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今
日
の
主
題
は
、
聖
性
と
霊
性
の
変
遷
と
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
私
が
数
年
前
か
ら
考
え
て
、
考
え
抜
い
た
こ
と
で
、
実
は
人
類
の

文
明
史
を
世
界
的
に
理
解
す
る
に
は
、
欠
か
せ
な
い
問
題
、
中
核
の
問
題

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
神
の
問
題
な
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
念
頭

に
お
い
て
私
の
数
年
の
思
考
が
一
つ
の
結
晶
に
至
っ
て
い
る
か
ど
う
か

は
、
皆
さ
ん
で
判
断
し
て
く
だ
さ
い
。

は
じ
め
に

―
エ
デ
ン
の
園
の
二
本
の
樹

最
初
に
、
エ
デ
ン
の
園
の
二
本
の
樹
の
こ
と
を
話
し
ま
す
。
こ
れ
は
前

に
も
一
度
、
お
話
し
た
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
重
要
な
の
で
、
こ
こ
か
ら

始
め
た
い
。
神
話
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
象
徴
的
な
も
の
で
、
一
つ
の

文
明
の
姿
を
表
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
こ
れ
を
綿
密
に
読
み
解
く
と
い
う

こ
と
か
ら
、
解
釈
学
と
い
う
学
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
人

類
文
明
の
実
態
を
知
り
た
い
と
き
、
や
は
り
重
要
な
文
献
で
あ
る
聖
書
を

最
初
に
取
り
上
げ
た
い
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、『
創
世
記
』
の
な
か
に
エ
デ
ン
の
園
が
で
て
き
ま

す
。
そ
こ
に
実
は
二
本
の
樹
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
後
世
の
人
々

は
だ
ん
だ
ん
忘
れ
て
行
っ
て
、
あ
た
か
も
エ
デ
ン
の
園
に
は
一
本
の
樹
だ

け
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
つ
ま
り
イ
ヴ
が
蛇
に
唆
さ
れ
て
、
そ
の
実
を
食
す

る
、
あ
の
知
恵
の
樹
で
す
ね
、
善
悪
を
知
る
樹
と
も
言
わ
れ
て
い
る
、
こ

の
樹
の
話
だ
け
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
ね
。
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
エ
デ
ン
の

園
か
ら
の
追
放
、
そ
れ
が
よ
く
語
ら
れ
る
の
で
す
が
、
本
当
は
、
そ
こ
に

は
二
本
の
樹
が
あ
っ
た
。
一
本
目
が
生
命
の
樹
、
そ
し
て
二
本
目
が
知
恵

の
樹
な
の
で
す
。
人
類
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
し
く
蛇
が
予
言
し

た
よ
う
に
、「
知
恵
の
樹
の
実
を
食
す
れ
ば
、
汝
は
神
の
ご
と
く
に
な
る

べ
し
」
と
い
う
歴
史
だ
っ
た
の
で
す
。
蛇
は
人
を
欺
い
た
の
で
は
な
く
、

講
　
演
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真
実
を
述
べ
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
食
し
た
人
類
は
、
ま
さ
し
く
神

の
ご
と
く
に
な
る
。
そ
し
て
神
自
身
を
消
去
し
て
い
く
。
こ
う
い
う
歴
史

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
ま
取
り
上
げ
た
の
は
『
創
世
記
』
第
二
章
七
―
九
の
言
葉
で
す
。
よ

く
見
る
と
、
二
本
の
樹
と
い
う
も
の
は
、「
知
」
と
「
命
」
の
二
者
選
一

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
絵
（
図
1
）
は
、
パ
リ
の
国
立

図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
本
で
、
一
五
世
紀
に
、
羊
皮
紙
に
書
か
れ
て

い
る
挿
絵
で
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
のD

e C
ivitate D

ei

（
神
の
国
）

に
出
て
く
る
エ
デ
ン
の
園
で
す
。「
神
の
キ
ビ
タ
ス
に
つ
い
て
」
と
い
う

本
で
す
ね
。
日
本
語
で
は
「
神
の
国
」
と
訳
し
て
い
ま
す
が
、
本
当
は
都

市
国
家
の
こ
と
で
す
。
パ
リ
の
国
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は

ラ
テ
ン
語
で
す
。
ま
ず
こ
こ
に
二
本
の
樹
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

生
命
の
樹
が
左
側
に
あ
る
。
右
側
に
知
恵
の
樹
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ

う
に
一
四
世
紀
、
一
五
世
紀
の
描
き
方
は
、
日
本
の
絵
巻
に
も
似
て
い

て
、
一
つ
の
画
面
に
時
の
流
れ
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
上

の
方
に
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
い
て
、
そ
し
て
神
に
出
会
う
。
そ
れ
は
生
命
の

樹
な
の
で
す
よ
。
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
こ
の
果
実
を
食
べ
て
は
い
け
な

い
」
と
い
う
樹
の
方
に
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
移
り
ま
し
て
、
そ
の
樹
に
巻
き

つ
い
て
い
る
の
が
、
蛇
な
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
イ
グ
ア
ナ
み
た
い
に
見
え

ま
す
け
れ
ど
。「
エ
デ
ン
の
園
」
の
章
を
読
む
と
、
そ
こ
か
ら
は
四
本
の

川
が
流
れ
出
て
い
る
と
い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
ね
。
で
四
本
の
川
が
流
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
一
五
世
紀
に
描
か
れ
た
絵
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
の

頃
の
本
当
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
す
で
に
こ
こ
で
理
性

と
霊
性
と
の
乖
離
、
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
私

は
申
し
上
げ
た
い
。

理
性
と
霊
性
の
乖
離

す
な
わ
ち
創
世
記
に
見
る
こ
の
知
と
命
の
二
者
選
一
は
文
明
史
に
お
け

る
理
性
と
霊
性
の
乖
離
と
な
っ
て
表
れ
る
。
理
性
が
知
を
形
成
す
る
の
に

対
し
て
、
霊
性
は
ま
さ
し
く
命
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
地
球
と
い
う
水
の

惑
星
に
生
命
が
誕
生
し
て
三
八
億
年
、
そ
れ
は
一
三
八
億
年
前
の
ビ
ッ
グ

バ
ン
以
来
の
大
宇
宙
の
生
成
を
映
す
如
く
に
、
ひ
た
す
ら
に
「
自
己
創
出

系
」
の
発
展
を
続
け
て
き
た
。
こ
の
自
己
創
出
系
と
い
う
語
を
、
私
は

図1
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オ
ー
ト
・
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
語
の
訳
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
伊
東

先
生
が
「
創
発
自
己
組
織
系
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。
生
命

誌
の
中
村
桂
子
さ
ん
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
ね
。
オ
ー
ト
・
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ヴ
ァ
レ
ラ
と
い
う
学

者
が
パ
リ
で
三
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
、
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
教

授
だ
っ
た
と
き
に
使
っ
て
い
ま
す
。
私
の
造
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然

は
超
越
的
な
創
造
主
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
己
創
出
に
よ

る
発
展
を
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
す
べ
て
は
大
自
然

の
中
に
あ
り
、
万
有
相
関
（Interconnectedness

）
の
相
を
持
つ
。
さ

ら
に
そ
の
す
べ
て
の
構
成
部
分
が
他
の
す
べ
て
と
相
助
け
る
相
互
扶
助

（Interdependence

）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
当
研

究
所
で
も
、
岩
佐
さ
ん
が
、
こ
の
テ
ー
マ
で
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

ね
。
す
べ
て
は
結
び
合
い
、
い
か
な
る
も
の
も
孤
立
し
て
い
な
い
。
こ
れ

が
い
の
ち
の
実
相
で
あ
り
ま
す
。
一
九
九
五
年
に
国
連
大
学
で
行
わ
れ
た

ユ
ネ
ス
コ
創
立
五
〇
周
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
科
学
と
文
化；
未
来
へ
の
共

通
の
道
」
が
残
し
た
「
東
京
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
は
、
量
子
物
理
学

か
ら
の
新
し
い
存
在
把
握
が
「
全
は
個
に
、
個
は
全
に
遍
照
す
る
」
と
表

現
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
日
本
で
は
、
す
で
に
仏
教
で
そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

て
き
た
、
特
に
華
厳
思
想
で
は
。
そ
れ
を
量
子
物
理
学
は
、
完
全
な
科
学

の
立
場
か
ら
言
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

科
学
革
命
後
の
存
在
論

問
題
は
一
七
世
紀
以
来
世
界
を
律
し
て
き
た
近
代
科
学
技
術
文
明
が
こ

の
存
在
論
の
正
反
対
の
仮
説
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
つ
ま

り
二
元
論
と
い
う
も
の
が
現
れ
る
。
心
身
を
二
分
す
る
。
主
客
を
二
分
す

る
。
自
然
を
客
体
と
し
て
、
人
間
と
峻
別
す
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す

ね
。
そ
し
て
人
間
だ
け
が
特
別
な
地
位
に
立
ち
ま
す
。
そ
の
二
分
法
を

D
ualism

と
言
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
何
が
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

一

七
世
紀
以
来
、
自
然
は
資
源
と
看
做
さ
れ
、
人
間
に
よ
る
搾
取
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
次
の
言
葉
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
自
然
の
搾
取

は
正
当
だ
と
い
う
人
が
根
拠
と
す
る
も
の
、
そ
れ
が
聖
書
に
現
れ
る
神
の

言
葉
な
の
で
す
ね
。
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
を
創
っ
た
あ
と
、
神
は
こ
う
述
べ
ら

れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。「
産
め
よ
、
増
や
せ
よ
、
地
に
満
て
よ
、
海
の

魚
、
空
飛
ぶ
鳥
、
地
を
這
う
全
て
の
生
き
物
を
従
わ
せ
よ
。」
こ
れ
は
創

世
記
の
一
章
二
八
節
の
言
葉
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
神
が
人
に
与
え
た
言

葉
だ
か
ら
、
我
々
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
と
い
う
論
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
の
立
論
ほ
ど
身
勝
手
な
も
の
は
な
い
、
と
言
い
た
い
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
地
球
資
源
の
搾
取
を
押
し
進
め
た
近
代
科
学
主
義
は
、
デ

カ
ル
ト
の
理
論
に
立
っ
て
い
る
。
科
学
主
義
の
父
と
い
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト

で
す
。
そ
の
デ
カ
ル
ト
は
、
神
の
存
在
を
証
明
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
神

を
限
り
な
く
透
明
な
一
点
に
近
い
存
在
に
追
い
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
彼

の
神
は
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
神
で
は
な
い
。
パ
ス
カ
ル
が
デ
カ
ル

ト
を
許
せ
な
い
、
と
言
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
そ
の
デ
カ
ル
ト
が
代
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表
す
る
近
代
科
学
主
義
は
、
ま
さ
し
く
人
格
神
と
し
て
の
創
造
神
の
存
在

を
否
定
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
み
ず
か
ら
が
否
定
し
た
も
の
を
都

合
の
良
い
と
き
だ
け
に
引
用
す
る
と
い
う
誠
に
身
勝
手
な
無
節
操
な
立
論

だ
、
と
い
う
の
が
私
の
批
判
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
と
き
起
こ
っ
て
い
た
の
は
、
ホ
ー
ル
ネ
ス
、
つ
ま
り
全
人
性
を

失
っ
た
人
間
の
理
性
と
霊
性
と
の
乖
離
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
聖

書
の
こ
の
言
葉
を
引
用
す
る
も
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
神
話
に
は
終
末
論
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
て
い

る
。
聖
書
に
は
終
末
論
が
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
は
終
わ
る
の

で
す
、
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
（
最
終
戦
争
）
に
よ
っ
て
。
そ
の
終
末
論
を
、
こ

の
近
代
科
学
主
義
者
た
ち
は
忘
却
し
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
わ
ざ
と
気

づ
か
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
外
閉
」
で
す
ね
。
私
が
引
用

す
る
の
は
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
が
使
っ
た
言
葉
で
す
。
外
閉
と

い
う
の
は
、
フ
ォ
ー
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン）

2
（

と
い
う
言
葉
で
、
こ
れ
も
造
語
な
の

で
す
が
、
ベ
ル
ク
が
言
い
た
い
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
簡
単
に
言
え

ば
、「
都
合
の
悪
い
こ
と
は
、
外
に
出
し
て
戸
を
閉
め
る
」
と
い
う
意
識

作
用
で
す
。
そ
れ
が
ベ
ル
ク
の
言
う
外
閉
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
終
末

論
と
い
う
も
の
は
都
合
が
悪
い
、
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
す
る
、
考
え
な
い
こ

と
に
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

精
神
の
砂
漠
化

地
球
環
境
の
破
壊
が
人
類
自
身
の
破
壊
に
通
じ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
す
。
実
は
、
か
け
が
え
の
な

い
地
球
の
砂
漠
化
は
、
全
人
類
史
か
ら
見
る
と
、
お
よ
そ
二
万
分
の
一
の

時
間
帯
に
起
こ
っ
た
異
常
事
態
、
す
な
わ
ち
人
間
の
「
心
の
砂
漠
化
」
に

対
応
し
て
い
る
と
私
は
見
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
歴
史
的
に
は

実
は
良
き
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
科

学
革
命
の
あ
と
に
起
こ
っ
た
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
。
す
な
わ
ち
、
理
性

至
上
主
義
に
よ
り
、
人
間
の
全
人
性
を
形
作
る
感
性
と
霊
性
は
理
性
よ
り

も
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
は
、
私

と
の
対
談
で
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
。「
こ
の
時
、
人
間
は
そ
の
存
在
の

半
分
を
失
っ
た
」
と
。
こ
の
対
談
は
藤
原
書
店
の
『
環
』
と
い
う
雑
誌
に

載
っ
て
お
り
ま
す
。
ほ
ん
と
う
い
う
と
鼎
談
で
す
ね
、
中
村
桂
子
さ
ん
が

入
っ
た
か
ら
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
と
私
が
対
談
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
知
っ
た
中
村
桂
子
さ
ん
が
、
そ
れ
を
傍

聴
に
行
き
た
い
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
私
は
中
村
さ
ん
に
、
あ
な
た
が
来

ら
れ
る
な
ら
む
し
ろ
議
論
に
加
わ
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
対

談
が
鼎
談
に
な
り
ま
し
た）

3
（

。

ま
た
、「
啓
蒙
」
と
共
に
見
直
さ
れ
る
べ
き
言
葉
に
「
普
遍
」
が
あ
り

ま
す
。
あ
る
時
山
折
哲
雄
さ
ん
が
、
こ
う
述
懐
し
て
い
ま
し
た
。「
国
際

会
議
に
行
く
と
そ
こ
に
は
〈
普
遍
〉
と
い
う
黄
金
の
尺
度
が
引
か
れ
て
い

て
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
越
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
彼
の
実
感
で
す
ね
。
こ

れ
は
い
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
な
と
思
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
こ

の
山
折
さ
ん
の
感
想
を
言
い
直
し
ま
す
と
、
つ
ま
り
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
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（
普
遍
）
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
な
る
の
で
す
ね
。U

niversal

と
は
、

U
ni

（
一
つ
に
）Verso

（
向
か
う
）
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

一
見
非
常
に
い
い
考
え
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
そ
の
一
つ
が
あ
ら

か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
は
、
あ
く
ま

で
も
理
性
的
、
西
欧
的
、
男
性
的
価
値
な
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
向
か
う
こ

と
が
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
な
の
で
す
。

確
か
に
世
界
で
謳
歌
さ
れ
た
「
光
の
世
紀
」
啓
蒙
の
時
代
と
い
う
も
の

は
、
人
類
の
物
質
生
活
と
福
祉
に
多
大
の
進
歩
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し

か
し
考
え
ね
ば
い
け
な
い
の
は
、
そ
の
一
方
で
、
上
下
関
係
を
作
り
出
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
普
遍
が
上
位
、
特
殊
は
下
位
と
い
う

上
下
関
係
を
作
り
出
し
た
。「
啓
蒙
」
は
、
英
語
で
言
い
ま
す
と
、
エ
ン

ラ
イ
ト
ン
メ
ン
ト
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
と
い
う
の
で

す
。
こ
れ
は
理
性
の
光
で
蒙
を
啓
く
こ
と
で
あ
り
、
理
性
に
特
別
の
地
位

が
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
差
別
化
が
起

こ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
で
は
そ
の
頃
、
な
に

が
差
別
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
ま
ず
女
性
。
そ
れ
か
ら
、
子
ど
も
だ
っ
た

の
で
す
ね
。
女
性
は
、
理
性
と
感
情
を
切
り
離
せ
な
い
存
在
で
あ
る
と
、

こ
う
い
う
捉
え
方
で
す
。
そ
れ
か
ら
子
ど
も
は
、
理
性
が
未
発
達
な
存

在
、
つ
ま
り
未
熟
な
大
人
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
実
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
つ
い

て
、
比
文
研
で
話
し
た
時
お
見
せ
し
た
映
像
で
気
が
つ
か
れ
た
人
い
ま
せ

ん
か
。
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
、
あ
る
い
は
ボ
ッ
チ
チ
ェ
リ
ー
の
絵
を
よ
く
ご

覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
絵
は
素
晴
ら
し
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
の
イ
エ

ス
が
ち
っ
と
も
可
愛
く
な
い
の
で
す
。
聖
母
マ
リ
ア
が
抱
い
て
い
る
イ
エ

ス
が
、
幼
児
の
可
愛
さ
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
未
熟
な
子

ど
も
を
少
し
で
も
大
人
に
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
子
ど
も
の

顔
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
わ
ざ
と
ボ
ッ
チ
チ
ェ
リ
ー
の
よ
う

な
、
あ
る
い
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
よ
う
な
ル
ネ
サ
ン
ス
の
名
匠
が
描
い
て
い

る
。
そ
ん
な
名
匠
が
描
い
て
も
、
幼
子
イ
エ
ス
の
顔
は
可
愛
く
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
、
い
ま
言
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。
子
ど
も
は

未
熟
な
大
人
だ
、
と
い
う
と
ら
え
方
で
す
ね
。

さ
ら
に
よ
く
な
い
の
は
、
そ
の
あ
と
に
起
こ
っ
て
く
る
植
民
地
時
代
な

の
で
す
が
、
植
民
地
の
い
わ
ゆ
る
原
住
民
は
皆
未
開
民
族
と
さ
れ
た
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
は
理
性
・
感
性
・
霊
性
を
渾
然
一
体
と
し
て
生
き
て
い

た
か
ら
で
す
。
理
性
と
他
の
能
力
の
区
別
が
で
き
て
な
い
、
と
の
理
由
な

の
で
す
。
原
住
民
は
そ
の
蒙
を
啓
か
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
差
別
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
す
。

普
遍
か
ら
通
底
へ

こ
れ
に
対
し
、
我
々
が
未
来
的
価
値
と
し
て
提
唱
す
る
の
は
、「
通

底
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
ト
ラ
ン
ス
バ
ー
サ
ル
と
い
う
考
え
方
。
そ
れ

は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
異
な
る
文
化
を
異
な
る
ま
ま
に
尊
重
し

な
が
ら
、
そ
の
底
に
響
き
あ
う
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
で
す
。
響
き
あ
う

も
の
、
魂
の
奥
底
で
共
振
す
る
も
の
を
探
求
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、　

実
は
臨
床
的
知
と
い
う
も
の
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
ま
た
全
人
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的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
言
え
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る

の
で
す
。
普
遍
は
、
論
語
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
、「
同
し
て
和
せ
ず
」

で
す
が
、
通
底
は
「
和
し
て
同
ぜ
ず
」
の
立
場
に
な
る
の
で
す
。
す
な
わ

ち
、
諸
民
族
に
和
と
い
う
も
の
を
可
能
に
す
る
互
敬
の
立
場
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
を
、
私
は
ユ
ネ
ス
コ
本
部
に
行
っ
て
話
し
た
と
こ
ろ
、
国

連
の
良
心
と
言
わ
れ
る
ユ
ネ
ス
コ
の
責
任
者
は
、
こ
の
意
を
直
ち
に
理
解

し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
我
々
と
と
も
に
、
二
〇
〇
五
年
、
パ
リ

で
、「
文
化
の
多
様
性
と
通
底
の
価
値
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

い
た
の
で
す
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
ユ
ネ
ス
コ
か
ら
の
報
告
書
が
英

文
、
仏
文
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
版
は
、
こ
の
研
究
セ
ン
タ
ー
の

皆
さ
ん
が
分
担
し
て
訳
出
し
た
の
が
、
出
て
お
り
ま
す）

4
（

。

文
明
の
衝
突
と
そ
の
根
元

こ
こ
で
、「
文
明
の
衝
突
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
お
話
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
一
九
九
三
年
に
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
、
こ
の
題

で
論
文
を
フ
ォ
ー
レ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
に
発
表
し
た
。C

lash of C
ivi-

lizations ? 

と
、
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
付
き
で
す
け
れ
ど
。
こ
れ
が
も

の
す
ご
く
メ
デ
ィ
ア
に
喧
伝
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
彼
は
そ
れ
を
大
き

な
本
に
し
て
、
そ
れ
を
出
し
た
の
は
九
六
年
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ハ
ン

チ
ン
ト
ン
の
論
は
、
非
常
に
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
世

界
を
八
つ
の
文
明
圏
に
区
別
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ

の
頂
点
に
宗
教
が
あ
る
と
し
て
、
宗
教
で
色
分
け
し
た
の
で
す
。
し
か

も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
戦
い
が
終
わ
っ
た
い
ま
、
次
に
起
こ
る
戦
争
は
文

明
間
の
戦
争
で
あ
る
と
予
言
す
る
わ
け
で
す
ね
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
戦
い

と
は
何
か
と
言
う
と
、
冷
戦
す
な
わ
ち
共
産
主
義
対
資
本
主
義
の
戦
い
で

す
。
こ
れ
は
一
九
九
〇
年
に
ソ
連
の
崩
壊
、
そ
の
前
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の

崩
壊
で
終
わ
っ
た
。
そ
の
次
に
く
る
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
文
明
間
の

衝
突
、
ク
ラ
ッ
シ
ュ
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
本

は
、
文
明
と
い
う
も
の
は
必
ず
衝
突
す
る
と
い
う
妄
想
を
世
界
の
人
々
に

植
え
付
け
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ト
レ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
が
ア
ル
カ
イ

ダ
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
事
件
は
、
こ
の
論
を

立
証
し
た
か
に
見
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
誤
謬
、
そ
れ

は
、
宗
教
と
い
う
も
の
を
彼
自
身
が
生
き
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教

の
モ
デ
ル
で
考
え
た
こ
と
で
す
。
闘
う
宗
教
。
そ
れ
を
他
の
宗
教
に
勝
手

に
敷
衍
し
て
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
が
彼
の
犯
し
た
最
大
の
誤
謬
で
あ
る
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
他
の
宗
教
の
内
包
し
て
い
る
寛
容
に
対
す
る
無
知
が

そ
こ
に
露
呈
し
て
お
り
ま
す
。

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
特
殊
性

彼
の
考
え
て
い
る
宗
教
は
、
実
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教
と
言
わ
れ
る
も

の
で
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
三
つ
の
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教
、
す
な
わ
ち

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
属
す
る
宗
教
群
は
、
人
類
史
上
、
特
殊
な
位
置
を
占
め

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
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ば
、
そ
こ
に
他
の
神
を
妬
む
神
と
し
て
の
唯
一
神
が
出
現
す
る
か
ら
で

す
。
そ
れ
は
非
常
に
過
酷
な
自
然
を
持
つ
砂
漠
の
神
で
あ
り
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
そ
の
神
が
四
世
紀
、
そ
れ
ま
で
は
キ
リ
ス
ト
教
を
迫
害
し
て
い
た

ロ
ー
マ
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

そ
の
と
き
に
砂
漠
の
神
が
緑
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
導
入
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

と
が
起
こ
っ
た
の
で
す
ね
。
こ
の
異
質
な
も
の
の
融
合
が
西
欧
の
本
質
を

形
作
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
来
、
西
欧
は
聖
俗
の
葛
藤
の
歴
史
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
葛
藤
は
、
他
の
文
明
圏
に
は
、
実
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
つ

ま
り
、
理
性
と
不
条
理
の
葛
藤
で
す
ね
。
不
条
理
の
最
た
る
も
の
と
し
て

私
が
挙
げ
た
例
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
祖
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
受
け
た
試
練
で

す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
百
歳
に
な
っ
て
や
っ
と
、
一
人
息
子
を
得
る
の
で
す

ね
。
イ
サ
ク
で
す
。
そ
れ
な
の
に
あ
る
日
、
神
か
ら
お
告
げ
が
下
る
。
イ

サ
ク
を
生
贄
に
せ
よ
、
と
。
こ
の
生
贄
と
い
う
の
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
不
条
理
な
こ
と
を
命
ず
る
の
が
神

な
の
で
す
。
聖
書
で
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
イ
サ
ク
を
連
れ
て
、
シ
ナ
イ
山

に
登
る
、
そ
の
途
中
、
何
度
も
何
度
も
、
イ
サ
ク
が
、「
お
父
さ
ん
、
生

贄
の
羊
が
い
な
い
よ
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
ど
こ
に
い
る
の
？
」
と
聞
く
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
「
上
に
行
け
ば
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、

イ
サ
ク
を
騙
し
て
、
上
に
登
っ
て
い
く
の
で
す
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う

の
は
凄
い
も
の
で
す
よ
。
普
通
の
生
贄
じ
ゃ
な
い
。
喉
を
短
刀
で
か
き

き
っ
て
、
薪
の
上
で
丸
焼
き
に
す
る
羊
を
指
す
の
で
す
。
こ
れ
が
本
当
の

生
贄
の
仕
方
だ
っ
た
の
で
す
。

山
の
中
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
薪
を
積
ん
で
、
そ
の
儀
式
を
黙
々
と
し
て

準
備
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
イ
サ
ク
に
、「
息
子
よ
、
お
前
が
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
だ
」、
と
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
彼
は
刀
を
取
っ
て
ほ
ん
と
う
に
息

子
を
殺
そ
う
と
す
る
ん
で
す
。
と
、
そ
の
と
き
そ
の
手
を
天
使
が
引
き
止

め
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
「
お
前
の
信
仰
は
分
か
っ
た
」、
と
述
べ
、
そ
れ

で
助
け
ら
れ
る
と
い
う
話
な
の
で
す
。
聖
書
の
こ
の
部
分
は
す
ご
い
で
す

ね
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
不
条
理
の
世
界
が
、
緑
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
、
し

か
も
、
地
中
海
文
明
と
い
う
明
る
い
文
明
を
生
き
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

導
入
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
ロ
ー
マ
と
い
う
大
帝
国
も
、
地
中
海
の
青
い

空
、
燦
々
と
降
り
注
ぐ
太
陽
の
も
と
、
何
を
生
き
て
い
た
か
と
い
う
と
、

や
は
り
ギ
リ
シ
ア
的
な
理
性
を
、
生
き
て
い
た
の
で
す
。
ロ
ー
マ
は
古
代

ギ
リ
シ
ア
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。
同
じ
地
中
海
文
明
で
す
。
そ
こ
に
、

こ
の
砂
漠
の
不
条
理
の
神
が
導
入
さ
れ
る
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
ロ
ー
マ

が
公
認
す
る
ま
で
に
、
三
世
紀
半
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
ぐ
ら

い
時
間
を
か
け
て
、
迫
害
し
た
キ
リ
ス
ト
教
が
力
を
つ
け
て
い
っ
て
、
つ

い
に
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
帝
が
公
認
す
る
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
姿

こ
の
合
成
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
姿
を
私
が
描
い
た
の
が
、
ロ
ゴ
ス
と

ト
ー
ラ
ー
の
図
（
図
2
）
で
す
。
シ
ャ
ネ
ル
の
ロ
ゴ
に
近
い
で
す
ね
。
し
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か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
分
か
る
に
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
な
き
ゃ
い
け

な
い
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ト
ー
ラ
ー
と
い
う
の
は
、
ユ

ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
戒
律
の
世
界
、
ロ
ゴ
ス
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
理

性
、
そ
れ
が
四
世
紀
に
、
ロ
ー
マ
の
お
か
げ
で
、
合
体
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
。
そ
し
て
そ
の
合
体
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
が
形
成
さ
れ
て
く

る
。
そ
の
中
心
に
ス
コ
ラ
哲
学
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
水
と
油
の
よ
う
に
、
ほ
ん
と
う
は
相
容
れ
な

い
も
の
の
合
成
だ
か
ら
、
そ
れ
が
再
び
分
裂
を
始
め
る
わ
け
で
す
。
私
の

よ
く
使
う
例
を
挙
げ
る
と
、
フ
レ
ン
チ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
の
よ
う
に
。
フ
レ

ン
チ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
こ
う
振
っ
て
い
る
と
、
非
常
に
美
味
し
い
ド

レ
ッ
シ
ン
グ
な
の
で
す
が
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
瓶
で
置
い
て
お
き
ま
す

と
、
油
と
酢
に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
現
象
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
姿
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
別
れ
た
一
方
が
、
ギ
リ
シ
ア
へ
の
回
帰
と

言
わ
れ
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
。
そ
し
て
も
う
一
方
が
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に

起
こ
る
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
宗
教
改
革
で
す
。
こ
ち
ら
は
再
び

ク
レ
ド
の
世
界
つ
ま
り
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
戻
る
。
ク
レ
ド
・
ソ
ロ
。
た
だ

信
じ
る
、
と
い
う
世
界
に
帰
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
関
し
て
で
す
が
、
ス
コ
ラ
哲
学
、
こ
れ
が
西
欧
思
想
の
座
標
軸

だ
と
い
う
風
に
私
は
言
い
た
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
先
ほ
ど
の

図
の
ち
ょ
う
ど
留
め
金
の
と
こ
に
あ
る
の
で
す
ね
。
座
標
軸
と
い
う
言
葉

は
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
す
べ
て
が
判
断
さ
れ
る
、
と
い
う
軸
で
す
ね
。

丸
山
真
男
が
、
日
本
の
思
想
に
は
座
標
軸
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

図2
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い
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
は
完
全
な
座
標
軸
が
あ
る
、
そ
れ
が
ス

コ
ラ
哲
学
で
す
。

伊
東
先
生
が
書
か
れ
た
『
十
二
世
紀
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
と
い
う
本
、
非

常
に
重
要
な
本
な
の
で
す
が
、
そ
こ
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
成
に
は
ア
ラ
ビ
ア
の
世
界
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の

貢
献
が
非
常
に
大
き
い
。
そ
の
と
き
パ
リ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ

―
ソ
ル
ボ
ン

ヌ
は
実
は
一
三
世
紀
、
ソ
ル
ボ
ン
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
創
っ
た
神
学
校
で

あ
り
ま
し
た

―
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
学
者
や
学
生
が

集
ま
っ
て
き
て
い
た
の
で
す
け
ど
も
、
そ
の
中
の
一
人
で
イ
タ
リ
ア
の
ア

キ
ノ
か
ら
来
た
人
が
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
ア
キ
ノ
の
ト
マ
ス
、
ト
マ
ス
・

ア
キ
ナ
ス
で
し
た
。
こ
の
人
は
非
常
に
優
れ
て
い
て
、
セ
ミ
ナ
ー
形
式
の

授
業
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
ト
マ
ス
が
、
そ
れ
ま
で
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
た
教
父
哲
学
と
い
う
も
の
に
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
の
論
理
を
当
て
は
め
た
。
そ
し
て
、
完
成
さ
せ

た
の
が
ス
ン
マ
・
テ
オ
ロ
ジ
エ
と
い
う
巨
大
な
本
で
し
た
。T

heologia

（
神
学
）
のSum

m
a

（
集
大
成
）
と
い
う
意
味
で
す
。
ス
ン
マ
・
テ
オ
ロ

ジ
カ
と
も
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
廣
池
千
九
郎
の
『
論
文
』
く
ら
い
の
巻

が
あ
る
本
で
す
。
そ
の
神
学
の
集
大
成
で
す
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
の

が
、
の
ち
に
黄
金
の
智
恵
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
キ
リ

ス
ト
教
神
学
を
ギ
リ
シ
ア
の
形
而
上
学
と
論
理
学
で
止
揚
し
た
も
の
で
し

た
。
で
は
そ
の
ギ
リ
シ
ア
と
は
何
か
と
言
う
と
、
ト
マ
ス
の
場
合
、
ま
さ

し
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
実
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
そ

れ
が
書
か
れ
る
ま
で
、
実
際
に
は
ギ
リ
シ
ア
の
本
も
相
当
読
ま
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
ラ
テ
ン
語
の
本
も
含
め
て
す
べ
て
教
父
神
学
で
し
た
。
そ
こ

で
は
実
は
プ
ラ
ト
ン
の
研
究
は
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
言
及
し
て

な
い
の
で
す
。
ト
マ
ス
が
初
め
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
取
り
入
れ
て
い
る

の
で
す
ね
。
し
か
も
そ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
一
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
に

よ
っ
て
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
ト
レ
ド
の
図
書
館
で
ア
ラ
ビ
ア
語
版
か
ら
ラ
テ

ン
語
に
翻
訳
さ
れ
た
ば
か
り
の
も
の
で
し
た
。
こ
の
ト
マ
ス
の
仕
事
、
こ

れ
が
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
本
来
は
無
理
な
も
の
の
合
成
、
し

か
し
見
事
な
合
成
で
し
た
。
シ
ャ
ル
ト
ル
の
大
聖
堂
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
数

あ
る
カ
テ
ド
ラ
ル
の
中
で
一
番
美
し
い
大
聖
堂
で
す
ね
。
ト
マ
ス
の
神

学
、
ス
ン
マ
・
テ
オ
ロ
ジ
エ
は
、
シ
ャ
ル
ト
ル
の
大
聖
堂
だ
、
と
ト
イ
ン

ビ
ー
も
言
っ
て
い
ま
す
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
意
味

こ
の
ス
コ
ラ
哲
学
が
、
一
四
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら
再
分
裂
を
始
め
ま
す
。

一
五
世
紀
の
頃
に
な
り
ま
す
と
、
も
う
崩
壊
し
て
い
く
と
い
う
運
命
を
辿

る
わ
け
で
す
。
で
、
そ
の
時
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
い
う
も
の
が
起
こ
り
ま

す
。
一
四
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
す
で
に
北
イ
タ
リ
ア
で
始
ま
る
ん
で
す
け

ど
も
、
一
五
世
紀
に
は
素
晴
ら
し
い
美
の
結
晶
と
な
る
。
実
は
こ
の
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
の
大
聖
堂
も
作
ら
れ
て
い
る
の
で
す

ね
、
バ
チ
カ
ン
で
す
。
そ
こ
で
何
を
感
ず
る
か
、
皆
さ
ん
も
ロ
ー
マ
に

行
っ
た
ら
、
バ
チ
カ
ン
を
訪
問
し
て
欲
し
い
の
で
す
け
れ
ど
、
私
は
こ
こ
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に
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
を
感
じ
な
い
の
で
す
。
バ
チ
カ
ン
に
あ
る

も
の
は
何
か
。
ま
ず
は
、
倨
傲
。
私
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
が
、
サ

ン
ピ
エ
ト
ロ
の
入
口
に
は
奇
妙
な
線
が
た
く
さ
ん
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
何
で
す
か
、
と
聞
い
た
ら
、
ラ
ン
ス
の
寺
院
、
シ
ャ
ル
ト
ル
の
寺
院
、

何
何
の
寺
院
の
大
き
さ
は
こ
こ
ま
で
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

だ
と
。
バ
チ
カ
ン
は
何
者
よ
り
大
き
い
と
、
こ
ん
な
線
を
引
い
て
比
較
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
に
ま
ず
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
。
け
れ
ど
も
、
私
が

は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
の
は
、
そ
こ
を
飾
っ
て
い
る
全
て
の
美
術
品
、

素
晴
ら
し
い
美
術
作
品
は
、
実
は
敬
虔
な
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
的
な

も
の
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
壁
画
や
天
井
画
、
あ

れ
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
描
い
て
い
ま
す
。
創
世
記
の
話
か
ら
始
め
て
全

部
、
聖
書
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
最
後

の
審
判
ま
で
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
絵
は
す
べ
て
人
間
的
な
の
で
す
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
人
間
美
な
の
で
す
。
宗
教
美
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ま

り
に
も
そ
の
造
形
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
皆
名
作
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

ち
ら
の
方
に
注
意
し
た
ほ
う
が
い
い
。
実
は
人
間
美
な
の
で
す
。
最
後
の

審
判
の
キ
リ
ス
ト
な
ど
は
、
筋
肉
隆
々
と
し
た
若
者
で
す
。
ボ
デ
ィ
ビ
ル

の
世
界
み
た
い
な
、
そ
の
く
ら
い
の
若
者
で
す
よ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で

宗
教
を
語
れ
る
の
か
、
本
当
に
祈
れ
る
の
か
と
、
私
は
違
和
感
を
覚
え
ま

し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
見
る
の
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
起
こ
っ
た
テ

オ
サ
ン
ト
リ
ス
ム
（T

heocentrism

）、
神
中
心
主
義
か
ら
ア
ン
ト
ロ
ポ

サ
ン
ト
リ
ス
ム
（A

nthropocentrism

）、
人
間
中
心
主
義
へ
の
回
帰
で

す
。
つ
ま
り
こ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
へ
の
回
帰
の
意
味
な
の
で
す
ね
。
ギ
リ
シ

ア
美
術
も
そ
う
で
し
た
か
ら
。

実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ほ
ん
と
う
に
キ
リ
ス
ト
教
が
生
き
て
い
た
と

き
、
人
は
神
に
見
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
も
神
が
見
て
い

る
。
神
に
見
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
の
が
、
今
度
は
神
を
見
る
存
在

に
な
る
。
神
さ
え
も
対
象
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
変
化
を
、
私
は
ス
イ
ス
の
美
術
評
論
家
と
議
論
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
移
行
は
、Com

m
union

（
合
体
）
か
らPerception

（
知
覚
）

へ
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
も
い
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ル
ネ
サ

ン
ス
人
に
は
主
体
が
あ
り
、
対
象
が
あ
る
、
対
象
を
知
覚
す
る
。
そ
れ
ま

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
と
い
う
の
は
、
ミ
サ
の
聖
体
拝
受
も
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン

な
の
で
す
が
、
ほ
ん
と
う
に
合
体
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
宗

教
画
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
美
術
品
と
し
て
の
対
象
に
変
わ
っ
て
く
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
へ
の
復
帰
、
人
本
主

義
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ム
と
い
う
も
の
の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
こ
で
は
既
に
聖
性
と
い
う
も
の
は
消
失
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

聖
性
の
凋
落

聖
性
の
凋
落
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
で
す
け
れ
ど
、

そ
れ
で
は
聖
な
る
も
の
と
は
な
に
か
。Le Sacré 

ル
・
サ
ク
レ
と
い
う

言
葉
が
出
て
き
ま
す
け
ど
、
そ
れ
を
最
初
に
説
い
た
の
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
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デ
ュ
ル
ケ
ム
（E

m
ile D

urkheim
, 1858

―1917

）。
そ
の
観
念
が
ミ
ル

チ
ェ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
（M

ircea E
liade, 1907

―1986

）
に
よ
っ
て
深

化
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
独
自
の
考
え
で
は
な
く
、

そ
の
彼
に
影
響
を
与
え
た
人
が
い
る
。
そ
れ
が
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー

（R
udorf O

tto, 1869
―1937

）
だ
と
思
い
ま
す
。
オ
ッ
ト
ー
がD

as H
ei-

lige

ダ
ス
・
ハ
イ
リ
ゲ
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ

語
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
ル
・
サ
ク
レ
で
す
。
エ
リ
ア
ー
デ
と
い
う

人
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
人
な
の
で
す
。
私
は
パ
リ
で
一
度
だ
け
会
っ
て
い

ま
す
け
れ
ど
、
同
じ
ル
ー
マ
ニ
ア
人
の
劇
作
家
イ
オ
ネ
ス
コ
に
紹
介
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
二
人
と
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
本
を
書
い
て
い
ま
す
。
ル
・
サ

ク
レ
と
い
う
言
葉
も
エ
リ
ア
ー
デ
と
共
に
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
オ
ッ

ト
ー
の
ダ
ス
・
ハ
イ
リ
ゲ
も
勿
論
「
聖
な
る
も
の
」
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
を

含
め
た
こ
の
三
者
を
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
ひ
と
つ
言
え
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
共
に
キ
リ
ス
ト
教
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
超
え
て
い
る
の
で

す
。
そ
の
三
者
と
も
考
え
て
い
る
の
は
、
古
代
か
ら
諸
民
族
に
信
仰
さ

れ
、
地
中
海
地
方
で
は
ヌ
ミ
ナ
、
ア
ラ
ビ
ア
で
は
ジ
ン
、
そ
れ
か
ら
太
平

洋
で
は
マ
ナ
と
い
わ
れ
た
神
霊
な
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
全
て
通
じ
あ
う
も

の
で
す
ね
。
そ
こ
に
「
神
聖
」
あ
る
い
は
「
聖
性
」
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
ヌ
ミ
ナ
的
な
も
の
を
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

を
比
較
文
化
的
に
考
え
れ
ば
、
日
本
語
に
も
あ
り
ま
す
。
本
居
宣
長
の

『
古
事
記
伝
』
に
出
て
く
る
迦
微
（
カ
ミ
）
と
い
う
言
葉
を
考
え
て
み
る

と
、
こ
れ
が
非
常
に
近
い
の
で
す
。
や
は
り
ル
・
サ
ク
レ
、
あ
る
い
は
ダ

ス
・
ハ
イ
リ
ゲ
、
ヌ
ミ
ナ
的
な
も
の
、
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
、
こ
れ
に
非
常
に
近

い
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
色
々
な
と
こ
ろ
に
顕
現
す
る
と

言
う
。
さ
ら
に
、
オ
ッ
ト
ー
は
そ
れ
を
ガ
ン
ツ
・
ア
ン
デ
レ
（
大
い
な
る

他
者
）
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
大
い
な
る
他
者
と
い
う
こ
と
を
言
う

な
ら
ば
、
や
は
り
本
居
宣
長
の
神
の
概
念
に
も
そ
れ
が
あ
る
の
で
す
。
そ

れ
は
山
や
谷
や
森
に
満
ち
て
い
る
大
い
な
る
他
者
と
い
う
一
面
が
あ
る
。

エ
リ
ア
ー
デ
の
方
で
は
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
そ

れ
は
聖
性
が
顕
現
す
る
場
合
で
す
。
聖
な
る
も
の
の
示
現
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
聖
性
は
山
川
国
土
す
な
わ
ち
大
自
然
に
宿
る
も
の
で
あ
っ

て
、
世
界
を
超
越
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
最
近
私
が
知
っ
た
の

は
、
西
ア
ジ
ア
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
原
型
を
見
て
も
そ
う
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
加
藤
九
祚
さ
ん
が
、
私
も
書
評
を
書
い
た
『
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
の
古
代
都
市
』
と
い
う
本
で
指
摘
し
て
い
ま
す
。
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
が
生
ま
れ
る
前
の
プ
ロ
ト
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
を
生
き
て
い
た
古
代
イ

ラ
ン
人
も
ま
た
、
星
辰
・
日
月
・
地
水
火
風
に
は
神
が
宿
る
と
信
じ
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

超
越
神

と
こ
ろ
が
、
西
暦
前
一
三
世
紀
ご
ろ
、
そ
の
大
自
然
の
外
に
位
置
す
る

神
が
現
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
神
、
ヤ
ハ
ウ
ェ（
エ
ホ
バ
）

で
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
神
は
、
最
初
は
人
格
神
と
し
て
、
そ
し
て
徐
々

に
被
造
物
す
な
わ
ち
大
自
然
の
創
造
主
、
言
い
換
え
れ
ば
、
地
球
を
超
越
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す
る
も
の
と
し
て
、
姿
を
現
し
て
く
る
。
で
す
か
ら
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
中

で
は
こ
の
超
越
神
こ
そ
が
聖
な
る
も
の
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ

る
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
は
、
聖
性
と
い
う
と
き
は
こ
の
世

界
と
人
類
を
創
造
し
た
創
造
主
と
し
て
の
超
越
神
以
外
に
は
あ
り
得
な

い
。
こ
れ
が
唯
一
神
教
の
世
界
で
あ
り
、「
超
越
」（T

ranscendence

）

と
い
う
概
念
が
初
め
て
現
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
反
対
が
現
実
の
世
界
、

「
内
在
」（Im

m
anence

）
な
ん
で
す
。
超
越
と
内
在
、
こ
う
い
う
ふ
う

に
対
峙
さ
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
で
は
間
違
え
る
人
が
多
い
の
で
す
が
、
彼

岸
と
此
岸
、
あ
の
世
・
こ
の
世
の
対
置
で
は
な
い
の
で
す
。
超
越
と
内
在

は
創
造
主
と
被
造
物
の
対
置
で
す
。

こ
う
言
う
人
が
い
ま
す
、
最
初
の
一
神
教
は
エ
ジ
プ
ト
で
生
ま
れ
た
、

と
。
そ
れ
は
前
一
四
世
紀
に
ア
メ
ン
へ
テ
プ
四
世
、
す
な
わ
ち
ア
ク
エ

ン
・
ア
テ
ン
が
ア
ケ
ト
ア
テ
ン
で

―
こ
れ
は
の
ち
に
エ
ル
・
ア
マ
ル
ナ

と
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も

―
宗
教
改
革
を
行
っ
た
。
一
神
教

は
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
説
で
す
。
す
る
と
一
神
教
は
ユ
ダ
ヤ
人
が

初
め
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
ア
ク
エ
ン
・
ア
テ
ン
の
改
革

は
ま
だ
厳
密
な
意
味
で
の
一
神
教M

onotheism

で
は
な
か
っ
た
と
い
う

の
が
私
の
結
論
で
あ
り
ま
す
。
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（Friedrich M

ax 

M
üller, 1823

―1900

）
の
造
語
を
借
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
選
一

神
教H

enotheism

、
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
エ
ジ
プ
ト
の
既
存
の

神
々
を
す
べ
て
排
除
し
た
の
で
は
な
く
、
ア
テ
ン
神
、
こ
れ
は
日
輪
な
の

で
す
が
、
そ
れ
を
至
高
の
神
と
し
て
崇
拝
す
る
、
と
い
う
選
択
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
こ
の
宗
教
改
革
が
な
ぜ
槿き
ん

花か

一
朝
の
夢
の
ご
と

く
短
期
で
挫
折
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

槿
花
一
朝
の
夢
と
は
私
の
好
き

な
言
葉
で
、
槿
花
と
い
う
の
は
、
朝
顔
の
類
な
の
で
す
。
朝
咲
い
て
す
ぐ

に
し
ぼ
む
花
で
す
。
エ
ジ
プ
ト
の
一
神
教
は
槿
花
一
朝
の
夢
の
ご
と
く
崩

壊
す
る
の
で
す
ね
。
ア
ク
エ
ン
・
ア
テ
ン
一
代
で
。
何
故
で
し
ょ
う
。
こ

こ
で
私
の
解
釈
を
申
し
上
げ
た
い
。
確
か
に
テ
ー
ベ
の
ア
メ
ン
神
の
神
官

た
ち
の
反
乱
が
あ
っ
た
、
こ
れ
は
確
か
で
す
。
こ
の
反
乱
は
か
な
り
激
し

く
、
ア
ク
エ
ン
・
ア
テ
ン
を
継
い
だ
少
年
王
ツ
タ
ン
カ
ー
テ
ン
は
、
テ
ー

ベ
の
神
官
た
ち
の
言
う
よ
う
に
古
来
の
神
々
を
復
活
さ
せ
て
、
自
分
も
名

前
を
変
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
と
。
こ
の
よ
う
に
名

を
変
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

私
の
結
論
は
、
こ
の
宗
教
改
革
の
挫
折
の
本
当
の
原
因
は
、
フ
ァ
ラ
オ
そ

の
も
の
の
実
体
変
化
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
こ
で
少
し

だ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
を
出
し
ま
す
が
、T

rans-substantiatio

、「
実

体
変
化
」
で
す
。
例
え
ば
、
葡
萄
酒
と
パ
ン
で
す
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
が
最
後
の
晩
餐
で
、「
こ
れ
は
我
が
血
な
り
」、「
こ
れ
は
我
が
肉
体
な

り
」
と
言
っ
て
葡
萄
酒
と
パ
ン
を
弟
子
た
ち
に
配
り
ま
す
ね
。
そ
の
時
、

パ
ン
は
そ
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
に
よ
っ
て
実
体
変
化
す
る
の
で
す
。
実
体

が
変
化
し
て
キ
リ
ス
ト
に
な
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
今
も
ミ
サ
で
聖
体
拝

受
す
る
の
は
キ
リ
ス
ト
と
合
体
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
を

T
rans-substantiatio

と
い
う
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
表
し
て
い
る
の
で
す
。

エ
ジ
プ
ト
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
に
似
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ
ァ
ラ
オ
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自
身
が
実
体
変
化
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ァ
ラ
オ
は
現
人
神

で
あ
り
ま
し
た
。
王
で
あ
る
と
と
も
に
神
で
す
。
と
こ
ろ
が
ア
ク
エ
ン
・

ア
テ
ン
は
自
ら
が
ア
テ
ン
神
の
神
官
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
大
神
官
と
し

て
ア
テ
ン
神
に
仕
え
る
身
と
な
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
は
や
本
来

の
神
官
た
ち
が
仕
え
る
べ
き
現
人
神
が
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
神
官

た
ち
の
反
乱
と
こ
の
革
命
の
挫
折
の
真
因
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
に
至

り
ま
し
た
。

唯
一
神
教
の
出
現

そ
れ
で
は
本
当
の
一
神
教
＝
唯
一
神
教
の
出
現
と
い
う
こ
と
を
考
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
か
な
る
他
の
神
の
存
在
も
認
め
な
い
唯
一
神
教

M
onotheism

の
出
現
、
こ
れ
は
や
は
り
シ
ナ
イ
山
に
お
け
る
モ
ー
ゼ
の

ヤ
ハ
ウ
ェ
（
エ
ホ
バ
）
と
の
契
約
に
始
ま
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
の
、
モ
ー
ゼ
が
シ
ナ
イ
山
に
登
り
神
か
ら
十
戒

を
授
か
る
シ
ー
ン
の
記
述
が
重
要
で
す
。
そ
こ
に
至
る
前
、
モ
ー
ゼ
は
ホ

レ
ブ
と
い
う
山
中
で
燃
え
る
木
を
見
て
い
ま
す
。
燃
え
る
灌
木
の
陰
か
ら

神
の
声
を
聴
い
て
い
る
。
こ
の
神
は
語
る
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
人
間
的
で

あ
り
、
こ
の
世
に
い
る
よ
う
な
現
わ
れ
方
な
の
で
す
。
そ
の
神
は
、
自
分

は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
イ
サ
ク
の
神
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
で
モ
ー
ゼ
は
耳
を

傾
け
る
。
す
る
と
、
そ
の
見
え
な
い
神
は
モ
ー
ゼ
に
こ
う
い
う
こ
と
を
言

う
。「
パ
ロ
（
フ
ァ
ラ
オ
）
の
も
と
に
行
き
、
苦
役
に
あ
え
ぐ
イ
ス
ラ
エ

ル
の
民
を
救
い
出
せ
」。
そ
れ
で
モ
ー
ゼ
は
聞
き
返
し
ま
す
。
姿
が
見
え

な
い
か
ら
。「
あ
な
た
の
名
前
は
？
」
と
。「
エ
ジ
プ
ト
に
い
る
民
に
貴
方

の
名
前
を
聞
か
れ
た
ら
ど
う
答
え
れ
ば
い
い
の
で
す
か
？
」
そ
の
答
え

は
、「
エ
ヒ
ー
エ
・
ア
シ
ェ
ル
・
エ
ヒ
ー
エ
（
わ
れ
は
有
り
て
有
ら
ん
と

す
る
も
の
な
り
）」。
こ
れ
が
そ
の
神
の
答
え
だ
っ
た
の
で
す
。Vulgata

版
の
ラ
テ
ン
語
で
はE

go sum
 qui sum

で
す
が
、
聖
書
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語

が
原
典
な
の
で
す
。
私
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ほ
と

ん
ど
の
学
者
が
扱
っ
て
い
る
の
は
ラ
テ
ン
語
な
の
で
す
ね
。
こ
れ
が
聖
典

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
表
現
はE

go sum
 qui sum

「
わ
れ
は
有
り
て
有

る
も
の
」
で
す
。Vulgata

の
ま
た
元
と
な
る
ギ
リ
シ
ア
語
版
にSeptua-

ginta

訳
が
あ
っ
て

―
こ
れ
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
、
七
十
人
の
学

者
が
集
ま
っ
て
ギ
リ
シ
ア
語
版
を
編
纂
し
た
も
の
で
す
が

―
七
十
人
訳

と
も
言
わ
れ
る
、
そ
こ
に
で
て
く
る
ギ
リ
シ
ア
は ών

で
す
。
ギ
リ
シ
ア

語
を
習
っ
た
人
は
気
が
つ
い
た
と
思
う
の
で
す
が
、「
存
在
」
と
い
う
言

葉
は
中
性
な
の
で
、
中
性
の
冠
詞
が
つ
い
て
い
る
。
ト
・
オ
ン
（τό όν

）

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
だ
け
は
、
ホ
・
オ
ー
ン
（ὁ ὤν

）、
男
性
形
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
ア
ポ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
逆
の
ア
ク
サ
ン
、
そ

れ
で
す
と
、
ｈ
の
音
が
入
る
の
で
す
。「
ホ
」
と
い
う
男
性
の
冠
詞
が
付

き
オ
ン
と
い
う
「
存
在
」
を
表
す
語
が
現
在
分
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。
実

は
七
十
人
訳
は
こ
の
言
い
方
ひ
と
つ
で
、
こ
の
神
が
生
き
た
存
在
だ
と
い

う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
ヘ
ブ
ラ
イ
原
典
に
表
れ
る
エ
ヒ
ー
エ

と
い
う
こ
の
語
は
be
動
詞
ハ
ー
ヤ
ー
の
一
人
称
未
完
了
形
な
の
で
す
が
、

ギ
リ
シ
ア
語
に
も
ラ
テ
ン
語
に
も
ま
た
の
ち
の
欧
米
語
に
も
こ
の
よ
う
な
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形
が
な
い
の
で
正
確
な
訳
は
難
し
く
、
こ
れ
だ
け
で
一
冊
の
本
が
書
け
る

ほ
ど
で
す）

5
（

。

と
こ
ろ
で
、
モ
ー
ゼ
は
ご
存
知
の
よ
う
に
エ
ジ
プ
ト
に
行
き
、
フ
ァ
ラ

オ
と
対
決
し
、
自
ら
の
民
を
率
い
て
紅
海
を
渡
り
、
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し

て
シ
ナ
イ
山
に
行
き
ま
す
。
そ
し
て
、
シ
ナ
イ
山
に
こ
も
っ
て
ヤ
ハ
ウ
ェ

と
決
定
的
な
契
約
を
結
ぶ
、
つ
ま
り
十
戒
を
授
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ

の
モ
ー
ゼ
の
民
と
は
何
か
？

実
は
、
パ
リ
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
学
者
に
教

わ
っ
た
こ
と
で
す
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
民
族
は
何
時
で
き
た
か
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。
自
ら
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
そ
の
学
者
は
、
そ
れ
は
ま
さ
し

くE
xodus

（
出
エ
ジ
プ
ト
）
の
時
だ
と
言
っ
た
の
で
す
、
こ
れ
は
私
に

と
っ
て
は
目
か
ら
鱗
で
し
た
。
普
通
人
々
が
漠
然
と
考
え
て
い
る
よ
う

に
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
エ
ジ
プ
ト
に
連
れ
去

ら
れ
て
労
役
を
課
さ
れ
、
そ
の
苦
境
か
ら
モ
ー
ゼ
の
お
か
げ
で
脱
出
し
て

約
束
の
地
カ
ナ
ン
に
帰
る
、
と
い
う
話
で
は
な
い
の
で
す
。
モ
ー
ゼ
が
引

き
連
れ
て
出
て
き
た
一
群
の
人
々
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
な
る
の
で
す
。
し
か
も

そ
れ
が
直
ち
に
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
契
約
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
成
り
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
特

殊
性
な
の
で
す
。
民
族
の
形
成
と
宗
教
の
成
立
が
同
一
事
で
あ
る
こ
と
、

こ
れ
こ
そ
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
特
殊
性
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
モ
ー
ゼ
に
授
け
た
十
戒
の
中
に
次
の
言
葉
が

あ
り
ま
す
。「
わ
れ
の
外
、
何
者
を
も
神
と
信
じ
る
な
」。
そ
れ
か
ら
ま

た
、
少
し
先
で
、
こ
う
い
う
言
葉
も
出
て
く
る
。「
汝
は
他
の
神
を
拝
む

べ
か
ら
ず
。
そ
は
エ
ホ
バ
は
妬
む
神
な
れ
ば
な
り
」。
実
に
強
烈
な
言
葉

で
な
い
で
し
ょ
う
か
？

こ
の
言
葉
が
思
い
出
さ
せ
る
の
は
、
か
な
り
後

に
な
り
ま
す
が
、
七
世
紀
、
ム
ハ
ン
マ
ド
に
よ
る
宗
教
改
革
、
つ
ま
り
イ

ス
ラ
ー
ム
の
成
立
で
す
。
ア
バ
ー
ダ
ー
ト
と
言
わ
れ
る
宗
教
的
義
務
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
五
柱
つ
ま
り
五
つ
の
大
切
な
義
務
な
の
で
す
が
、
そ
の
筆

頭
に
信
仰
告
白
、
シ
ャ
ハ
ー
ダ
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は

「
ア
ッ
ラ
ー
の
他
に
神
は
な
し
。
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
の
使
い
な
り
」。
こ
の

言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
ヤ
ハ
ウ
ェ
（
エ
ホ
バ
）
の
言
葉
と
同
じ

で
は
な
い
で
す
か
。
シ
ャ
ハ
ー
ダ
の
言
葉
は
ア
ラ
ビ
ア
語
でlā ilāha illā 

A
llāh

。
こ
う
で
す
ね
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
ア
ラ
ビ
ア
語
に
よ
る
二
つ
の
神

の
言
葉
の
世
紀
を
超
え
た
相
似
、
こ
こ
に
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
原
型
が
姿
を

現
し
て
い
る
、
と
私
は
思
い
ま
す
。

ム
ハ
ン
マ
ド
の
教
え
は
実
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
根
元
へ
の
回
帰
で
あ
っ

た
、
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
二
つ
の
言
葉
に
中
東
に
お
け

る
一
神
教
の
本
質
が
現
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に

は
大
き
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
こ
と
に
み
な
さ
ん
も
気
が
つ
く
は
ず
で

す
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら
の
神
の
言
葉
は
他
の
神
の
存
在
を
前
提
し
な
け
れ

ば
意
味
が
な
い
言
葉
だ
か
ら
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
極
め
て
多
神
教
的
な

言
葉
で
す
。
事
実
い
ろ
い
ろ
な
人
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と

い
う
神
は
も
と
も
と
は
シ
ナ
イ
山
の
一
地
方
神
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
が
恐
ら
く
、
こ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉

に
な
っ
て
で
て
く
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
モ
ー
ゼ
自
身
は
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と
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
比
較
文
明
学
者
が
書
い
て
い
た
こ

と
な
の
で
す
け
れ
ど
、「
モ
ー
ゼ
」
と
は
、B

orn from

と
い
う
意
味
だ

か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
名
前
に
な
ら
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
国
際
比
較
文

明
学
会
の
会
報
に
そ
の
こ
と
を
発
表
し
た
そ
の
人
は
、
モ
ー
ゼ
は
本
当
は

ハ
ピ
・
モ
ー
ゼ
と
言
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
だ
とB

orn 

from
 N

ile

、
そ
う
い
う
意
味
に
な
り
ま
す）

6
（

。
実
際
、
幼
少
の
モ
ー
ゼ
は

葦
の
舟
に
載
せ
ら
れ
て
ナ
イ
ル
河
に
流
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
フ
ァ

ラ
オ
の
お
妃
が
拾
っ
て
養
子
に
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、「
ナ
イ
ル
の
子
」

は
な
か
な
か
よ
く
考
え
ら
れ
た
名
で
す
。

ま
た
そ
の
当
時
の
社
会
状
況
で
す
が
、
海
の
民
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
西
ア
ジ
ア
の
農
耕
の
天
神
バ
ア
ル
が
エ
ジ
プ
ト
で
も
信

者
を
集
め
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
神
々
プ
ラ
ス
北
方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

バ
ア
ル
、
こ
れ
は
強
力
な
神
で
す
。
あ
る
い
は
こ
れ
が
あ
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
の

言
葉
の
裏
に
、
ま
た
シ
ナ
イ
山
で
の
モ
ー
ゼ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
か
、
と

思
わ
れ
る
事
象
が
聖
書
に
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
モ
ー
ゼ

は
シ
ナ
イ
山
に
入
っ
て
帰
っ
て
こ
な
い
、
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
帰
ら
な
い
か

ら
、
モ
ー
ゼ
が
引
き
連
れ
て
脱
出
し
た
民
は
だ
ん
だ
ん
不
安
に
な
り
、

モ
ー
ゼ
は
も
う
帰
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
彼
が
い
う
ヤ
ハ
ウ
ェ
神
（
エ

ホ
バ
）
も
実
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
我
々
は
我
々
の
神
を
つ

く
ろ
う
、
と
言
い
出
し
て
、
ア
ロ
ン
と
い
う
人
が
音
頭
を
と
っ
て
、
み
ん

な
が
持
っ
て
い
た
金
を
集
め
て
そ
れ
で
鋳
出
し
た
の
が
金
の
犢こ
う
しだ

っ
た
。

　
私
は
こ
の
こ
と
に
非
常
に
意
味
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら

バ
ア
ル
神
を
形
象
化
す
る
と
牛
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
や
は
り
モ
ー

ゼ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
バ
ア
ル
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の

モ
ー
ゼ
が
山
か
ら
帰
っ
て
来
て
下
を
見
る
と
、
金
の
犢
の
周
り
を
囲
ん
で

自
分
の
民
が
踊
り
狂
っ
て
い
る
。
烈
火
の
ご
と
く
怒
っ
た
モ
ー
ゼ
は
、
持

ち
帰
っ
た
神
の
石
版
を
投
げ
つ
け
る
、
そ
の
金
の
犢
に
目
が
け
て
。
神
聖

な
十
戒
を
刻
ん
だ
石
版
は
粉
々
に
砕
け
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
凄
ま
じ

い
光
景
が
聖
書
に
出
て
く
る
と
は
、
信
じ
が
た
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぐ
ら

い
の
嫉
妬
心
、
怒
り
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
実

は
一
神
教
の
成
立
の
原
風
景
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

日
本
の
場
合

私
が
そ
れ
に
対
し
て
、
対
照
的
に
挙
げ
た
い
の
が
、
西
行
法
師
の
歌
で

あ
り
ま
す
。

「
な
に
ご
と
の
お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も
　
か
た
じ
け
な
さ
に
涙

こ
ぼ
る
る
」

こ
れ
は
西
行
が
伊
勢
神
宮
を
拝
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確

か
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
西
行
は
武
士
出
身
の
仏
教
僧
で
す
ね
。
そ
れ

が
神
道
の
聖
地
を
拝
ん
で
い
る
。
ま
ず
こ
こ
に
は
宗
教
の
壁
が
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て

「
な
に
ご
と
の
お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も
」
こ
こ
が
す
ご
い
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
目
に
見
え
な
い
一
者
、
サ
ム
シ
ン

グ
・
グ
レ
イ
ト
の
感
得
で
す
。
そ
れ
が
、
西
行
の
歌
に
な
っ
て
い
る
と
私
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は
思
い
ま
す
。
こ
の
歌
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
信
仰
は
、
多
く

の
人
が
多
神
教
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
の
で

す
。
八
百
万
の
神
々
や
諸
如
来
・
諸
菩
薩
の
仏
た
ち
は
す
べ
て
仮
の
姿
、

「
現う
つ

し
身み

」
に
過
ぎ
な
い
。「
仏
も
ま
た
塵じ

ん

」
な
の
で
す
。
例
え
ば
こ
こ
に

帝
釈
天
が
い
る
、
こ
こ
に
は
吉
祥
天
、
こ
ち
ら
は
阿
弥
陀
如
来
、
ま
た
こ

ち
ら
は
大
日
如
来
、
あ
る
い
は
観
音
菩
薩
と
様
々
な
の
で
す
が
、
日
本
人

は
不
思
議
な
こ
と
に
、
自
分
が
拝
ん
で
い
る
対
象
が
何
か
と
い
う
こ
と
を

ほ
と
ん
ど
問
う
て
い
ま
せ
ん
。
柴
又
に
行
っ
て
帝
釈
天
を
拝
ん
だ
人
も
帝

釈
天
っ
て
何
の
神
で
す
か
？

と
言
わ
れ
た
ら
答
え
ら
れ
な
い
人
が
ほ
と

ん
ど
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？

帝
釈
天
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
ラ
神
で
す
よ
、

イ
ン
ド
か
ら
来
た
天
を
つ
か
さ
ど
る
神
。
と
こ
ろ
が
そ
ん
な
こ
と
は
一
切

お
構
い
な
し
、
日
本
人
は
い
か
な
る
仏
像
に
も
手
を
あ
わ
せ
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
単
な
る
無
知
か
ら
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
で
は
な
く
、
実
は
日

本
人
は
、
そ
こ
に
あ
る
仏
像
は
究
極
の
存
在
で
は
な
い
と
暗
に
了
解
し
て

い
る
の
で
す
。
単
な
る
「
現
し
身
」、
仮
の
現
わ
れ
で
、
そ
れ
を
通
し

て
、
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
イ
ト
な
る
一
者
を
透
視
し
て
い
る
。
こ
れ
が
日

本
人
の
信
仰
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
実
は
こ
の
方
が
一
神

教
的
な
の
で
す
。

ア
ッ
ラ
ー
と
は

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
帰
り
ま
す
と
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
宗
教
の
語
源

R
eligio

と
い
う
も
の
の
意
味
に
行
き
つ
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は

「
契
約
」
で
あ
る
。
あ
る
神
を
あ
る
民
が
選
び
、
ま
さ
に
そ
の
選
択
に

よ
っ
て
自
ら
「
選
民
」
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
契
約
な
の
で
す
。
だ
か
ら

そ
こ
に
は
必
然
的
に
他
を
「
排
除
す
る
」
と
い
う
行
為
が
伴
う
。「
排

他
」
の
基
本
的
姿
勢
は
こ
こ
に
確
立
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
排
他

と
い
う
一
点
を
見
ま
す
と
、
こ
の
一
神
教
と
い
わ
れ
る
も
の
の
、
き
わ
め

て
多
神
教
的
な
性
格
が
露
呈
し
て
い
る
、
こ
う
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は

認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

ム
ハ
ン
マ
ド
で
す
が
、
彼
は
西
暦
六
一
〇
年
、
齢
四
〇
に
し
て
ヒ
ラ
ー

山
の
洞
窟
内
で
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
か
ら
神
の
お
告
げ
を
聴
い
た
わ
け
で

す
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
大
天
使
で
す
。
で
は
ア
ッ
ラ
ー

と
は
何
か
と
い
う
と
、
古
代
シ
リ
ア
か
ら
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
一
帯
に
あ
っ
た

名
前
、
ア
ル
ま
た
は
エ
ル
の
ア
ラ
ビ
ア
半
島
で
の
呼
び
名
で
、
こ
れ
は
一

つ
の
固
有
名
詞
で
は
な
く
「
神
」
を
意
味
す
る
。
た
だ
「
神
」、
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
国
際
会
議
で
は
ど
う
訳
さ
れ
る
か
？

　
皆

さ
ん
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
、
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
に
行
っ
て
国
際
会
議

を
傍
聴
す
る
と
そ
れ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ア
ラ
ブ
諸
国
の
代
表

は
、M

r. President, Ladies and G
entlem

en

な
ん
て
始
め
ま
せ
ん
よ
。

ア
ラ
ブ
語
は
国
連
公
用
語
で
す
か
ら
、
ア
ラ
ブ
語
で
演
説
す
る
の
で
す
け

れ
ど
、
そ
の
出
だ
し
は
必
ず
「
慈
悲
深
き
ア
ッ
ラ
ー
の
御
名
に
お
い
て

…
…
」
で
始
め
る
の
で
す
。
そ
れ
を
同
時
通
訳
で
聴
い
て
み
る
と
、
そ
の

ア
ッ
ラ
ー
の
と
こ
ろ
は
英
語
で
はG

od

に
な
っ
て
い
る
、
フ
ラ
ン
ス
語

で
はD

ieu
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ッ
ラ
ー
と
い
う
言
葉
を
そ
う
い
う
風
に
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訳
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
こ
れ
は
一
般
名
詞
な
の
で
す
ね
。
し

か
し
、
私
は
ア
ッ
ラ
ー
の
名
にA

rabité

（
ア
ラ
ブ
性
）
と
い
う
も
の
を

感
じ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
フ
ァ
ン
タ
ー
ル
教
授
と

も
議
論
し
た
こ
と
あ
る
の
で
す
が
、
や
は
り
ア
ラ
ビ
ア
半
島
独
自
の
神
の

呼
び
方
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

結
界
の
論
理

こ
こ
で
私
は
、「
結
界
の
論
理
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
の
で

す
。
そ
れ
に
は
ま
ず
私
が
数
年
前
に
聞
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
レ
ジ

ス
・
ド
ゥ
ブ
レ
（R

egis D
ebray, 1940

―

）
の
話
を
紹
介
し
た
い
。
こ

れ
は
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
講
演
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
日
仏
会
館
で
話
し

た
の
で
す
が
「
神
の
創
造
は
分
け
る
こ
と
（séparation

）
か
ら
始
ま
っ

た
」、
と
い
う
。「
光
と
闇
、
天
と
地
、
男
と
女
を
分
け
た
」。
そ
れ
で

使
っ
て
い
る
言
葉
はdissocier

で
す
。
い
さ
さ
か
フ
ラ
ン
ス
語
が
多
い

の
で
失
礼
し
ま
す
が
、
レ
ジ
ス
・
ド
ゥ
ブ
レ
は
当
然
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
語

で
講
演
し
て
い
る
の
で
、
私
の
ノ
ー
ト
も
フ
ラ
ン
ス
語
だ
け
な
の
で
す
。

こ
こ
で
は
「
分
け
る
」
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
彼
は
皮
膚
と
い
う
も

の
が
内
と
外
を
分
け
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
ね
。
こ
れ
が
生
物

の
特
徴
で
あ
り
、
鉱
物
に
は
皮
膚
が
な
い
。
皮
膚
が
国
境
の
始
ま
り
だ
と

言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
表
現
で
す
ね
。
す
な
わ
ち

彼
が
言
い
た
い
の
は
、
サ
ク
レSacré

と
い
う
も
の
は
「
結
界
」
を
持
つ

と
い
う
こ
と
で
す
。Clôture

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
ク
ロ
チ
ュ
ー

ル
と
は
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
な
の
で
す
。
そ
こ
か
らC

loître （
僧
院
）
と
い

う
語
が
出
来
て
い
る
。
ラ
テ
ン
語
で
い
い
ま
す
とlocus closus

、
閉
ざ

さ
れ
た
空
間
で
す
。
し
た
が
っ
て
、Sacralisation 

と
い
う
こ
の
言
葉
、

私
が
「
聖
化
」
と
訳
し
た
そ
の
言
葉
も
内
と
外
を
分
け
る
こ
と
、
を
含
ん

で
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
で
〈
切
り
取
ら
れ
た
空
間
〉
を
意
味
す
る
の
が

tem
ple

な
の
で
す
。Tem

ple

に
は
「
切
る
」
と
い
う
結
界
の
意
味
が
入
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
ド
ゥ
ブ
レ
が
こ
の
後
で
述
べ
た
こ
と
が

面
白
か
っ
た
。「
塀
に
よ
っ
て
囲
わ
れ
た
共
同
体
の
生
存
の
た
め
に
〈
超

越
〉
が
必
要
と
な
る
」
と
。

す
な
わ
ち
「
超
越
」transcendence

と
は
万
人
の
も
の
で
は
な
く
、

壁
に
囲
ま
れ
た
一
民
族
が
見
上
げ
る
空
で
、
そ
の
祈
り
の
目
は
空
に
向
か

う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
希
望
と
い
う
も
の
は
そ
こ
に
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
世
界
で
は
「
天
国
」
も
ま
た
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
す
。Paradise

の
語
源
を
た
ど
り
ま
す
と
、
古
代
ペ
ル
シ
ア
語
のPai-

ridaeza

に
行
き
つ
く
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
壁
に
囲
ま
れ
た
空

間
の
意
味
な
ん
で
す
。
す
な
わ
ちC

loître

、
英
語
で
す
とC

loister

で
す

ね
、
修
道
院
の
語
源
も
そ
れ
に
由
来
す
る
。
そ
う
い
っ
た
閉
ざ
さ
れ
た
空

間
と
し
て
の
神
の
国
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
ア
ン
ド
レ
・

ジ
ッ
ド
の
小
説La Porte étroite

『
狭
き
門
』
が
物
語
る
よ
う
に
、
そ
の

神
の
国
に
は
、
身
を
尽
く
し
、
心
を
尽
く
し
て
狭
き
門
か
ら
入
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
ね
。
し
か
し
ド
ゥ
ブ
レ
の
言
っ
た
こ
と
で
、
私
に
は

非
常
に
参
考
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
壁
に
閉
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ざ
さ
れ
た
空
間
に
住
ん
で
い
る
人
間
のU

niform
isation

（
画
一
化
）
と

い
う
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
「
画
一
化
は
人
間
の
死
だ
、
だ
か
ら
、
壁
は

共
同
体
を
守
る
が
、
そ
こ
に
は
〈
外
へ
〉
の
扉
が
必
要
で
あ
る
」。
こ
れ

が
ド
ゥ
ブ
レ
の
講
演
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
し
た
。

禅
は
無
聖

―
壁
の
不
在

私
は
、
こ
の
よ
う
な
閉
ざ
さ
れ
た
超
越
と
い
う
も
の
を
考
え
た
の
が
、

久
松
真
一
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
も
こ
の
先
生
に
心
茶
会
で
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
西
田
幾
多
郎
の
直
弟
子
の
一
人
で
す
。
京

大
で
宗
教
学
を
講
じ
た
方
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
聖
な
る
も
の
と
は

壁
に
囲
ま
れ
た
共
同
体
と
超
越
者
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い

た
の
で
す
ね
。『
東
洋
的
無
』
と
い
う
名
著
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ

こ
で
、
禅
に
はSacré

は
な
い
「
禅
は
無
聖
」、
と
断
言
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
こ
の
『
東
洋
的
無
』
は
、
み
な
さ
ん
に
も
読
ま
れ
る
こ
と
を
勧
め

ま
す
。
日
本
に
は
本
来
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
「
聖
な
る
も
の
」
と

い
う
概
念
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
久
松
先
生
は
こ
の
著
で
は
な

く
、
他
の
と
こ
ろ
で
漏
ら
さ
れ
た
こ
と
で
す
が
、Sacré

に
あ
た
る
日
本

語
の
言
葉
を
強
い
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
「
妙
」
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
妙
」。「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
「
妙
」
で
す
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
はSri

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
に

近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

エ
デ
ン
の
園
に
も
壁
が
あ
っ
た

そ
こ
で
、
実
は
エ
デ
ン
の
園
に
も
壁
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上

げ
て
お
き
た
い
。
私
も
か
つ
て
は
エ
デ
ン
の
園
は
無
垢
の
大
自
然
に
あ
る

も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
し
に
壁
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
気
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
エ
デ
ン
の
園
は
天
国
に
擬
さ

れ
ま
す
。
栄
光
の
エ
ル
サ
レ
ム
を
考
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
違
っ
て
ア
ラ
ビ
ア

人
の
考
え
て
い
た
天
国
は
何
か
と
い
う
と
、
果
樹
園
な
の
で
す
ね
。
特
に

ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
。
こ
ん
こ
ん
と
清
ら
か
な
水
が
湧
き
出
て
い
る
果
樹
園
、

こ
れ
が
エ
デ
ン
の
園
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
す
。
し
か
し
、
聖
書
に
描
か
れ

た
エ
デ
ン
の
園
に
は
壁
が
あ
っ
た
。
聖
書
に
は
直
接
「
壁
」
と
い
う
言
葉

は
出
て
き
ま
せ
ん
、
し
か
し
な
が
ら
、
壁
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
次

の
こ
と
で
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
再
び
帰
ら
な
い
よ
う
に

と
、
神
は
そ
の
園
の
扉
の
前
に
炎
の
剣
を
持
つ
天
使
、
ケ
ル
ビ
ム
と
い
う

小
天
使
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
を
置
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
壁
無
く
し

て
扉
は
あ
り
え
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
園
は
壁
に
囲
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
図
（
図
3
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。
ケ
ル
ビ
ム
が
エ
デ
ン
の

園
か
ら
追
放
さ
れ
る
二
人
を
見
張
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
こ
の
章
に
は

も
う
一
つ
、
重
要
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
神
が
こ
の
二
人
を
ど
こ

に
帰
れ
な
く
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
エ
デ
ン
の
園
全
体
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
神
は
、
こ
の
二
人
に
、
エ
デ
ン
の
園
に
神
が
自
ら
植
え
た
第

一
の
樹
、「
生
命
の
樹
」
へ
と
帰
る
道
を
閉
ざ
し
た
、
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
大
き
な
意
味
を
含
ん
だ
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
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中
世
フ
ラ
ン
ス
文
学
へ
の
影
響

で
は
、
先
ほ
ど
の
ア
ラ
ビ
ア
風
の
エ
デ
ン
の
園
に
一
番
近
い
も
の
と
し

て
、
今
度
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
一
三
世
紀
の
名
作

『
薔
薇
物
語
』Le R

om
an de la R

ose

で
す
。
こ
の
中
世
の
物
語
は
、
現

在
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
読
め
ま
せ
ん
し
、
原
典
か
ら
の
邦
訳
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
を
現
代
仏
語
訳
も
参
考
に
し
な
が
ら
私
な
り
に
訳
し
て
み
ま
し

た
。
実
は
こ
の
長
編
作
品
全
体
が
韻
を
踏
ん
で
書
か
れ
た
詩
な
の
で
す
。

こ
こ
に
選
ん
だ
こ
の
四
行
は
、Li m

urs fu hauts et tous quarrés, et 

barrés

。
そ
こ
の
下
にli vergiers, entré bergiers

。
全
部
韻
を
踏
ん
で

い
る
で
し
ょ
う
。
全
体
が
詩
で
す
か
ら
こ
ち
ら
も
詩
文
で
訳
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ど
う
し
た
か
、
私
は
日
本
の
詩
の
韻
の
七
五
調
で
訳
す
こ
と

を
試
み
ま
し
た
。
す
る
と
こ
う
な
り
ま
す
。

「
籬ま
が
きに

あ
ら
で
囲
う
と
や
／
高
き
石
壁
方
形
に
／
巡
ら
し
け
れ
ば
そ
の

果そ

の
樹
園
に
／
牧
人
た
り
と
入
り
た
る
は
な
し）

7
（

。」

こ
れ
は
い
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
風
の
エ
デ
ン
の
園
の
観
念
が
中
世
フ
ラ
ン

ス
ま
で
入
り
込
ん
で
い
た
か
、
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
す
。

帰
属
と
い
う
問
題

こ
こ
で
も
う
一
つ
、
哲
学
的
な
議
論
に
入
る
こ
と
を
許
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
れ
は
、
囲
わ
れ
た
壁
の
中
に
住
む
も
の
た
ち
が
持
つ
信
仰
と
は
何

か
、
と
い
う
問
題
な
の
で
す
が
。
ヘ
ブ
ラ
イ
原
典
か
ら
聖
書
の
仏
語
新
訳

を
出
し
た
人
に
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ラ
キ
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ

ル
の
大
変
な
学
者
で
す
。
こ
の
人
か
ら
も
ら
っ
た
聖
書
を
読
ん
で
み
た
の

で
す
ね
。
す
る
と
、Foi

「
信
仰
」
と
訳
せ
る
語
をA

dherence

（
帰
属
・

帰
依
）
と
訳
し
て
い
る
の
で
す
。「
信
仰
」
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
はFoi

と

訳
す
の
が
ふ
つ
う
な
の
に
。『
ヘ
ブ
ル
書
』
の
一
一
章
、「
そ
れ
信
仰
は
望

む
と
こ
ろ
を
確
信
し
、
見
ぬ
も
の
を
真ま
こ
と実

と
す
る
な
り
」
と
、
こ
の
よ
う

に
日
本
語
で
は
訳
さ
れ
て
い
る
、
こ
こ
の
部
分
で
す
。
こ
の
解
釈
に
つ
い

て
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
Ⅵ
世
、
前
の
教
皇
が
パ
リ
で
講
演
を
し
て
い
ま
す
。
そ

の
講
演
は
「
希
望
と
い
う
救
い
」
と
い
う
二
〇
〇
七
年
の
回
勅
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
く
だ
り
に
信
仰
の
一
つ
の
定
義
を
見
る
こ
と

が
出
来
る
、
と
教
皇
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
シ
ュ
ラ
キ
流

図3



No.77，2016　20モラロジー研究

に
い
え
ば
「
信
仰
す
な
わ
ち
帰
依
、
あ
る
い
は
帰
属
は
」、
と
こ
う
な
る

の
で
す
ね
。
教
皇
は
そ
れ
を
「
望
ま
れ
る
も
の
のhypostasis

で
あ
り
、

見
え
ざ
る
も
の
の
証
し
で
あ
る
」、
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
な
っ
て
く
る

と
、
こ
の
問
題
がhypostasis

とsubstantia

と
い
う
語
に
行
き
つ
く
の

で
す
ね
。hypostasis

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
が
ラ
テ
ン
語
でsubstantia

と
訳
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
伊
東
先
生
は
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
で
す
が
、
他

の
方
に
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。Sub

と
は
「
下
」
と

い
う
こ
と
で
す
、「
下
に
置
か
れ
る
」「
下
に
あ
る
も
の
」「
基
体
」
な
ん

で
す
よ
。
だ
か
ら
基
体
と
私
は
訳
し
ま
し
た
。
こ
のsubstantia

を
「
実

体
」
と
訳
す
人
も
い
ま
す
。
教
皇
は
こ
こ
で
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
の
、
信

仰
の
定
義
、
解
釈
を
援
用
し
て
い
ま
す
、「
信
仰
は
一
つ
のhabitus

で
あ

る
」
と
、
す
な
わ
ち
「
精
神
の
揺
る
が
ぬ
姿
勢
」
で
あ
る
、
と
ト
マ
ス
は

言
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
援
用
し
ま
す
と
、「
こ
の
姿
勢
に
よ
っ

て
、
一
つ
のhabitus

と
い
う
姿
勢
に
よ
っ
て
、
知
性
は
、
自
ら
見
る
こ

と
の
出
来
な
い
も
の
に
も
同
意
す
る
」
と
な
る
。
そ
れ
を
「
私
た
ち
の
内

に
は
、
信
仰
（
シ
ュ
ラ
キ
に
よ
れ
ば
〈
帰
依
〉
す
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
、

初
め
か
ら

―
種
の
中
に
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
が

― Substantia
に

よ
っ
て
、
私
た
ち
が
望
む
も
の
が
既
に
存
在
し
て
い
る
。」
そ
し
て
そ
こ

に
こ
そ
「
全
き
、
本
当
の
生
命
が
存
在
す
る
」、
と
い
う
の
で
す
ね
、
教

皇
の
回
勅
の
言
葉
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
本
当
に
私
が
び
っ
く
り
し
た
こ
と

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
のsubstantia

と
い
う
も
の
は
、
結
局
は
、
人

が
何
か
に
帰
属
し
て
（adherence

し
て
）、
そ
れ
が
一
つ
のhabitus

、

揺
る
が
ぬ
姿
勢
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
本
当
の
信
仰
と
い

う
も
の
が
起
り
、
そ
こ
に
、
救
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
ね
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
は
、
希
望
と
い
う
と
き
、
一
つ
の
共
同

体
に
帰
属
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

こ
こ
は
か
な
り
哲
学
的
な
議
論
に
な
る
の
で
、
ま
た
あ
と
で
質
問
が
あ

れ
ば
議
論
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
こ
の
共
同
体
と
い
う
も
の
に
も
う

一
つ
の
定
義
を
加
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
と
はm

unus

（
供
物
）

を
共
に
す
る
（co

）
も
の
、
と
い
う
こ
の
定
義
を
加
え
た
い
の
で
す
。
同
じ

神
性
を
敬
い
供
養
す
る
。m

unus

と
い
う
ラ
テ
ン
語
で
す
が
、
こ
れ
を
、

日
本
に
も
去
年
来
て
も
ら
っ
た
セ
ル
ジ
ュ
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
はle don

と

訳
し
て
い
る
ん
で
す
。
ル
・
ド
ン
は
、
贈
り
物
で
す
ね
。
こ
の
ラ
ト
ゥ
ー

シ
ュ
の
本
を
訳
し
た
人
は
、
そ
の
ま
ま
「
贈
り
物
」
と
訳
し
て
い
て
、
そ

れ
で
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
語
源
のm

unus

ま

で
遡
る
と
、「
捧
げ
も
の
」
あ
る
い
は
「
供
え
物
」
な
の
で
す
。
同
じ
も

の
に
供
養
す
る
、
供
養
を
共
に
す
る
も
の
がC

om
m

unity

と
な
り
ま
す

ね
。
で
す
か
ら
日
本
の
場
合
で
す
と
、
祖
霊
崇
拝
と
か
山
岳
信
仰
と
い
う

も
の
が
共
通
項
に
な
っ
て
く
る
。
バ
リ
島
に
行
く
と
今
で
も
毎
朝
、
人
々

が
そ
のm

unus

を
、
捧
げ
も
の
を
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う

習
慣
が
日
本
で
は
薄
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
お
盆
に
は
皆
、
祖
先
に

供
え
物
を
し
ま
す
ね
。
神
社
で
は
お
賽
銭
を
投
げ
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
す

ね
。
実
は
、
日
本
人
も
こ
れ
に
よ
っ
て
一
つ
の
共
同
体
と
い
え
る
の
で
す
。
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閉
ざ
さ
れ
た
共
同
体

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
世
界
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
囲
ま
れ
た
空
間
内
の
共

同
体
」
が
見
上
げ
る
も
の
が
、
聖
な
る
も
の
と
し
て
の
超
越
神
で
し
た
。

で
も
、
そ
の
壁
が
高
く
な
る
ほ
ど
に
、
見
上
げ
る
空
は
狭
く
な
る
。
こ
の

救
済
の
共
同
体
は
の
ち
に
バ
チ
カ
ン
に
よ
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
体
」

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
救
わ
れ
る
も
の
の
共
同
体
、
こ
れ
が
イ

ス
ラ
ー
ム
の
「
ウ
ン
マ
」
の
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
ダ
ー
ル
・

ア
ル
・
ハ
ル
ブ
（
戦
争
の
家
）
に
対
す
る
ダ
ー
ル
・
ア
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム

（
平
和
の
家
）、
救
済
の
共
同
体
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身
は
こ
の
よ
う
な
考
え
に
同

意
し
た
だ
ろ
う
か
、
と
問
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
い
は
ず
で

す
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
の
行
っ
た
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
こ

の
よ
う
な
壁
を
取
り
払
う
こ
と
だ
っ
た
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
内
部
革
命
で

あ
っ
た
、
と
私
は
捉
え
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
そ
こ
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
選

民
意
識
の
払
拭
」
が
あ
り
ま
す
。「
選
民
意
識
」
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
の
寄

り
場
を
な
く
し
た
の
で
す
、
イ
エ
ス
は
。
実
は
、
ボ
ン
シ
オ
・
ピ
ラ
ト
と

い
う
ロ
ー
マ
人
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
自
身
が
彼
を
磔
刑
に
送
っ
た
、
と

い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
起
因
す
る
、
と
私
は
解
釈
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
、
イ
エ
ス
が
行
っ
た
改
革
が
あ
る
。
そ
れ
は
神

の
心
の
啓
示
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
神
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
本
来
の
「
怒

り
の
神
」
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
神
は

「
愛
」
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
一
八
〇
度
の
転
換
を
行
っ
て
い
る
の

で
す
、
神
の
本
質
に
つ
い
て
。
こ
の
革
命
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
教
え
は

全
人
類
に
開
か
れ
た
、
世
界
宗
教
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

結
界
を
破
っ
た
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル

閉
ざ
さ
れ
た
聖
域
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
、「
結

界
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
使
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

曼
荼
羅
も
実
は
結
界
で
あ
る
。
実
は
壁
が
あ
る
の
で
す
ね
。
先
ほ
ど
キ

リ
ス
ト
の
神
秘
体
が
救
済
の
対
象
と
さ
れ
た
、
救
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と

な
っ
た
と
い
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
曼
荼
羅
と
い
う
大
乗
仏
教
の
宇
宙
図

は
、
や
は
り
こ
れ
も
結
界
で
あ
る
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
救
わ
れ
た
も
の
、
如
来
や
菩
薩
が
描
か
れ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
阿
修
羅
、
罪
人
の
類
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
曼
荼
羅

の
図
を
私
は
ブ
ー
タ
ン
と
か
、
チ
ベ
ッ
ト
と
か
い
ろ
い
ろ
見
て
き
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
よ
く
見
る
と
、
周
り
に
ち
ゃ
ん
と
城
壁
が
あ
る
の
で
す
。
や

は
り
、C

ivitas

（
城
壁
都
市
）、city

に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ

を
破
っ
て
い
る
の
が
ジ
ャ
ワ
の
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
（
図
4
）
だ
と
い
う
こ

と
で
、
少
し
だ
け
お
話
し
た
い
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
簡
単

に
言
い
ま
す
と
、
六
層
の
方
形
壇
、
三
層
の
円
形
壇
で
で
き
て
い
て
、
真

ん
中
に
、
無
窓
の
大
塔
が
あ
る
。
計
九
層
の
壇
が
あ
る
ん
で
す
が
、
一
番

下
の
壇
は
少
し
広
く
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
？

こ
れ
は
あ
と
で
付
け
加

え
ら
れ
た
基
壇
で
す
。
で
は
そ
れ
が
な
ぜ
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い

う
と
、
そ
の
本
来
あ
っ
た
基
壇
に
描
か
れ
た
浮
彫
の
絵
を
隠
し
て
い
る
の
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で
す
。
そ
れ
が
、「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
現
地
に
行

き
ま
す
と
、
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
っ
て
一
部
だ
け
見
れ
る
よ
う
に
修
復
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
実
は
カ
ー
マ
・
ダ
ー
ツ
（Kām

a 

D
hātu

）、
欲
望
界
で
す
。
三
層
と
い
う
の
は
、
欲
望
界
か
ら
、Rūpa D

hā-
tu

、
色
界
、A

rūpa D
hātu

、
無
色
界
、
こ
の
よ
う
に
登
っ
て
い
く
の
で

す
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
は
、
立
体
曼
荼
羅
で
あ
り
な
が
ら
、
欲
望
界
ま
で

を
包
含
す
る
、
こ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
唯
一
無
二
の
建
築
物
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
寺
院
が
一
番
呼
応
し
て
い
る

の
は
、
実
は
、
異
国
日
本
で
同
時
期
に
生
き
た
空
海
の
思
想
、『
十
住
心

論
』
に
書
か
れ
た
「
九
顕
十
密
」
と
い
う
思
想
で
あ
ろ
う
と
、
思
っ
て
お

り
ま
す
。「
秘
密
荘
厳
心
」
が
、
こ
の
最
上
段
の
無
窓
の
大
塔
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
至
る
に
畜
生
の
欲
界
か
ら
始
め
る
、
こ
れ
は
空

海
の
思
想
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
日
本
の
例
を
引
き
ま
す
と
、
内
村
鑑
三
な
ん
で
す
が
、
彼

は
ク
ラ
ー
ク
先
生
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
学
び
、
キ
リ
ス
ト
者
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
壁
を
作
ら
な
い
の
で
す
。
す
る
と
そ
れ
は

無
教
会
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
内
村
の
教
会
と
は
他
な
ら
ぬ
大
自
然
そ

の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
閉
ざ
さ
れ
た
共
同
体
の
拒
否
か
ら
、
無
教
会
派

の
キ
リ
ス
ト
教
を
唱
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

A
nim
a

そ
こ
で
最
後
に
、
サ
ク
レ
に
対
す
る
ア
ニ
マ
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い

図4



23 聖性と霊性の変遷

と
思
い
ま
す
。
サ
ク
レ
が
上
を
向
く
も
の
に
対
し
て
ア
ニ
マ
は
全
人
類
の

深
み
に
潜
む
も
の
と
言
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
サ
ク
レ
は
天
に
向
か
う
。

ア
ニ
マ
は
地
に
向
か
う
。
前
者
に
「
聖
性
」
と
い
う
言
葉
を
当
て
れ
ば
、

後
者
に
対
す
る
言
葉
が
「
霊
性
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
言
い
た
い

ん
で
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
意
識
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
い
の
ち
に
関

わ
る
も
の
な
の
で
す
。
息
・
気
・
生
に
宿
る
力
、
霊
（
タ
マ
）
と
い
う
も

の
で
す
。
ラ
テ
ン
語
で
は
ア
ニ
マ
（anim

a

）、
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
プ
シ

ケ
（psyché

）、
日
本
で
は
「
霊
魂
」
と
、
こ
う
い
う
風
に
言
わ
れ
る
も

の
で
す
。

ア
ニ
マ
は
世
界
に
遍
在
す
る
と
言
い
た
い
。「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」、

こ
れ
は
天
台
本
覚
論
の
言
葉
で
、
梅
原
猛
さ
ん
が
、
こ
れ
こ
そ
将
来
の
世

界
の
哲
学
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
も
の
で
す

ね
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
はD

e A
nim

a

『
霊
魂
論
』
と
い
う

本
が
あ
り
ま
す
。
こ
のD

e A
nim

a

（
ア
ニ
マ
に
つ
い
て
）
と
い
う
の
を

私
は
学
生
時
代
に
読
ん
だ
の
で
す
、
セ
ミ
ナ
ー
で
。
植
物
・
動
物
・
人
間

の
三
段
階
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
人
間
だ
け
を
特

別
視
し
て
い
な
い
こ
と
で
す
、
あ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
。
人
間
だ
け
を

切
り
離
し
た
の
は
、
一
七
世
紀
の
科
学
主
義
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

よ
る
と
、
下
位
の
ア
ニ
マ
が
上
位
の
ア
ニ
マ
に
連
続
的
に
現
存
す
る
、
そ

う
い
う
構
造
で
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
図
（
図
5
）
が
あ
り
ま
す
ね
。

竹
中
君
が
作
っ
て
く
れ
た
図
で
す
け
れ
ど
も
、
人
間
の
ア
ニ
マ
の
な
か
に

動
物
的
な
ア
ニ
マ
も
あ
り
、
そ
の
中
に
植
物
的
な
ア
ニ
マ
も
あ
る
、
こ
う

連
続
し
て
い
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

physis

、
自
然
と
い
う
観
念
も
、「
存
在
」（sein

）
と
い
う
よ
り
「
生

成
」（w

erden

）
に
近
い
も
の
で
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
ア
ニ
マ
を
生
き
て
き
た
の
が
、「
西
太
平
洋
の

豊
穣
の
三
日
月
地
帯
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
述
べ
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
、
日
本
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
ク
レ
タ
文
明
、

エ
ー
ゲ
海
文
明
、
す
べ
て
の
地
で
私
が
見
て
き
た
美
術
の
モ
チ
ー
フ
に
現

図5
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わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
大
地
母
神
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
そ
れ

が
、
そ
こ
だ
け
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
も
あ
り
ま

す
。
私
が
一
番
驚
い
た
の
は
、
一
度
だ
け
見
た
の
で
す
が
、
カ
ー
ラ
・
マ

ン
ダ
ラ
、「
時
輪
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
五
色
の
輪
が
交
差
し
な
が

ら
回
転
す
る
、
驚
く
べ
き
曼
荼
羅
で
す
。
そ
れ
が
一
番
尊
い
曼
荼
羅
で
あ

る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
や
は
り
時
の
循
環
を
示
し
て
い
る
ん
で
す
ね
、
ヒ

マ
ラ
ヤ
で
も
。
マ
ヤ
文
明
で
は
カ
ラ
コ
ル
と
い
う
法ホ

螺ラ

貝ガ
イ

が
特
別
視
さ
れ

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
螺
旋
形
に
意
味
が
あ
る
。
時
輪
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
ケ
ル
ト
文
明
の
モ
チ
ー
フ
の
曲
線
に
も
通
じ
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
私
は
理
解
し
て
い
る
の
で
す
。

母
殺
し
の
罪

前
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
四
世
紀
に
、
キ
リ
ス
ト
教

の
公
認
と
共
に
そ
れ
ま
で
生
き
て
い
た
母
な
る
神
、
大
地
母
神
、M

agna 

M
ater

を
殺
す
、M

atricide

（
母
殺
し
）
と
い
う
罪
を
犯
し
て
い
る
の
で

す
。
以
来
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
も
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ

ア
は
イ
エ
ス
の
伴
侶
で
す
よ
。「
マ
リ
ア
の
福
音
書
」
と
い
う
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
時
か
ら
ペ
テ
ロ
的
、
父
性
的
に
な
っ
て
い
く
の

で
す
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
が
。
し
か
し
こ
の
時
か
ら
自
然
は
搾
取
さ

れ
た
の
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
も
ま
た
神
の
被
造

物
で
す
か
ら
。

や
は
り
デ
カ
ル
ト
・
ベ
ー
コ
ン
の
時
代
、
伊
東
先
生
の
言
わ
れ
る
一
七

世
紀
の
科
学
革
命
な
の
で
す
が
、
神
学
に
た
い
し
て
自
然
科
学
の
ほ
う
が

勝
利
す
る
こ
の
時
代
に
自
然
観
は
変
わ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
教
会
に

対
す
る
激
し
い
熾
烈
な
戦
い
が
終
わ
り
を
告
げ
た
時
、
前
に
母
親
の
ほ
う

を
殺
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
こ
こ
で
父
な
る
神
の
ほ
う
も
殺
し
て
し
ま
っ

た
、
と
い
え
る
の
で
す
。
こ
れ
を
ど
う
呼
ぶ
か
？

Parricide

（
両
親
殺

し
）
で
す
。

そ
の
両
親
を
失
っ
た
人
間
は
限
り
な
く
孤
独
に
、
空
虚
に
な
っ
て
い

く
。
そ
れ
を
埋
め
よ
う
と
し
た
の
が
、「
所
有
」
の
追
求
で
あ
る
と
、
こ

う
い
う
風
に
私
は
考
え
ま
す
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
（G

abriel 

M
arcel, 1889

―1973

）
は
、
そ
れ
を
追
究
し
な
が
ら
、
結
局
、
存
在
と

所
有
は
反
比
例
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
ま
す
。
所
有
が

拡
大
す
れ
ば
拡
大
す
る
ほ
ど
、
本
当
の
自
分
、
内
な
る
存
在
と
い
う
も
の

は
貧
困
化
し
て
い
く
、
と
い
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
所
有
欲
に
は
限
り
が

な
い
。
蜃
気
楼
の
よ
う
に
、
逃
げ
水
の
よ
う
に
先
に
先
に
と
行
っ
て
し
ま

う
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
所
有
欲
の
最
た
る
も
の
が
最
近
の
世
界

を
破
滅
の
寸
前
ま
で
追
い
込
ん
で
い
る
金
融
工
学
、
あ
る
い
は
私
が
市
場

原
理
主
義
と
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
く
考
え
る
と
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
言
っ
た
こ
と
が
現
実
化
し
つ
つ
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

「
人
類
は
母
な
る
大
地
を
殺
す
の
で
あ
ろ
う
か
？

そ
れ
と
も
救
う
の

で
あ
ろ
う
か
？

も
し
、
仮
に
母
な
る
大
地
の
子
で
あ
る
人
類
が
母
を
殺

す
な
ら
、
そ
れ
以
後
生
き
残
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」
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こ
れ
が
ト
イ
ン
ビ
ー
が
残
し
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

タ
ナ
ト
ス
の
噴
出

存
在
で
は
な
く
所
有
の
文
化
で
作
ら
れ
た
世
界
に
は
、
現
在
に
至
っ

て
、
タ
ナ
ト
ス
が
噴
出
し
て
い
る
の
を
見
ま
す
。
タ
ナ
ト
ス
と
は
、
フ
ロ

イ
ド
が
説
い
た
二
つ
の
本
能
の
一
つ
で
す
。
一
つ
が
エ
ロ
スE

ros

、
生

へ
の
欲
求
、
創
造
の
欲
求
。
そ
れ
か
ら
タ
ナ
ト
スT

hanatos

、
死
と
破

壊
の
欲
求
、
こ
れ
が
本
能
の
表
裏
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
フ
ロ

イ
ト
の
指
摘
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
噴
出
が
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
ボ
コ
・

ハ
ラ
ム
や
ダ
ー
イ
シ
ュ）

8
（

D
aesch

、

―
ダ
ー
イ
シ
ュ
と
い
う
の
は
日
本

の
新
聞
で
は
Ｉ
Ｓ
な
い
し
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
と
言
っ
て
い
る
も
の
で
す）

9
（

―　
そ
う
い
う
現
象
と
し
て
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

い
の
ち
の
文
明
へ

我
々
は
、
今
こ
そ
「
い
の
ち
の
文
明
」
へ
方
向
を
転
換
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
が
出

し
た
二
つ
の
緊
急
声
明
、
そ
れ
は
で
す
ね
、
結
局
は
全
人
性
の
回
復
、
そ

れ
か
ら
「
統
合
の
学
と
し
て
の
地
球
倫
理
学
」
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
れ
ま
た
伊
東
先
生
と
私
が
完
全
に
一
致
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
科
学
知Scien-

tia

で
は
な
し
に
、
統
合
知Sapientia

と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
暗
示
し
た
の
が
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
で
、
も
う
五
〇
年

も
前
で
す
け
れ
ど
も
、「
二
一
世
紀
は
精
神
的
（spiritual

）
な
世
紀
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
そ
の
世
紀
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ

う
」、
つ
ま
り
精
神
性
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
、
二
一
世
紀
は
そ
の
ま
ま

人
類
の
終
焉
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
彼
は
予
告
し
て
い
る
の
で
す）

10
（

。

こ
の
よ
う
な
「
地
球
倫
理
」
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
資
す
る
も
の
と

し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
「
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
」、
そ

れ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
ロ
ゴ
ス
と
い
う
も
の
を
今
日
の
発
表
で
否
定
し
た
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
ロ
ゴ
ス
と
は
言
葉
な
の
で
す

よ
。
そ
し
て
言
葉
は
何
よ
り
も
響
き
で
あ
る
。
空
海
が
言
っ
た
「
五
大
に

響
き
あ
り
」、
宇
宙
に
充
ち
満
ち
た
響
き
、
こ
れ
が
本
当
は
ロ
ゴ
ス
で
あ

り
、
言
葉
な
の
で
す
。
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
（M

ichael E
nde, 1929

―1995

）、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
作
家
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う

こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
、「
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
言
葉
は
テ
ー
ヴ
ァ
と
い

う
。
テ
ー
ヴ
ァ
は
言
葉
で
あ
る
と
と
も
に
船
も
意
味
す
る
。
あ
の
ノ
ア
は

方
舟
に
よ
る
と
と
も
に
言
葉
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
の
だ）

11
（

。」

最
後
に
引
い
て
お
き
た
い
の
は
、
や
は
り
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
で
す
ね
。

Panta rei

「
万
物
流
転
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
人
で
す
。
こ
れ
は
イ
オ

ニ
ア
（
今
の
ト
ル
コ
沿
岸
）
の
エ
フ
ェ
ソ
ス
に
生
ま
れ
た
人
で
す
け
れ
ど

も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
彼
の
こ
と
を
、「
そ
の
深
さ
は
ロ
ド
ス
島
の
ダ
イ

バ
ー
を
も
っ
て
し
て
も
測
れ
な
い
」、
と
い
う
形
容
を
し
て
い
る
の
で
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す
。
そ
れ
く
ら
い
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
知
恵
は
深
い
、
と
言
っ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
人
の
言
葉
で
も
っ
て
今
日
の
話
を
終
わ
り
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

「
わ
れ
に
聴
か
ず
、
ロ
ゴ
ス
に
聴
い
て
、
万
有
の
則
一
を
悟
る
と
よ
い）

12
（

」

そ
し
て
、Sophia
（
智
）
と
は
そ
れ
だ
、
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
言
っ

て
い
る
の
で
す
。
我
々
は
先
賢
古
聖
に
学
ぶ
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

註（
1
）　
原
文 “T

his new
 holism

 recognizes the enfoldm
ent of the w

hole 

in its ʻpartsʼ and the distribution of the ʻpartsʼ over the w
hole.” （M

es-

sage from
 Tokyo, 1995

）
直
訳
は
「
新
し
い
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
は
、

全
体
が
そ
の
部
分
に
包
含
さ
れ
、
部
分
が
全
体
に
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
認

識
す
る
。」

（
2
）　Forclusion, 

オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
の
造
語
、「
都
合
の
悪
い
こ
と

は
外
に
出
し
て
戸
を
閉
め
る
」
の
意
。

（
3
）　
藤
原
書
店
『
環
』
四
七
号
、
二
〇
一
一A

utum
n

号
、「
Ａ
・
ベ
ル
ク
＋

中
村
桂
子
＋
服
部
英
二
　
鼎
談
　
現
代
文
明
の
危
機
、
三
・
一
一
以
後
」
参
照

の
こ
と
。

（
4
）　Sym

posium
 ʻC

ultural D
iversity and T

ransversal Valuesʼ, 

ユ
ネ
ス

コ
に
よ
る
英
仏
語
で
の
報
告
書
に
続
き
日
本
語
版
報
告
書
『
文
化
の
多
様
性
と

通
底
の
価
値

―
聖
俗
の
拮
抗
を
め
ぐ
る
東
西
対
話
』（
麗
澤
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
七
）
が
あ
る
。

（
5
）　
東
大
の
神
学
者
、
宮
本
久
雄
氏
に
よ
っ
て
『
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
』
の
語
が
生

ま
れ
、
解
説
さ
れ
て
い
る
。
近
刊
に
は
『
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
エ
ヒ
イ
ェ
ロ
ギ

ア
』（
教
友
社
）
が
あ
る
。

（
6
）　
ハ
ピ
は
ナ
イ
ル
河
の
別
名
、
幼
少
の
モ
ー
ゼ
が
葦
船
に
隠
さ
れ
ナ
イ
ル
河

に
流
さ
れ
フ
ァ
ラ
オ
の
妃
に
拾
わ
れ
た
伝
承
あ
り
。
ま
た
ハ
ピ
は
の
ち
の
ア
ピ

ス
、
牛
の
神
と
も
つ
な
が
る
。

（
7
）　G

uillaum
e de Lorris et Jean de M

eun; R
om

an de la R
ose, ‘Verger 

de D
éduit’ , l. 467-470.

（
8
）　G

abriel M
arcel ‘E

tre et A
voir’

に
お
け
る
マ
ル
セ
ル
の
定
義
。
彼
に
よ

る
と
「
神
は
全
き
存
在
で
あ
る
故
、
何
も
持
た
な
い
」
こ
と
に
な
る
。

（
9
）　
本
来
こ
の
武
闘
勢
力
が
自
分
た
ち
の
呼
称
と
し
て
使
っ
て
い
た
「
イ
ラ
ク

と
シ
ャ
ー
ム
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
に
あ
た
る
ア
ラ
ビ
ア
語
表
記
を
、
略
号
化
し

た
も
の
が
「
ダ
ー
イ
シ
ュ
」。
彼
ら
が
正
式
呼
称
と
し
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま

で
「
イ
ラ
ク
と
シ
リ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
に
あ
た
る
ア
ラ
ビ
ア
語
表
記

﹇
ア
ッ
＝
ダ
ウ
ラ
・
ア
ル
＝
イ
ス
ラ
ー
ミ
ー
ヤ
・
フ
ィ
・
ル
＝
イ
ラ
ー
ク
・

ワ
ッ
＝
シ
ャ
ー
ム
﹈（
昨
年
六
月
か
ら
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
ア
ッ
＝
ダ
ウ

ラ
・
ア
ル
＝
イ
ス
ラ
ー
ミ
ー
ヤ
に
変
更
）
で
あ
っ
て
、「
ダ
ー
イ
シ
ュ
」
は
ア

ラ
ビ
ア
語
世
界
に
広
く
通
用
す
る
そ
の
略
語
。
そ
の
英
語
表
記
が
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ

（Islam
ic State in Iraq and Levant

）。
最
近
は
む
し
ろ
Ｉ
Ｓ
の
み
で
表
記
さ

れ
る
。

（
10
）　
原
文
は ʻle 21èm

e siècle sera spiritual ou ne sera pas.ʼ 

デ
ン
マ
ー
ク

の
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の
発
言
。ne le sera pas

で
は
な
い
こ
と
に
注
意
。

（
11
）　
一
九
九
五
年
、
国
連
大
学
で
開
催
さ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
創
立
五
十
周
年
記
念

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
科
学
と
文
化；

未
来
へ
の
共
通
の
道
」
に
お
い
て
大
江
健
三

郎
が
紹
介
し
た
エ
ン
デ
の
言
葉
。Tew

a 

と
い
う
語
の
持
つ
二
つ
の
意
味
が
重

要
。
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（
12
）　H

erakleitos “Fragm
ents 50-1”

の 

服
部
訳
。「
知
る
」
と
も
訳
さ
れ
る

hom
ologein

と
い
う
原
語
は
、「
共
な
る
も
の
を
認
め
る
」
の
意
、
全
人
的
に

「
納
得
す
る
」、
す
な
わ
ち
統
合
知
。
こ
こ
で
は
「
悟
る
」
と
訳
し
た
。

（
編
集
者
註
：
本
稿
は
、
平
成
二
七
年
五
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
た
、
道
徳
科
学

研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
現
代
倫
理
道
徳
研
究
会
」
の
内
容
を
収
録
し
た
も
の
で
あ

る
。）


