う
こ
と
は
、
近
さ
（
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ゼ
ロ
）
や
遠
さ
（
テ
レ
デ
ィ
ス
タ
ン

ス
）
に
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
事
で
あ
り
、
ま
さ
に
オ
ン
ラ
イ
ン
こ
そ
そ
の
た
め
の
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
葉
と
い
う
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も
の
は
耳
（
身
体
）
を
通
り
こ
し
心
に
届
く
ゆ
え
、「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
い
つ
で

も
・
ど
こ
で
も
」
の
特
質
は
言
葉
性
、
反
復
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
は
言
葉
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
説
教
」
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
と
親
和
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

他
方
、「
い
ま
・
こ
こ
」
と
い
う
こ
と
は
、
近
さ
（
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ゼ
ロ
の
接コ

ン
タ
ク
ト触）

こ
そ
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
ま
さ
に
唯
一
回

性
と
い
う
性
格
を
お
び
る
。
そ
し
て
聖
餐
の
パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
は
、
口
を
通
し
て
胃
の
中
に
入
り
ゆ
き
、
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ゼ
ロ
、
つ

ま
り
身
体
と
一
体
化
す
る
。
つ
ま
り
「
い
ま
・
こ
こ
」
の
特
質
は
身
体
性
、
唯
一
回
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
パ

ン
と
ブ
ド
ウ
酒
（
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
）
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
聖
餐
」
は
、
テ
レ
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
た
め
の
仕
組
み
で
あ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
と
は
親
和
性
が
低
い
の
で
あ
る
。

ま
と
め
て
お
こ
う
。
神
の
恵
み
の
出
来
事
（
神

キ
リ
ス
トの
現
臨
）
は
、「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
と
「
い
ま
・
こ
こ
」
と
が
同
時
に
成

立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
説
教
」
も
「
聖
餐
」
も
両
者
と
も
ど
も
原
理
的
に
そ
う
な
の
だ
が
、
あ
え
て
比
較
す
れ
ば
、

説
教
は
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
へ
と
開
か
れ
て
い
る
オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
に
親
和
的
だ
が
、
他
方
、
聖
餐
は
非
親
和
的
な
の
で
あ

る
。リ

ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス　
　

リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
（
現
臨
、Realpräsenz

）
と
い
う
言
葉
は
、
聖
餐
に
お
い
て
（
復
活
の
）
キ
リ

ス
ト
が
現リ

ア
ルに

存プ
レ
ゼ
ン
ス在（

臨
在
）
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
聖
餐
論
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
ろ
う

と
、
ル
タ
ー
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
意
味
す
べ
て
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
論
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
力
点
（
視
点
）
に
ち
が
い
が
あ
る
。
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カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
の
実
体
が
（
聖
餐
の
）
パ
ン
（
と
ブ
ド
ウ
酒
）
の
実
体
の
場
を
占
め
る
、
と
い
う
。
パ

ン
と
い
う
実
体
が
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
い
う
実
体
に
変
化
す
る
（T

ranssubstantiation

）。「
化
体
説
」
と
い
う
。
そ
れ
に

対
し
ル
タ
ー
（
派
）
は
、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
が
パ
ン
の
中
に
、
ま
た
パ
ン
と
共
に
存
在
（
臨
在
）
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
パ

ン
は
パ
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
、
つ
ま
り
聖
餐
の
パ
ン
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
パ
ン
そ
の
も
の
が
共
に
在
る

（K
onsubstantiation

）
の
で
あ
る
。「
共
在
説
」
と
い
う）

11
（

。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
も
ル
タ
ー
も
、
聖
餐
に
お

い
て
身
体
的
に
キ
リ
ス
ト
が
現
臨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
身
体
的
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
（Leibliches Realpräsenz

）
と

言
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
は
聖
餐
に
お
い
て
現
臨
す
る
が
、
そ
れ
は
聖
霊
の
力
（virtue

）
に
よ
っ
て
会
衆

が
キ
リ
ス
ト
と
共
に
す
る
天
の
食
事
に
招
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
、
と
主
張
。「
バ
ー
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
。
ま
た
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ

は
、
聖
餐
の
パ
ン
は
キ
リ
ス
ト
の
象
徴
（
し
る
し
、Sym

bol

）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
象
徴
を
通
し
て
心
の
中

に
現
臨
す
る
と
い
う
。「
象
徴
論
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
改
革
派
（
カ
ル
ヴ
ァ
ン
や
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
）
は
、
聖
餐
に
お
い
て
キ
リ
ス

ト
は
身
体
的
に
で
は
な
く
霊
的
に
現
臨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
霊
的
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
で
あ
る
。
ま
と
め
て
言
え
ば
、
聖
餐
（
ミ

サ
）
に
つ
い
て
は
、
身
体
的
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
論
（
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ル
タ
ー
）
と
霊
的
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
論
（
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、

ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
）
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
、
そ
の
視
点
の
ち
が
い
、
解
釈
の
ち
が
い
を
克
服
す
る
た
め
の
様
々
な
神
学
的
努
力

が
な
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

ル
タ
ー
（
派
）
の
聖
餐
論　
　

さ
て
、
話
を
ル
タ
ー
（
派
）
の
聖
餐
論
に
し
ぼ
っ
て
い
け
ば
、
ル
タ
ー
が
パ
ン
の
中
に
正
真
正
銘
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の
キ
リ
ス
ト
の
身
体
が
存
在
す
る
と
い
う
「
身
体
的
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
」
を
主
張
し
う
る
の
は
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
の
身
体
が
天

の
み
な
ら
ず
、
な
ん
と
こ
の
地
上
の
聖
餐
の
パ
ン
の
中
に
も
、
つ
ま
り
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る）

17
（

。
こ

の
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
う
る
こ
と
、
こ
れ
を
前
に
も
ふ
れ
た
が
ユ
ビ
キ
タ
ス
（ubiquitous

）

と
い
う
。
遍
在
論
（U

biquitätslehre

）
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
天
に
も
パ
ン
の
中
に
も
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
存
在
し
う

る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
神
の
属
性
で
あ
る
遍
在
性
が
、「
神
・
人
」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
も
言
い
う
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

要
す
る
に
、
キ
リ
ス
ト
は
ユ
ビ
キ
タ
ス
（「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
の
遍
在
）
ゆ
え
に
、
聖
餐
の
パ
ン
の
中
に
も
リ
ア
ル
プ
レ

ゼ
ン
ス
（「
い
ま
・
こ
こ
」
の
現
臨
）
し
う
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
聖
餐
の
パ
ン
は
キ
リ
ス
ト
の
身
体
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
そ
れ
で
い
て
パ
ン
は
あ
く
ま
で
現
実
の
パ
ン
な
の
で
あ
る
。
パ
ン
の
実
体
が
カ
ト
リ
ッ
ク
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト

の
身
体
に
変
化
す
る
の
で
は
な
く
、
パ
ン
は
パ
ン
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
の
身
体
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の

身
体
と
パ
ン
が
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
一
致
（unio sacram

entalis

）」
と
い
う
。
ユ
ビ
キ
タ
ス
（「
い
つ

で
も
・
ど
こ
で
も
」）
ゆ
え
に
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
（「
い
ま
・
こ
こ
」）、
こ
れ
が
ル
タ
ー
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
ユ
ビ
キ
タ
ス
ゆ
え
に
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
成
り
立
つ
ゆ
え
、
ル
タ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
人
間

の
こ
の
世
の
生
が
、「
神
の
前
（coram

 D
eo

）」
と
「
こ
の
世
の
前
（coram

 m
undo

）」
と
い
う
二
重
の
生
と
し
て
、
生
き
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
「
神
の
前
」
で
生
き
つ
つ
、
同
時
に
「
こ
の
世
（
人
）
の
前
」
で
生
き
て
い
く
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
の
身
体
を
食
べ
つ
つ
（
神
の
前
！
）、
パ
ン
を
食
べ
る
（
こ
の
世
の
前
！
）
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ル
タ
ー
の
理
解
し
た
聖
餐
と
い

う
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
生
の
現
実
の
二
重
性
を
受
け
入
れ
生
き
て
い
く
こ
と
を
「
信
」
と

い
う
の
で
あ
ろ
う）

11
（

。
こ
こ
に
一
重
性
に
基
づ
く
「
知
」
と
の
ち
が
い
が
あ
り
、
信
仰
者
の
生
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
ル
タ
ー
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（
派
）
の
聖
餐
論
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
神
の
遍
在
と
身
体
的
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
、
つ
ま
り
ユ
ビ
キ
タ
ス

と
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
コ
ロ
ナ
禍
で
問
題
化
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
を
め
ぐ
っ
て
考
え
て
み
る
。
礼
拝
を
構
成
し
て
い
る
「
説
教
」
に
つ
い
て
言

え
ば
、
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
説
教
と
は
言
葉
（
声
）
ゆ
え
オ
ン
ラ
イ
ン
の
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
と
親
和
性
が
あ
る
。
他

方
、「
聖
餐
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
的
に
考
え
れ
ば
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
（
ユ
ビ
キ
タ
ス
）」
を
土
台
に
し
て
、

し
か
も
実
際
に
は
パ
ン
（
キ
リ
ス
ト
の
身
体
）
を
食
べ
る
と
い
う
「
い
ま
・
こ
こ
」
で
の
キ
リ
ス
ト
の
身
体
の
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス

ゆ
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
と
は
親
和
性
が
低
い
、
と
言
え
る
。

そ
こ
で
結
論
的
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
礼
拝
は
「
神
の
言
葉
」
で
あ
る
「
説
教
」
で
十
分
で
あ
る
（
と
り
わ
け
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い

て
は
、
そ
う
で
あ
る）

11
（

）。
そ
し
て
「
聖
餐
」
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
原
理
的
に
成
り
立
た
な
い
。
牧
会
的
配
慮
と
し
て
の
聖
餐
（
風
景
）

の
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
は
あ
り
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
十
分
に
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
本
来
的
な
意
味
で
「
聖
餐
」
と
は

言
え
な
い
の
で
あ
る）

11
（

。

３　

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
時
代
と
教
会

成
人
化
し
た
世
界　
　

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
、
教
会
と
は
何
か
、
ま
た
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
そ
れ
を
最
後
に
ス
ケ
ッ
チ
風

に
で
も
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
人
は
未
来
を
語
る
と
き
、
希
望
の
言
葉
で
語
る
ゆ
え
、
少
し
く
「
説
教
」
の
文
体
に
近
づ
く
。

さ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
と
い
う
こ
と
の
最
も
深
い
神
学
的
な
意
味
は
、「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
」
与
え
ら
れ
て
い
る
神
の
恵
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み
が
、「
い
ま
・
こ
こ
」
で
一
人
一
人
に
味
わ
わ
れ
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
神
の
恵
み
が
人
々
の
間
に
真
に
共
有
さ
れ

る
世
界
（
神
の
共
生
的
被
造
世
界
）
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。
強
欲

グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
や
そ
の
結
果
と
し
て
の
地
球
環
境
の
破
壊
、
そ
し
て
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
。
そ
こ
で
問
題
は
、
い
か
に

し
て
真
実
の
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
（
共
生
的
被
造
世
界
）
が
実
現
し
う
る
の
か
、
そ
の
た
め
に
教
会
は
何
を
す
べ
き
か
、
で
あ
る
。
あ

る
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
が
「
恩
寵
の
ウ
ィ
ル
ス
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た）

11
（

。
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
神
が
全
世

界
に
与
え
た
貴
重
な
気
付
き
の
時
と
受
け
と
め
る
。
確
か
に
教
会
は
も
う
一
度
、
自
ら
を
省
み
、
未
来
に
向
け
て
、
何
を
な
す
べ
き

か
を
考
え
る
時
な
の
で
あ
ろ
う
。

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
目
を
向
け
る
。
未
来
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
る
。
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
世
界
か
。
Ｄ
・
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
「
成
人
化
し
た
世
界
（die m

ündige gew
orden W

elt

）」
を
考
え
て
み
た
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
抵
抗
運
動
の
ゆ

え
に
処
刑
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
神
学
者
が
、
獄
中
で
思
索
イ
メ
ー
ジ
し
た
、
近
代
か
ら
未
来
へ
と
至
る
世
界
、
そ
れ
が
「
成
人
化
し
た

世
界
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
の
恵
み
が
こ
の
世
界
に
浸
透
し
て
い
く
世
界
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
、
そ
の
浸
透
は
（
人
の
ゆ

が
み
ゆ
え
）
全
く
遅
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
恵
み
の
神
の
意
図
（
御
心
）、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
の
一

人
一
人
が
生
と
死
を
貫
い
て
心
身
と
も
に
「
幸
せ
」
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
社
会
全
体
の
様
々
な
領
域
（
た
と
え
ば
福

祉
や
医
療
や
教
育
や
、
様
々
な
公
共
の
働
き
な
ど
な
ど
）
に
浸
透
し
て
い
く
中
で
、
一
人
一
人
が
無
責
任
に
神
に
頼
る
の
で
は
な
く

自
立
し
成
人
に
な
っ
て
生
き
て
い
く
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
意
味
、
神
に
頼
る
必
要
の
な
い
世
界
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
時
、

教
会
の
存
在
理
由
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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世
の
光
・
地
の
塩　
　

教
会
の
存
在
理
由
と
し
て
、
私
は
二
つ
あ
る
と
思
う
。「
世
の
光
」、
そ
し
て
「
地
の
塩
」
で
あ
る
。
イ
エ

ス
が
山
上
の
説
教
で
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
（
マ
タ
イ
福
音
書
五
11
―
11
）。「
世
の
光
」
と
し
て
の
教
会
、
そ
れ
は
神
の
恵
み
を
深
く

真
剣
に
受
け
と
め
、
た
と
え
小
さ
く
と
も
ロ
ー
ソ
ク
の
光
を
灯
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
礼
拝
を
守
り
、
聖
書
を
学
び
、
祈
り
、

神
学
を
伝
え
続
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
ま
と
め
て
「
祈
り
」
と
言
っ
て
お
こ
う
。
も
う
一
つ
は
、「
地
の
塩
」
と
し
て
の
教
会
で

あ
る
。
神
の
恵
み
を
隣
り
人
（
キ
リ
ス
ト
者
か
ど
う
か
な
ど
全
く
関
係
な
く
）
と
共
有
し
、
こ
の
共
生
社
会
の
一
翼
を
任
う
こ
と
で

あ
る
。
弱
い
立
場
の
人
々
へ
の
奉
仕
で
あ
る
。「
隣
人
愛
」
と
ま
と
め
て
お
こ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
世
の
光
と
し
て
の
働
き
も
、
地
の
塩
と
し
て
の
働
き
も
、
今
日
の
教
会
の
働
き
は
恐
ら
く
さ
さ
や
か
過
ぎ
る
ほ
ど
さ

さ
や
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
誰
も
そ
の
存
在
に
気
付
か
な
い
。
し
か
し
、
人
知
れ
ず
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
大
切
で
あ
る
。
逆

に
言
え
ば
、
人
々
に
誉
め
ら
れ
た
り
目
立
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
イ
エ
ス
が
山
上
の
説
教
で
語
っ
た
と
お
り
で
あ
る
。《
施
し

を
す
る
と
き
は
、
右
の
手
の
す
る
こ
と
を
左
の
手
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
施
し
を
人
目
に
つ
か
せ
な
い
た
め
で
あ

る
》、《
祈
る
と
き
は
、
奥
ま
っ
た
自
分
の
部
屋
に
入
っ
て
戸
を
閉
め
、
隠
れ
た
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
る
あ
な
た
の
父
に
祈
り
な
さ
い
》

（
マ
タ
イ
福
音
書
六
３
―
４
、
六
６
、
新
共
同
訳
）。

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
も
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
七
日
、
サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
広
場
か
ら
コ
ロ
ナ
禍
の
全
世

界
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
語
っ
た
。《
祈
り
と
、
ひ
っ
そ
り
行
わ
れ
る
奉
仕
―
そ
れ
こ
そ
が
、
わ
た
し
た
ち
を
勝
利

に
導
く
武
器
で
す）

11
（

》。
ま
さ
に
、
そ
う
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
こ
そ
、
そ
う
で
あ
る
。「
成
人
化
し
た
世
界
」
に
あ
っ

て
、
教
会
は
今
ま
で
守
り
抜
い
て
き
た
礼
拝
共
同
体
と
い
う
「
組
織
」
を
、
た
と
え
さ
さ
や
か
で
も
「
世
の
光
」
と
し
て
灯
し
つ
づ

け
る
こ
と
、
そ
し
て
他
方
、
隣
り
人
と
協
力
し
つ
つ
弱
い
立
場
の
人
々
の
た
め
に
奉
仕
の
「
運
動
」
を
、
た
と
え
ひ
っ
そ
り
と
で
も
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「
地
の
塩
」
と
し
て
や
り
つ
づ
け
る
こ
と
（
そ
れ
は
統
治
や
利
益
と
い
う
他
の
目
的
を
も
っ
て
い
る
行
政
や
企
業
と
は
一
線
を
画
し

た
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
）、
こ
こ
に
教
会
の
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
者
の
責
任
が
あ
る
。

ル
タ
ー
は
ペ
ス
ト
の
時
代
に
、「
ペ
ス
ト
書
簡
」
を
書
い
た
。
彼
が
そ
こ
で
力
説
し
た
こ
と
も
、
結
局
同
じ
で
あ
る
。
信
仰
に
基

づ
い
た
責
任
と
隣
人
へ
の
愛
、
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
言
え
ば
、
神
信
仰
と
隣
人
愛
は
同
じ
一
つ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ

エ
ス
の
教
え
で
あ
る）

11
（

。

sola gratia

（
恵
み
の
み
）　　

祈
り
と
隣
人
愛
が
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
地
上
の
教
会
は
、
そ
し
て
わ
た
し
た
ち

自
身
も
、
祈
り
に
乏
し
く
隣
人
愛
に
も
っ
と
乏
し
い
。
だ
が
、
逆
説
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
た
と
え
私
の
信
仰
が
弱
り
祈
り
の
言

葉
が
途
絶
え
て
も
、
ま
た
た
と
え
（
た
と
え
ば
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
）
礼
拝
が
中
止
に
な
っ
て
も
、
ま
た
た
っ
た
一
人
の
隣
人
を
も
助

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
そ
れ
で
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
私
も
、
教
会
も
、
世
界
も
、
そ
の
す
べ
て
を
守
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
し
信
仰
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
、
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
丁
度
、
悪
霊
に
と
り
つ
か
れ
た
息

子
を
助
け
て
も
ら
う
た
め
に
イ
エ
ス
の
も
と
に
や
っ
て
来
た
、
あ
の
父
親
が
叫
ん
だ
よ
う
に
で
あ
る
。《
信
じ
ま
す
。
信
仰
の
な
い

わ
た
し
を
お
助
け
下
さ
い
》（
マ
ル
コ
福
音
書
九
11
、
新
共
同
訳
）。
そ
れ
ゆ
え
、
人
に
言
え
る
こ
と
は
、
本
当
は
た
だ
一
つ
の
言
葉

だ
け
で
あ
ろ
う
。“sola gratia

”
で
あ
る
。
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注
（
１
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
・
マ
ク
ニ
ー
ル
（W

illiam
 H

ardy M
cN

eill, 1917

―2016

）『
疫
病
と
世
界
史
』
佐
々
木
昭
夫
訳
、
中

公
文
庫
（
上
下
）。
原
題
は
、
“Plagues and Peoples

”。

（
２
）
マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界
史
』（
下
）、
前
掲
、
九
四
頁
。

（
３
）
マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界
史
』（
下
）、
前
掲
、
二
一
二
頁
。

（
４
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
タ
リ
『
命
の
経
済
』
林
昌
宏
他
訳
、
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
、
二
〇
二
〇
年
、
二
三
頁
。

（
５
）
マ
ス
ク
は
も
と
も
と
は
「
仮
面
」
の
こ
と
だ
が
、
仮
面
は
ラ
テ
ン
語
で
ペ
ル
ソ
ナ
（persona

）
と
い
い
、
古
代
ロ
ー
マ
の
劇
中
の
仮

面
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
劇
中
の
役
柄
（
役
割
）
を
表
す
。
や
が
て
そ
の
人
物
の
役
割
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ペ
ル
ソ
ナ
は
「
人

間
」
や
「
人
格
」
と
い
う
意
味
が
そ
な
わ
り
、
パ
ー
ソ
ン
（person,　
人
間
）
と
い
う
言
葉
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
ル
タ
ー
は

仮
面
（
マ
ス
ク
）
を
表
す
と
き
に
は
、Larva

（
ラ
テ
ン
語
）、 M

um
m

e

（
ド
イ
ツ
語
）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
（
江
口
再
起
『
神

の
仮
面
』
リ
ト
ン
、
二
〇
〇
九
年
、
四
一
頁
以
下
参
照
。）

（
６
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
タ
リ
『
命
の
経
済
』
前
掲
、
一
八
八
頁
以
下
。

（
７
）
渡
名
喜
庸
哲
「
遠
隔
と
接
触
―
リ
モ
ー
ト
時
代
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
顔
」」『
現
代
思
想
』
二
〇
二
一
年
一
月
号
参
照
。

（
８
）
エ
マ
ニ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
倫
理
と
無
限
』
原
田
佳
彦
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
一
一
八
頁
。
な
お
、
前
掲
「
遠
隔
と
接

触
」
参
照
。

（
９
）
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
『
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
』
中
林
敦
子
訳
、
Ｐ
・
ヴ
ァ
イ
ン
社
、
二
〇
二
〇
年
、
五
頁
。
ま
た
大
澤
真
幸
『
コ
ロ
ナ

時
代
の
哲
学
』
左
右
社
、
二
〇
二
〇
年
、
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
10
）
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
、
よ
り
深
い
理
解
に
つ
い
て
は
『
定
本　

見
田
宗
介
著
作
集
Ⅰ
―
現
代
社
会
の
理
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年

参
照
。
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（
11
）
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
今
回
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
関
連
を
、
中
沢
新
一
（「
コ
ロ
ナ
を
め
ぐ
る
三
つ
の
瞑
想
」『
す
ば
る
』
二
〇

二
〇
年
七
月
号
）
は
、「
ウ
ィ
ル
ス
の
増
殖
様
式
（
Ｖ
型
）」
と
「
現
代
の
資
本
主
義
の
増
殖
様
式
（
Ｃ
型
）」
の
関
連
か
ら
解
読
し
て

い
る
。

（
12
）
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
「
犠
牲
に
な
る
の
は
若
者
か
、
老
人
か
」『
文
藝
春
秋
』
二
〇
二
〇
年
七
月
号
、
一
一
八
頁
。
但
し
、
こ
の

論
考
の
内
容
で
な
く
表
題
に
つ
い
て
一
言
。
ト
ッ
ド
は
今
回
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
当
初
は
「
世
代
間
の
闘
争
」
と
見
立
て
て

い
た
が
、
そ
の
後
む
し
ろ
「
階
級
闘
争
」
の
側
面
を
強
調
し
て
い
る
（『
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
の
思
考
地
図
』
筑
摩
書
房
、
二
〇

二
〇
年
、
二
一
七
頁
）。

（
13
）
ユ
ビ
キ
タ
ス
社
会
ゆ
え
、
電
子
機
器
に
よ
っ
て
感
染
者
等
の
位
置
情
報
を
つ
か
み
コ
ロ
ナ
終
息
に
成
功
し
た
国
も
あ
る
（
台
湾
な

ど
）。
あ
る
い
は
強
権
的
な
権
力
集
中
に
よ
っ
て
終
息
さ
せ
た
国
も
あ
る
（
中
国
）。
い
ず
れ
も
監
視
社
会
の
問
題
と
言
え
よ
う
。
こ
れ

は
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
生
政
治
」
の
問
題
で
あ
る
。
後
述
参
照
。

（
14
）
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ケ
オ
ー
『
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
と
い
う
思
想
―
力
と
惑
わ
し
』
西
垣
通
監
修
・
嶋
崎
正
樹
訳
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一
九
九
七

年
、
二
三
頁
。
な
お
、
簡
潔
な
要
旨
に
つ
い
て
は
監
修
者
序
文
を
見
よ
。

（
15
）
福
岡
伸
一
「
ウ
ィ
ル
ス
は
撲
滅
で
き
な
い　

共
に
動
的
平
衡
を
生
き
よ
」
朝
日
出
版
社
編
『
コ
ロ
ナ
後
の
世
界
を
語
る
―
現
代
の
知
性

た
ち
の
視
線
』
所
収
、
朝
日
新
書
、
二
〇
二
〇
年
、
二
九
―
三
一
頁
。

（
16
）
中
沢
新
一
「
コ
ロ
ナ
を
め
ぐ
る
三
つ
の
瞑
想
」、
前
掲
、
一
〇
八
頁
以
下
。

（
17
）
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
『
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ
の
た
め
の
道
具
』
渡
辺
京
二
他
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
。
な
お
、

コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ
に
「
自
立
共
生
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
た
の
は
訳
者
の
渡
辺
京
二
で
あ
る
。
引
用
は
、
三
九
―
四
〇
頁
。

（
18
）『
文
化
と
宗
教
基
礎
用
語
事
典
』
海
鳴
社
、
二
〇
一
五
年
。「
共
生
（konvivenz

）」
の
項
（
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
フ
ン
メ
ル
）
参
照

（
六
七
頁
以
下
）。

（
19
）
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
『
サ
ピ
エ
ン
ス
全
史
』（
上
下
）、
柴
田
裕
之
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
六
年
、
同
『
ホ
モ
・
デ
ウ
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ス
』（
上
下
）、
柴
田
裕
之
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
八
年
。

（
20
）
多
和
田
葉
子
「
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
生
き
る
」『
毎
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
一
月
六
日
。

（
21
）
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
（
上
）』
番
号
一
三
六
、
塩
川
徹
也
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
六
二
頁
。

（
22
）
大
澤
真
幸
『
コ
ロ
ナ
時
代
の
哲
学
』
前
掲
、
参
照
。「
世
界
共
和
国
」
に
つ
い
て
は
、
柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』
岩
波
書
店
、
二

〇
一
〇
年
、
同
『
世
界
共
和
国
へ
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
参
照
。

（
23
）
江
口
再
起
『
ル
タ
ー
の
脱
構
築
―
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
と
ポ
ス
ト
近
代
』
リ
ト
ン
、
二
〇
一
八
年
参
照
。

（
24
）
ル
カ
福
音
書
一
章
11
節
の
英
訳
（RSV

=N
K

JV

）
は
、
次
の
と
お
り
。
“let it be to m

e according to your w
ord

”.

（
25
）
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ベ
イ
ン
ト
ン
『
我
こ
こ
に
立
つ
』
青
山
一
浪
・
岸
千
年
訳
、
ル
ー
テ
ル
社
、
一
九
五
四
年
、
四
七
二
頁
。
ま
た
近
藤
勝

彦
『
信
徒
の
た
め
の
神
学
入
門
』
教
文
館
、
一
九
九
四
年
、
一
九
二
頁
以
下
参
照
。

（
26
）
見
田
宗
介
『
定
本　

見
田
宗
介
著
作
集
Ⅰ　

現
代
社
会
の
理
論
』
前
掲
、
一
八
六
頁
。

（
27
）
Ｍ
・
ル
タ
ー
「
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
―
ト
」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
４
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
八
四
年
、
一
六
六
頁
（W

A
 7, 550

）。

（
28
）《
わ
が
は
か
ら
は
ざ
る
を
、
自じ

ね
ん然

と
ま
ふ
す
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
他
力
に
て
ま
し
ま
す
》。『
歎
異
抄
』
一
六
条
、
梅
原
猛
校
注
・

現
代
語
訳
、
講
談
社
文
庫
、
六
〇
頁
以
下
。

（
29
）
柄
谷
行
人
「
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
古
井
由
吉
」『
群
像
』
二
〇
二
〇
年
七
月
号
、
一
四
八
頁
。

（
30
）
吉
見
俊
哉
「
持
続
可
能
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」『
毎
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
一
月
一
三
日
。

（
31
）
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
中
世
の
秋
』（
世
界
の
名
著
11
）、
堀
越
孝
一
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
、
二
六
八
頁
。

（
32
）
Ｍ
・
ル
タ
ー「
修
道
誓
願
に
つ
い
て
」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
４
巻
、
徳
善
義
和
訳
、
聖
文
舎
、
一
九
八
四
年
、
二
六
二
頁
（W

A
 

8, 573f.

）。

（
33
）
な
お
弟
た
ち
に
つ
い
て
の
詳
細
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
弟
二
人
の
ペ
ス
ト
に
よ
る
死
が
ル
タ
ー
の
修
道
院
入
り
と
関
係
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
や
ん
わ
り
と
仄
め
か
さ
れ
て
き
た
。Otto Scheel （
“Martin 
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Luther: V
on K

atholizism
us zur Reform

ation

”, T
übingen, 1917, S.259

）、
Ｅ
・
Ｈ
・
エ
リ
ク
ソ
ン
（『
青
年
ル
タ
ー
⑴
』
西

平
直
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
三
頁
）、
Ｒ
・
フ
リ
ー
デ
ン
タ
ー
ル
（『
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
生
涯
』
笠
利
尚
他

訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
、
三
五
頁
）、
石
坂
尚
武
（『
ど
う
し
て
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
は
起
こ
っ
た
か
―
ペ
ス
ト
と
社
会
史
か
ら
見

る
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
七
年
、
八
〇
頁
以
下
）。

（
34
）
Ｗ
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界
史
』
下
巻
（
前
掲
、
一
一
二
頁
以
下
）、
滝
上
正
「
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
の
病
歴
」『
日
本
医
史

学
雑
誌
』
第
17
巻
４
号
、
二
〇
一
一
年
、
四
三
四
頁
、
四
四
〇
―
四
四
一
頁
参
照
。

（
35
）
ハ
イ
コ
・
Ａ
・
オ
ー
バ
ー
マ
ン
『
二
つ
の
宗
教
改
革
―
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
』（
第
１
章　

嵐
が
発
生
す
る
―「
黒
死
病
の
猛
威
」）、

日
本
ル
タ
ー
学
会
／
日
本
カ
ル
ヴ
ァ
ン
研
究
会
訳
、
教
文
館
、
二
〇
一
七
年
、
参
照
。
ま
た
、
Ｗ
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界

史
』（
下
）、
前
掲
、
五
八
頁
以
下
参
照
。

（
36
）M

artin Luther, O
b m

an vor dem
 Sterben fliehen m

öge, W
A

. 23, W
2, 10.

な
お
、
邦
訳
と
し
て
Ｔ
・
Ｇ
・
タ
ッ
パ
ー
ト
編

『
ル
タ
ー
の
慰
め
と
励
ま
し
の
手
紙
』（
内
海
望
訳
、
リ
ト
ン
、
二
〇
〇
六
年
）
の
二
八
九
―
三
〇
七
頁
に
「
ヨ
ハ
ン
・
ヘ
ス
宛
」
の
手

紙
が
あ
る
。
ま
た
全
訳
と
し
て
本
誌
『
ル
タ
ー
研
究
』
第
17
巻
に
多
田
哲
訳
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）
こ
の
ペ
ス
ト
書
簡
に
論
究
し
た
も
の
と
し
て
以
下
の
諸
論
考
が
あ
る
。
佐
々
木
博
光
「
ペ
ス
ト
観
の
脱
魔
術
化
―
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
神
学
的
ペ
ス
ト
文
書
」『
人
間
科
学
：
大
阪
府
立
大
学
紀
要
』
七
、
二
〇
一
二
年
（
な
お
佐
々
木
は
、
こ
の
ペ
ス
ト
書
簡
を
論
じ

たH
einrich D

orm
eier; D

ie Flucht vor der Pest als Religiöses Problem
, 1992

に
つ
い
て
詳
し
く
ふ
れ
て
い
る
）。
石
坂

尚
武
『
ど
う
し
て
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
は
起
こ
っ
た
か
』（
前
掲
、
注
（
11
））。
吉
田
隆
「
ウ
ィ
ル
ス
禍
に
つ
い
て
の
神
学
的
考
察
」

（http://w
w

w
.kirishin.com

/2020/03/21/41981/

〔
閲
覧
二
〇
二
〇
年
四
月
五
日
〕）。
Ｊ
・
Ｔ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
『
キ
リ
ス
ト
教
牧

会
の
歴
史
』
吉
田
信
夫
訳
、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
七
年
、
一
九
一
頁
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
の
性
格
上
、
そ
の
読
解
に
お
い

て
、
ペ
ス
ト
か
ら
避
難
し
な
い
と
い
う
点
を
強
調
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

（
38
）M

. Luther, W
2, 10, 2013.
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（
39
）M

. Luther, W
2, 10, 2018f.

（
40
）M

. Luther, W
2, 10, 2016.

（
41
）M

. Luther, W
2, 10, 2021f., 2023f.

（
訳
は
、
前
掲
（
注
11
）
の
『
ル
タ
ー
の
慰
め
と
励
ま
し
の
手
紙
』
よ
り
）。

（
42
）
ル
タ
ー
に
お
け
る
世
俗
性
の
問
題
は
、
た
と
え
ばBeruf

問
題
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
参
照
）。

（
43
）
徳
善
義
和
『
ル
タ
ー
と
賛
美
歌
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
、
一
二
〇
頁
参
照
。

（
44
）
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
『
死
―
そ
の
謎
と
秘
義
』
蓮
見
和
男
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
七
二
年
、
一
頁
。

（
45
）M

. Luther, W
A

 .2, 685
（
邦
訳
、『
ル
タ
ー
著
作
選
集
』
ル
タ
ー
研
究
所
訳
、
教
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
五
二
頁
。
但
し
、
訳
一
部

変
更
）。

（
46
）「
ツ
ァ
ラ
ア
ト
」
の
訳
語
を
め
ぐ
っ
て
は
、
岩
波
版
『
新
約
聖
書
』（
二
〇
〇
四
年
）
の
「
補
注
用
語
解
説
」
四
三
頁
、『
Ａ
Ｔ
Ｄ
旧
約

聖
書
註
解
３
レ
ビ
記
』（
Ｍ
・
ノ
ー
ト
著
、
山
折
哲
雄
訳
、
Ａ
Ｔ
Ｄ
・
Ｎ
Ｔ
Ｄ
聖
書
註
解
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
）
の
「
訳
者
あ
と
が

き
」
四
三
六
頁
以
下
、
田
川
健
三
『
新
約
聖
書　

訳
と
註
』
第
一
巻
、
作
品
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
六
六
頁
参
照
。

（
47
）
岩
波
版
『
新
約
聖
書
』、
前
掲
、
三
三
九
頁
の
注
⑸
参
照
。
但
し
、
そ
こ
で
は
こ
う
し
た
関
連
に
特
に
意
味
は
な
い
と
し
て
い
る
が
。

（
48
）
Ｗ
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界
史
』（
上
）、
前
掲
、
一
九
九
頁
以
下
。

（
49
）
Ｗ
Ｃ
Ｃ
「
今
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
会
的
、
預
言
者
的
、
実
践
的
な
使
命
を
果
た
そ
う
」『
キ
リ
ス
ト
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
四
月
一

一
日
（N
o.3537

）。

（
50
）
芳
賀
力
「
教
会
の
コ
ロ
ナ
捕
囚
」『
キ
リ
ス
ト
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
五
月
一
一
日
（N

o.3540

）。

（
51
）
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
私
た
ち
は
ど
こ
に
い
る
の
か
？
―
政
治
と
し
て
の
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
』
高
桑
和
巳
訳
、
青
土
社
、
二
〇
二

一
年
、
八
〇
頁
以
下
、
八
三
頁
以
下
。

（
52
）
弓
山
達
也
「
現
場
の
課
題
自
ら
語
っ
て
（
論
点
・
新
型
コ
ロ
ナ
―
宗
教
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
）」『
毎
日
新
聞
』
二
〇
二
一
年
二
月
一
九
日
。
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コロナ―人類・ルター・教会

（
53
）
柳
下
明
子
「
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
応
を
考
え
る
」『
聖
書
と
神
学
』
11
号
、
日
本
聖
書
神
学
校
キ
リ
ス

ト
教
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
参
照
。

（
54
）
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
総
会
議
長
大
柴
譲
治
談
話
（https://jelc-new

s.blogspot.com
/2020/03/2020326.htm

l

〔
閲
覧
二
〇
二

〇
年
三
月
二
八
日
〕）。

（
55
）「
和
協
信
条
」
七
条
、「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
」
一
〇
条
、
参
照
。

（
56
）
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
「
実
体
変
化
」
を
「
意
味
変
容
」
や
「
目
的
変
容
」
と
し
て
新
し
く
解
釈
し
よ
う
と
い
う
努
力
、
ま
た
ル
タ
ー

派
と
改
革
派
に
お
い
て
は
「
ア
ー
ノ
ル
ツ
ハ
イ
ン
・
テ
ー
ゼ
」（
一
九
五
七
年
）
や
「
ロ
イ
エ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
和
協
」（
一
九
七
三
年
）

等
々
の
試
み
が
あ
る
（
Ｈ
・
Ｇ
・
ペ
ー
ル
マ
ン
『
現
代
教
義
学
概
説
（
新
版
）』、
蓮
見
訳
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
四
二
〇
頁

以
下
参
照
）。
ま
た
Ｗ
Ｃ
Ｃ
『
バ
プ
テ
ス
マ
・
聖
餐
・
職
務
（
リ
マ
文
書
）』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
五
年
参
照
。
な
お
、
聖

餐
を
め
ぐ
っ
て
は
接
定
辞
の
問
題
な
ど
重
大
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
略
。

（
57
）
こ
の
点
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
会
談
（
一
五
二
九
年
）
で
の
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
の
不
一
致
点
で
あ
っ
た
。

（
58
）
こ
の
問
題
は
、
ル
タ
ー
の
キ
リ
ス
ト
論
の
一
つ
の
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
と
人
性
の
「
属
性
の
交
流

（com
m

unicatio idiom
atum

）」
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
問
題
は
「
万
有
在
神
論
（Panentheism

）」（
汎
神
論Pantheism

で
は
な
い
）
に
つ
な
が
る
問
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
略
。

（
59
）
村
瀬
学
「
吉
本
隆
明
に
お
け
る
『
信
』
と
『
知
』
の
調
べ
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
八
六
年
一
二
月
臨
時
増
刊
号
、
参
照
。

（
60
）
説
教
と
は
「
神
の
言
葉
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
説
教
で
十
分
で
あ
る
。《
わ
た
し
た
ち
か
ら
神
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
あ
な

た
が
た
は
、
そ
れ
を
人
の
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
神
の
言
葉
と
し
て
受
け
入
れ
た
か
ら
で
す
。
事
実
、
そ
れ
は
神
の
言
葉
で
あ
り
、

ま
た
、
信
じ
て
い
る
あ
な
た
方
の
中
に
現
に
働
い
て
い
る
も
の
で
す
》（
Ⅰ
テ
サ
ロ
ニ
ケ
二
11
、
新
共
同
訳
）。《
私
は
説
教
を
聴
く
。

し
か
し
、
い
っ
た
い
誰
が
語
っ
て
い
る
の
か
。
牧
師
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
牧
師
に
聴
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
声

は
牧
師
の
そ
れ
で
あ
る
。
が
、
私
の
神
が
、
そ
こ
で
説
教
さ
れ
、
み
言
葉
を
語
り
た
も
う
の
で
あ
る
》（
ル
タ
ー
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
四
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章
に
つ
い
て
の
説
教
」、
一
五
四
〇
年
、W

A
 47, 229

参
照
）。

（
61
）
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
「
公
開
ミ
サ
（Public M

ass

）」
は
原
則
中
止
と
な
っ
た
。
そ
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
で
「
霊
的
聖
体
拝
領
」
を
配
信
し
た
が
、
そ
れ
は
仮
に
聖
体
拝
領
を
し
た
こ
と
と
す
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
本
来
の
聖
体
拝
領
で

は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

（
62
）
東
京
教
区
司
祭　

晴
佐
久
昌
英
の
言
葉
。『
キ
リ
ス
ト
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
号
（N

o.3545

）。

（
63
）
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
『
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
後
の
選
択
』
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
二
〇
年
、
二
九
頁
。

（
64
）
ル
タ
ー
が
「
ペ
ス
ト
書
簡
」
で
引
用
し
た
、
イ
エ
ス
の
言
葉
は
次
の
と
お
り
。《
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
わ
た
し
の
兄
弟
で
あ
る
こ

の
最
も
小
さ
い
者
の
一
人
に
し
た
の
は
、
わ
た
し
に
し
て
く
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
》（
マ
タ
イ
福
音
書
二
五
11
）、《
イ
エ
ス
は
お
答

え
に
な
っ
た
。「
第
一
の
掟
は
、
こ
れ
で
あ
る
。『
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
聞
け
、
わ
た
し
た
ち
の
神
で
あ
る
主
は
、
唯
一
の
主
で
あ
る
。
心

を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。』
第
二
の
掟
は
、
こ
れ

で
あ
る
。『
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。』
こ
の
二
つ
に
ま
さ
る
掟
は
ほ
か
に
な
い
。」》（
マ
ル
コ
福
音
書
一
二
11
―
11
、
新

共
同
訳
）。


