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聖
パ
ウ
ロ
。

し
か
し
最
も
心
奪
わ
れ
る
者
は
、
／
い
と
力
強
き
か
の
使
徒
で
あ
っ

た
。
／
人
が
そ
の
す
べ
て
を
崇
敬
す
る
／
数
々
の
偉
業
に
溢
れ
る
神

的
な
る
パ
ウ
ロ
、
／
神
の
愛
に
傷
つ
き
、
多
く
の
苦
悩
に
打
ち
ひ
し

が
れ
／
悲
惨
の
な
か
に
あ
っ
て
幸
多
き
彼
は
、
／
全
地
を
揺
る
が
し

／
熱
き
霊
を
吹
き
込
ん
だ
。
／
神
よ
、
神
よ
、
神
よ
、
わ
れ
ら
に
は

た
だ
ひ
と
つ
の
神
が
い
る
、
／
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
で
死
せ
る
神
が
。

│
ジ
ャ
ン=

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ス
ュ
ラ
ン
『
神
の
愛
の
賛
歌
』
第
一

の
歌
「
愛
に
酔
え
る
聖
人
た
ち
」
よ
り）

1
（

 

　

は
じ
め
に
│
ス
ュ
ラ
ン
に
息
吹
く
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば

　

筆
者
は
す
で
に
、
本
稿
の
「
序
説
」
と
し
て
著
し
た
別
の
論
考
に

お
い
て
、
宮
本
久
雄
の
パ
ウ
ロ
神
秘
論
）
2
（

、
と
り
わ
け
そ
の
「
ソ
ー
マ

的
受
難
と
変
容
の
神
秘
論
」
を
継
承
展
開
す
る
か
た
ち
で
、
パ
ウ
ロ

と
一
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
神
秘
家
ス
ュ
ラ
ン
の
結
び
つ
き
に
光
を
当

て
た
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、「
ル
ー
ダ
ン
の
悪
魔
憑
き
」
事
件
以
後
の

ス
ュ
ラ
ン
に
認
め
ら
れ
る
「
ソ
ー
マ
的
変
容
」
が
、
ま
さ
し
く
「
は

ら
わ
た
に
つ
き
さ
さ
っ
た
あ
な
た
の
こ
と
ば
を
身
に
帯
び
」（『
告
白
』

第
九
巻
二
章
3
節
）
つ
つ
生
き
る
、
パ
ウ
ロ=

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

的
神
秘
論
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、

ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
パ
ウ
ロ

渡　

辺　
　
　

優

│
迸
る
霊
の
こ
と
ば

│ 
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ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
ソ
ー
マ
的
変
容
は
、
本
質
的
に
こ
と
ば
に
よ
る

│
こ
と
ば
の
中
で

0

0

0

の
、
こ
と
ば
を
通
じ
て

0

0

0

0

の

│
経
験
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）

3
（

。

　

本
稿
で
は
、
パ
ウ
ロ
と
ス
ュ
ラ
ン
の
こ
と
ば
が
共
鳴
す
る
さ
ま
を
、

後
者
の
テ
ク
ス
ト
に
沈
潜
し
な
が
ら
、
よ
り
鮮
明
に
描
き
出
す
こ
と

を
ね
ら
う
。
聖
霊
の
、
身
体
の
、
あ
る
い
は
「
女
性
」
の
こ
と
ば
で

も
あ
る
よ
う
な
ス
ュ
ラ
ン
の
こ
と
ば
が
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
パ
ウ

ロ
の
こ
と
ば
に
支
え
ら
れ
、
導
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
中
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
に
特
有
の
緊
張
感

に
深
く
浸
さ
れ
て
も
い
た
こ
の
神
秘
家
の
こ
と
ば
に
固
有
の
ダ
イ
ナ

ミ
ス
ム
は
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
な
し
に
は
な
か
っ
た
。
以
下
、

パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
が
ス
ュ
ラ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に

引
か
れ
、
ど
の
よ
う
に
息
吹
い
て
い
る
か
を
み
て
い
こ
う
。

　

１
．
語
り
え
ぬ
も
の
を
語
る
こ
と
ば

　

お
の
れ
の
身
に
被
っ
た
経
験
を
語
ろ
う
と
し
て
、
し
か
し
、
お
の

れ
の
言
葉
に
よ
っ
て
は
つ
い
に
そ
れ
を
「
そ
れ
」
と
し
て
語
り
え
ぬ

こ
と
を
訴
え
、
あ
る
い
は
嘆
い
て
み
せ
る
と
は
、
そ
れ
自
体
、
神
秘

家
の
常
套
句
と
も
い
え
る
「
語
り
か
た
」
で
あ
る
。
言
語
活
動
と
経

験
の
緊
張
関
係
は
、
キ
リ
ス
ト
教
霊
性
史
上
に
も
、
お
そ
ら
く
近
世

神
秘
主
義
に
お
い
て
、
な
か
で
も
ス
ュ
ラ
ン
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
頂

点
に
達
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
ュ
ラ
ン
は
「
語
り
え
ぬ
も
の
」

を
前
に
語
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
。

　

ニ
コ
ラ
ス
・
ペ
イ
ジ
が
示
し
た
よ
う
に
、
ス
ュ
ラ
ン
に
お
い
て
神

秘
的
経
験
の
「
不
可
言
性
」
は
、
思
弁
的
言
語
活
動
の
失
効
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る

「
語
り
え
ぬ
経
験
」
は
、
分
類
し
、
分
析
し
、
推
論
す
る
思
弁
的
知

性
の
機
能
不
全
と
し
て
鮮
明
化
す
る
。
こ
の
事
態
が
最
も
よ
く
み
て

と
れ
る
の
は
、『
経
験
の
学
知
』
第
三
部
第
一
三
章
の
次
の
箇
所
で

あ
る
。　以

上
す
べ
て
の
こ
と
が
魂
に
到
来
す
る
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
と
の
合
一
を
通
じ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
た

い
と
思
う
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
合
一
こ
そ
、
魂
に
や
っ

て
く
る
善
・
財
の
一
切
の
源
泉
で
あ
り
、
か
く
し
て
魂
が
自
ら

の
裡
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
感
じ
て
い
る
あ
い
だ
、
魂
に
は

四
つ
な
い
し
五
つ
の
効
果

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
生
じ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
第
一

0

0

の
効
果
は

0

0

0

0

、
天
上
の
事
ど
も
へ
の
魂
の
上
昇
で
あ
り
、
来
世
に

約
束
さ
れ
て
い
る
善
・
財
の
恒
常
的
な
魂
へ
の
刻
印
で
あ
っ
て
、
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現
世
蔑
視
を
と
も
な
う
。
第
二
の
効
果
は

0

0

0

0

0

0

、
活
動
し
、
目
の
前

に
あ
る
一
切
を
引
き
受
け
る
活
力
で
あ
り
力
強
さ
で
あ
る
。
魂

が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
や
り
か
た
で
、
自
ら
の
裡
に
こ
の
効

果
を
感
じ
て
い
る
あ
い
だ
、
魂
は
い
わ
ば
持
続
的
な
栄
光
の
感

覚
を
も
つ
の
だ
が
、
そ
の
結
果
、
神
父
の
身
を
襲
っ
た
よ
う
な

衰
弱
、
時
に
極
度
の
衰
弱
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
倒
れ
こ
ん
で

し
ま
う
こ
と
は
な
く
、
そ
の
威
光
に
よ
っ
て
魂
を
ま
っ
た
く
圧

倒
す
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
事
ど
も
が
魂
の
内
に
迸
っ
て
い
た
。

と
い
う
の
も
そ
れ
は
、
内
な
る
霊
の
激
発
の
よ
う
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す

べ
て
の
感
覚
を
栄
光
の
状
態
に
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
い
た
の

だ
か
ら
。
こ
の
こ
と
は
三
度
な
い
し
四
度
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は

と
り
わ
け
、
魂
が
最
も
大
い
な
る
衰
弱
に
陥
っ
て
い
た
と
き
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
と
き
魂
は
記
述
し
え
な
い
善
・
財
に
取
り

巻
か
れ
て
い
た
。
今
で
も
な
お
、
私
は
こ
れ
ら
の
善
・
財
を
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
こ
と
は
そ
れ

ほ
ど
難
し
い
の
だ
。（S. III, 13, 347-348. 

傍
点
強
調
部
は
引
用

者
）

　

ス
ュ
ラ
ン
は
、
自
ら
の
経
験
を
読
者
に
「
知
ら
し
め
る
（
理
解
さ

せ
る
）」
た
め
、
逸
話
的
・
物
語
的
記
述
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
む

し
ろ
ス
コ
ラ
学
的
な
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
一
般
論
的
記
述
に
よ
っ

て
経
験
の
諸
特
徴
（「
四
つ
な
い
し
五
つ
の
効
果
」）
を
分
析
的
に
数
え

上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、「
第
二
の
効
果
」
を
記
述
し

て
い
る
途
中
、
自
ら
の
魂
を
襲
っ
た
個
別
的
具
体
的
経
験
が
フ
ォ
ー

カ
ス
さ
れ
る
や
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
物
語
的
記
述
が
回
帰
し
、
当
初
企

図
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
分
析
的
な
記
述
は
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま

う
。「
ス
ュ
ラ
ン
は
書
こ
う
と
す
る
が
、
彼
は
た
だ
、
書
く
こ
と
が

破
綻
す
る
地
点
に
至
り
つ
く
の
み
な
の
だ）

4
（

」
と
い
う
ペ
イ
ジ
の
指
摘

は
正
鵠
を
射
て
い
る
。

　

だ
が
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

ス
コ
ラ
学
的
言
語
活
動
の
破
綻
を
も
た
ら
し
た
経
験
が
、「
内
な
る

霊
の
激
発
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
認
め
ら

れ
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
語
り
か
た
の
破
綻
で
は
あ
っ
て
も
、
語
り
そ

の
も
の
の
破
綻
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
別
様
の
こ
と
ば
、
す
な
わ

ち
聖
霊
に
よ
っ
て
語
る
身
体
の
こ
と
ば
が
垣
間
見
え
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
「
語
り
か
た
」
な
い
し
「
ス
タ
イ
ル
」
の
変
容
と
い
う
か
た
ち

で
語
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

。
ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
ソ
ー
マ
的
変
容
の
経
験
は
、

こ
と
ば
（
文
体
）
の
変
容
の
経
験
で
も
あ
る）

5
（

。

　

合
わ
せ
て
も
う
一
点
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
ス
ュ
ラ
ン

の
こ
と
ば
と
規
範
な
い
し
伝
統
と
の
関
係
で
あ
る
。
ス
ュ
ラ
ン
、
あ
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る
い
は
神
秘
主
義
全
般
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
伝
統
か
ら
の
逸
脱

的
性
格
が
強
調
さ
れ
る）

6
（

。
し
か
し
、
両
者
の
関
係
は
錯
綜
し
て
お
り
、

け
っ
し
て
一
義
的
な
把
握
を
許
さ
な
い
。

　

少
な
く
と
も
二
つ
の
事
柄
に
留
意
し
た
い
。
第
一
に
、
晩
年
の

ス
ュ
ラ
ン
が
、
他
の
人
び
と
と
同
じ
「
通
常
・
平
凡
な
信
仰
」
へ
と

帰
着
し
、
そ
こ
に
こ
そ
溢
れ
る
神
的
な
富
の
豊
か
さ
、
神
の
愛
の
充

溢
を
語
っ
た
こ
と
。
ル
ー
ダ
ン
の
悪
魔
憑
き
事
件
に
発
す
る
数
々

の
「
超
常
の
・
常
軌
を
逸
し
た
体
験
」
を
そ
の
身
に
被
り
、
こ
と
細

や
か
に
書
き
綴
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
の
ス
ュ
ラ
ン
像
に
は

「
逸
脱
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
ま
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

ス
ュ
ラ
ン
と
い
う
神
秘
家
の
こ
と
ば
は
、
他
の
信
仰
者
た
ち
と
共
通

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の0

生
の
地
平
の
上
で
な
さ
れ
た
や
り
と
り
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
こ

と
ば
で
あ
っ
た）

7
（

。

　

そ
う
し
た
ス
ュ
ラ
ン
の
こ
と
ば
が
、
伝
統
的
・
規
範
的
な
教
説
、

あ
る
い
は
ス
コ
ラ
学
的
推
論
の
こ
と
ば
に
則
っ
た
語
り
か
た
か
ら
し

ば
し
ば
「
逸
脱
」
す
る
と
い
う
の
は
確
か
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
逸
脱
な
の
か
。
逸
脱
の
し
か
た

0

0

0

0

0

0

が
問
題
だ
ろ
う
。
こ
れ
が

第
二
の
留
意
点
で
あ
る
。
先
ん
じ
て
言
え
ば
、
規
範
的
な
語
り
か
た

か
ら
の
「
逸
脱
」
の
局
面
に
お
い
て
、
ス
ュ
ラ
ン
は
し
ば
し
ば
身
体

を
し
て
語
ら
し
め
る
。
と
こ
ろ
で
、
ス
ュ
ラ
ン
に
お
い
て
こ
の
「
身

体
の
こ
と
ば
」
は
、
す
な
わ
ち
「
聖
霊
の
こ
と
ば
」
で
あ
り
、
そ
れ

が
語
ら
れ
る
と
き
に
は
度
々
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
が
引
か
れ
る
。
ス
ュ

ラ
ン
の
こ
と
ば
は
、
パ
ウ
ロ
と
い
う
「
権
威
」
の
こ
と
ば
に
拠
っ
て

い
た）

8
（

。
筆
者
は
こ
こ
に
、
宮
本
久
雄
の
い
う
キ
リ
ス
ト
教
ソ
ー
マ
的

神
秘
論
の
伝
統
の
あ
ら
わ
れ
を
み
る
。
そ
し
て
、
伝
統
と
の
こ
の
よ

う
な
結
び
つ
き
を
、
鶴
岡
賀
雄
の
い
う
「
根
源
へ
の
逸
脱
）
9
（

」
と
し
て

捉
え
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

以
下
、『
霊
の
カ
テ
キ
ズ
ム
』
の
一
節
の
検
討
を
通
じ
て
、
掘
り

下
げ
る
べ
き
論
点
の
所
在
を
明
確
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
ス
ュ
ラ
ン

が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
神
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
認
識

と
、
神
学
や
自
然
哲
学
に
よ
る
認
識
と
の
あ
い
だ
に
は
、「
自
然
の

事
象
を
め
ぐ
っ
て
子
ど
も
の
認
識
と
自
然
哲
学
者
の
そ
れ
と
の
あ
い

だ
に
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
釣
り
合
い
も
な
い
」（1C

S, IV, 

7, 387-388

）。
神
的
認
識
と
人
間
的
認
識
の
あ
い
だ
に
は
、
い
か
な

る
共
通
の
尺
度
も
容
れ
な
い
、
絶
対
的
な
断
絶
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
問
い
、
答
え
て
み
せ
る
。

　

問
い　

ど
う
し
て
あ
な
た
が
言
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
。

と
い
う
の
も
、
神
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
認
識
を
得
た
人
び

と
が
、
そ
れ
ら
神
秘
を
語
る
際
に
、
け
っ
し
て
常
軌
を
逸
し
た
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言
葉
遣
い
を
し
な
か
っ
た
り
、
あ
ま
り
に
も
新
奇
な
事
柄
、
つ

ま
り
そ
う
し
た
神
秘
の
光
に
適
う
よ
う
な
事
柄
は
一
切
語
ら
な

か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　

答
え　

そ
れ
は
、
彼
ら
の
知
解
に
か
く
も
多
く
の
認
識
を
与

え
る
神
秘
の
感
覚
に
は
、
そ
れ
を
語
る
に
相
応
し
い
言
葉
が

ま
っ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
イ
ン
ド
諸
島
か
ら

来
た
人
が
、
か
の
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
果
実
を
味
わ
っ
た
こ
と
が

あ
り
、
た
と
え
そ
れ
に
つ
い
て
き
わ
め
て
完
全
な
認
識
を
得
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
果
実
の
味
の
違
い
を
説
明
す
る

こ
と
が
け
っ
し
て
で
き
な
い
よ
う
に
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う

な
事
柄
を
語
る
に
適
し
た
言
葉
が
皆
無
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

国
で
も
、
マ
ス
カ
ッ
ト
と
ア
プ
リ
コ
ッ
ト
と
メ
ロ
ン
の
あ
い
だ

に
あ
る
違
い
を
誰
か
他
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
人
は
き
っ
と
苦

労
す
る
だ
ろ
う
。
身
ぶ
り
や
、
何
か
し
ら
感
嘆
を
表
す
音
の
響

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

き
に
よ
る
ほ
か
に
、
思
考
を
説
明
す
る
術
が
な
い
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
…
…

超
自
然
の
事
ど
も
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
超
自
然
の
事
ど

も
に
つ
い
て
人
が
抱
く
感
覚
や
認
識
は
、
実
に
多
種
多
様
な
対

象
を
も
つ
の
で
、
そ
れ
ら
を
説
明
す
る
に
は
ど
ん
な
言
葉
も
見

当
た
ら
な
い
ほ
ど
な
の
だ
。「
人
間
に
は
語
る
こ
と
が
許
さ
れ

て
い
な
い
」（「
二
コ
リ
」
一
二
4
）。
だ
か
ら
こ
そ
聖
テ
レ
サ
は
、

彼
女
が
経
験
し
た
事
ど
も
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
、
そ
れ
を
語

る
言
葉
の
無
力
さ
に
苛
立
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
う
し
た
言
葉
の

う
ち
に
は
、
彼
女
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
に
見
合
う
い
か
な
る

も
の
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（1C

S, IV, 7, 388-389. 

傍
点
強

調
部
は
引
用
者
）

　
「
常
軌
を
逸
し
た
（extraordinaire

）」、「
新
奇
な
（nouveau

）」

と
は
、
一
七
世
紀
を
通
じ
て
、
主
と
し
て
神
秘
主
義
を
批
判
す
る
者

た
ち
に
よ
っ
て
神
秘
主
義
の
「
語
り
か
た
」
に
向
け
ら
れ
た
形
容
詞

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
神
秘
主
義
の
言
葉
遣
い
を
め
ぐ
る
「
百
年
戦

争
）
10
（

」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
が
近
世
神
秘
主
義
の
輪
郭
を
定
め
る

歴
史
的
事
象
と
し
て
、
セ
ル
ト
ー
と
彼
に
続
く
研
究
者
た
ち
に
よ
っ

て
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
引
用
す
る

ス
ュ
ラ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
う
し
た
「
語
り
か
た
」
と
区
別
さ
れ

る
べ
き
、
或
る
「
身
体
の
語
り
か
た
」
の
存
在
を
垣
間
見
せ
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
問
い
」
の
な
か
で
ス
ュ
ラ
ン
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
秘

を
語
る
（
語
ろ
う
と
す
る
）
言
葉
は
、
必
ず
し
も
特
別
な
言
葉
遣
い

を
伴
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
神
秘
を
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
ば
は
、
神

秘
の
圧
倒
的
な
豊
か
さ
の
前
に
立
ち
尽
く
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
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に
、
か
え
っ
て
「
普
通
の
こ
と
ば
」
で
あ
る
ほ
か
な
い
場
合
が
あ

る
。「
人
間
に
は
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
」
神
秘
を
、
だ
が

そ
れ
で
も
語
ろ
う
と
す
る
神
秘
家
の
言
葉
の
、
こ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ

の
可
能
性
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
晩
年
の
ス
ュ
ラ
ン

が
、
あ
ら
ゆ
る
超
常
の
体
験
を
過
去
の
も
の
と
し
（
し
た
が
っ
て
そ

れ
を
語
る
こ
と
を
や
め
）、
人
び
と
と
共
通
の
信
仰
へ
と
回
帰
し
た
現

在
に
お
い
て
、
通
常
の
信
仰
の
内
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

財
・
善
を
語
り
続
け
た
こ
と

で
あ
る）
12
（

。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
お
ど
の
よ
う
な
語
り
か
た
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
の
か
。

　

考
察
の
糸
口
と
な
る
の
は
、「
身
ぶ
り
や
、
何
か
し
ら
感
嘆
を
表

す
音
の
響
き
に
よ
る
ほ
か
に
、
思
考
を
説
明
す
る
術
が
な
い
」
事
態

へ
の
言
及
で
あ
る
。
実
に
、
ス
ュ
ラ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、

語
り
だ
さ
れ
る
こ
と
ば
が
立
ち
尽
く
す
と
こ
ろ
で
身
体
が
語
り
（
歌

い
）
だ
す
と
い
う
事
態
が
、
お
そ
ら
く
は
自
覚
的
に
、
繰
り
返
し
語

ら
れ
る
。「
ま
た
そ
の
こ
ろ
、
聖
体
拝
領
の
後
…
…
私
は
い
つ
も
説

明
し
難
い
ほ
ど
の
大
い
な
る
慰
め
を
得
た
。
そ
し
て
私
は
そ
の
場
所

に
た
だ
一
人
で
い
た
の
で
、
歓
喜
の
歌
の
数
々
を
口
ず
さ
ん
で
心
を

晴
れ
や
か
に
し
た
。
そ
れ
ら
歌
々
は
私
を
大
い
な
る
歓
び
と
平
安
で

満
た
し
た
の
だ
っ
た
」（S. II, 15, 267. C

f. S. III, 8, 312-313

）。
筆

者
は
こ
れ
を
、
ス
ュ
ラ
ン
の
神
秘
主
義
を
特
徴
づ
け
る
も
う
ひ
と
つ

の
「
語
り
か
た
」
と
し
て
、「
身
体
の
こ
と
ば
」
ま
た
は
「
霊
の
こ

と
ば
」
と
し
て
掬
い
あ
げ
た
い
。

　

自
ら
の
経
験
を
語
る
言
葉
の
無
力
さ
に
苛
立
っ
て
い
た
テ
レ
サ
は
、

し
か
し
「
新
し
い
こ
と
ば
（nuevas palabras

）」
）
13
（

を
待
望
し
続
け
、

待
望
し
な
が
ら
語
り
続
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
到
来
さ
せ
た）
14
（

。

ス
ュ
ラ
ン
も
ま
た
彼
女
と
同
様
の
道
を
歩
ん
だ
。「
新
し
い
こ
と
ば
」

は
、
し
か
し
、
す
で
に
共
通
・
通
常
の
信
仰
の
こ
と
ば
の
な
か
に
あ

る
も
の
と
し
て
再0

発
見
さ
れ
る
。
ス
ュ
ラ
ン
に
と
っ
て
、
パ
ウ
ロ
の

こ
と
ば
は
、
そ
の
よ
う
に
再
発
見
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
語
り
え

ぬ
も
の
を
別
様
の
仕
方
で
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

２
．「
地
の
底
」
で
語
り
続
け
る
こ
と
ば

　

次
に
引
用
す
る
の
は
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
デ
・
ザ
ン
ジ
ュ
に
宛
て
ら
れ

た
ス
ュ
ラ
ン
の
手
紙
の
一
部
で
あ
る
。「
ル
ー
ダ
ン
の
悪
魔
憑
き
」

事
件
の
震
源
と
な
り
、
ス
ュ
ラ
ン
が
悪
魔
祓
い
を
担
当
し
た
こ
の
修

道
女
と
の
手
紙
の
や
り
と
り
は
、
事
件
と
事
件
に
発
す
る
ス
ュ
ラ
ン

の
心
身
の
危
機
が
去
っ
た
後
も
、
一
六
六
五
年
一
月
二
九
日
に
彼
女

が
世
を
去
る
直
前
ま
で
続
い
た
。
一
六
六
二
年
五
月
七
日
の
こ
の
手
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紙
に
は
、
特
別
な
超
常
の
体
験
を
離
れ
、
信
仰
に
生
き
る
魂
た
ち
の

内
に
流
れ
る
「
神
的
な
奔
流
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の

は
、
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
語
り
だ
さ
れ
る
ス
ュ
ラ
ン
の
詩
的
な
こ
と
ば

の
伸
び
や
か
さ
に
加
え
て
、
そ
の
裏
に
張
り
付
い
て
い
る
無
力
さ
へ

の
自
覚
、
あ
る
い
は
言
葉
に
よ
る
伝
達
不
可
能
性
へ
の
自
覚
で
あ
る
。

　

次
の
よ
う
に
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
魂
を
大
い
に
弱
ら
せ
貶

め
も
す
る
諸
々
の
悲
惨
と
衰
弱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
は
神
的

な
奔
流
を
絶
え
ず
流
れ
さ
せ
て
お
り
、
当
の
魂
が
お
の
れ
の
欠

陥
と
沈
滞
の
重
み
に
強
く
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い

て
も
、
神
は
そ
の
魂
に
絶
え
ず
こ
の
瑞
々
し
い
水
を
飲
ま
せ
、

魂
を
満
た
し
て
い
る
の
だ
と
。
こ
う
し
た
水
の
流
れ
が
立
て
る

音
は
そ
の
内
部
で
は
実
に
大
き
い
の
で
す
が
、
ま
こ
と
に
秘
め

ら
れ
た
流
路
を
流
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。
…
…
私
は
あ
な
た

0

0

0

0

0

に
こ
の
水
流
を
語
り
、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
と
心
掛
け
る
の
で
す
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
ま
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
く
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
ま
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
私
は
ま

た
、
私
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
彼
を
通
じ
て
私
た

ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
善
・
財
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
な
の
か
私
た
ち
に
は
語
る
術
も
な
い
ま
ま
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
私
た
ち
を

満
た
し
、
渇
き
を
癒
す
こ
と
を
承
知
し
て
い
ま
す
。（C

. L
449, 

1335. 

傍
点
強
調
部
は
引
用
者
）

　

か
く
し
て
ス
ュ
ラ
ン
は
、
一
方
で
は
、
お
よ
そ
狭
義
の
神
学
の
言

葉
に
は
収
ま
ら
な
い
、
自
由
で
大
胆
な
語
り
を
繰
り
広
げ
な
が
ら
、

他
方
で
は
、
自
ら
が
語
ろ
う
と
す
る
事
柄
の
語
り
難
さ
を
実
に
率
直

に
吐
露
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、
そ
れ
で
も
な
お
語
り
続
け

る
。
そ
う
し
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
そ
の
こ
と
ば
の
な
か
に
、
パ
ウ
ロ
の

こ
と
ば
は
見
い
だ
さ
れ
る
。

　

こ
の
諸
々
の
善
・
財
の
活
動
す
る
流
脈
は
、
信
仰
の
包
括
的

な
観
念
の
内
に
あ
り
、
神
や
神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ

い
て
一
般
的
な
事
柄
の
ほ
か
に
何
か
特
別
な
富
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
大
多
数
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
音

タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア

域
に
合
っ
た
も
の

で
す
。
そ
し
て
私
に
は
、
私
た
ち
の
音
域
は
根
底
に
お
い
て
最

も
し
が
な
い
農
民
た
ち
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の

主
が
そ
こ
に
加
え
る
刺ブ

ロ
ド
リ

繍
音
は
完
全
か
つ
単
純
素
朴
な
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
流
脈
に
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
て
は
、
聖
パ
ウ
ロ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
貧
し
さ
に
つ
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
ま
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
キ
リ
ス
ト
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教
徒
た
ち
の
い
と
高
き
貧
し
さ
は
、
彼
ら
の
単
純
素
朴
さ
に
認

め
ら
れ
る
豊
か
さ
の
う
ち
に
満
ち
溢
れ
た
の
だ
と
（「
二
コ
リ
」

六
9
│
10
）。
い
ま
や
私
た
ち
の
主
は
、
主
が
そ
の
教
会
の
子
ど

も
た
ち
に
与
え
る
か
の
平
凡
さ
の
う
ち
に
私
を
と
ら
え
て
お
り
、

私
の
魂
は
、
た
だ
た
ん
に
諸
々
の
善
・
財
を
見
い
だ
す
の
み
な

ら
ず
、
神
に
つ
い
て
の
月
並
み
で
あ
り
ふ
れ
た
考
え
か
た
の
、

か
の
単
純
素
朴
さ
の
う
ち
に
溢
れ
る
豊
か
さ
を
見
い
だ
す
の
で

す
。
私
の
魂
も
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
よ
く
調
和
が
と
れ
て
い
る

の
で
す
。（C

. L
449, 1335. 

傍
点
強
調
部
は
引
用
者
）

　

語
り
難
き
も
の
の
語
り
難
さ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る

自
ら
の
こ
と
ば
の
無
力
さ
を
十
分
に
自
覚
し
な
が
ら
、
ス
ュ
ラ
ン
は
、

奔
流
、
音
域
、
刺
繍
音
な
ど
、
五
感
に
訴
え
る
イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
を

も
つ
こ
と
ば
を
駆
使
し
、
信
仰
の
神
秘
を
語
り
続
け
る
。
語
り
難
き

も
の
を
語
ろ
う
と
す
る
彼
の
こ
と
ば
は
、
依
然
と
し
て
断
言
す
る
こ

と
へ
の
躊
躇
い
を
み
せ
な
が
ら
も
（「
〜
と
思
わ
れ
ま
す
」、「
私
の
考

え
で
は
」）、
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
に
語
り
及
び
、
そ
れ
を
「
私
の
こ
と

ば
」
と
し
て
語
る
こ
と
で
、
い
ま
を
生
き
る
私
の
魂
の
幸
い
を
叫
ぶ
。

「
貧
し
さ
」
の
な
か
に
満
ち
溢
れ
る
「
豊
か
さ
」
を
語
る
パ
ウ
ロ
の

こ
と
ば
は
、
ス
ュ
ラ
ン
の
こ
と
ば
が
そ
こ
に
収
束
し
て
い
く
こ
と
ば

で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
そ
こ
に
至
る
彼
の
語
り
を
支
え
、
導
く
こ
と

ば
で
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ス
ュ
ラ
ン
に
と
っ
て
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
は
、
信
仰
の
神
秘
を
語
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
、
比
類
な
き
「
語
る
術
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
は
、『
経
験
の
学
知
』
の
最
奥
部
と
い
う
べ
き

第
三
部
第
一
四
章
に
も
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
ボ
ル
ド
ー
の
人
ス
ュ
ラ

ン
が
好
ん
で
用
い
る
海
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
も
、
最
も
美
し
い
喩

え
を
交
え
た
詩
的
な
こ
と
ば
と
と
も
に
語
り
だ
さ
れ
る
。

　

こ
の
喩
え
は
人
か
ら
聞
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
真
珠
採
り
を

す
る
た
め
に
海
底
ま
で
潜
っ
て
ゆ
く
女
た
ち
の
な
か
に
は
、
上

端
を
海
面
に
浮
か
ん
だ
コ
ル
ク
に
結
び
つ
け
た
管
を
咥
え
て
、

海
底
に
い
な
が
ら
呼
吸
す
る
者
た
ち
が
い
る
と
い
う
。
そ
う
い

う
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
私
は
知
ら
な
い
が
、
私
が
言
い
た

い
こ
と
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
い

う
の
も
、
魂
に
は
天
ま
で
伸
び
た
管
が
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
り
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
カ
タ
リ
ナ
は
神
の
中
心
に
ま
で
届

く
水
脈
が
あ
る
と
い
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る）
15
（

。
信
仰
の
状
態
に

あ
っ
て
は
、
魂
は
こ
の
よ
う
に
天
ま
で
伸
び
た
管
を
持
っ
て
い

る
。
そ
う
し
て
魂
は
知
恵
と
愛
と
を
呼
吸
し
、
命
を
つ
な
ぐ
の
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で
あ
る
。
魂
は
こ
の
地
の
底
に
あ
っ
て
真
珠
を
採
り
、
魂
た
ち

に
語
り
か
け
、
人
び
と
に
説
教
を
し
、
神
の
た
め
に
人
び
と
と

や
り
と
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず）
16
（

そ
こ
に
は
天

ま
で
伸
び
て
神
か
ら
生
命
と
永
遠
の
慰
め
を
引
き
出
す
管
が
つ

な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
聖
パ
ウ
ロ
が
言
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
な
の
だ

0

0

0

0

0

〔「
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
の
国
籍
は
天
に
あ
り
、
わ

た
し
た
ち
は
そ
こ
か
ら
来
ら
れ
る
救
い
主
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

を
待
ち
望
ん
で
い
る
の
で
す
」（「
フ
ィ
リ
」
三
20
）
）
17
（

〕。（S. III, 14, 
352-353. 

傍
点
強
調
部
は
引
用
者
）

　

末
尾
に
参
照
さ
れ
る
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
は
、
魂
が
こ
の
「
地
の

底
」

│
神
の
栄
光
が
完
全
な
か
た
ち
で
顕
現
す
る
来
世
か
ら
隔

た
っ
た
暗
き
信
仰
の
地
平
、「
永
遠
の
城
外
区
」（Q

. III, 1, 139

）
た

る
こ
の
世

│
に
あ
っ
て
、
な
お
「
知
恵
と
愛
と
を
呼
吸
し
、
命
を

つ
な
ぐ
こ
と
」
を
可
能
に
す
る
こ
と
ば
と
し
て
あ
る
。
実
に
、
ル
ー

ダ
ン
以
後
の
心
身
の
変
容
経
験
を
被
っ
た
ス
ュ
ラ
ン
に
と
っ
て
「
息

が
で
き
る
」
と
は
「
語
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
不
可
分
の
事
態
な
の

だ
っ
た）
18
（

。

　

ス
ュ
ラ
ン
の
こ
と
ば
に
は
、
文
字
通
り
、
な
に
も
の
か
が
息
吹
い

0

0

0

て
い
る

0

0

0

。
こ
の
点
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ブ
ル
ト
ン
の
次
の
指
摘
は
至

当
で
あ
る
。「
ス
ュ
ラ
ン
の
詩
学
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
人
が
ど
の
よ

う
な
評
価
を
下
す
の
で
あ
れ
、
た
ん
な
る
文
学
批
評
の
範
疇
に
は
属

さ
な
い
。
書
き
も
の
と
し
て
の
次
元
に
お
い
て
そ
れ
は
、
死
活
的

で
あ
る
と
同
時
に
「
霊

ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル

的
」
で
も
あ
る
必
要
性
に
呼
応
し
て
い
る
。

「
霊

エ
ス
プ
リ」

が
「
息ス

フ
ル吹

」
を
、
深
い
呼
吸
を
意
味
す
る
こ
と
を
思
い
出
せ

ば
よ
い）
19
（

」。
ス
ュ
ラ
ン
の
こ
と
ば
に
息
吹
い
て
い
る
の
は
、「
聖
霊
」

の
こ
と
ば
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
聖
霊
論
に
焦
点
を
絞
っ
て

考
察
を
進
め
よ
う
。

　

３
．
聖
霊
と
い
う
は
た
ら
き

　
「
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
な
か
で
最
も
甘
美
な
る
聖
霊
の
ペ
ル
ソ
ナ
」

（C
. L

449, 1336

）
と
言
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
ス
ュ
ラ
ン
が
語
る
聖
霊

に
は
、
父
そ
し
て
子
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
区
別
さ
れ
る
固
有
の
特
徴
が
認

め
ら
れ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
聖
霊
は
、
匿
名

的
・
複
数
的
・
形
容
詞
的
・
包
括
的
な
性
質
を
も
つ
。
父
な
る
神
と

子
な
る
キ
リ
ス
ト
の
ペ
ル
ソ
ナ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
単
数
的
で
代
替
不
可

能
な
名
を
も
ち
、
そ
の
意
味
で
実
名
詞
的
な
性
質
が
認
め
ら
れ
る
の

に
対
し
て
、
ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
聖
霊
に
は
「
名
前
も
顔
も
な
い
」。

以
下
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
聖
霊
は
、
個
々
さ
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ま
ざ
ま
な
事
象
に
そ
の
都
度
は
た
ら
き
か
け
る
運
動
と
し
て
理
解
さ

れ
る
。
そ
の
同
一
性
は
、
神
学
的
語
彙
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
教
義
的

内
実
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
は
た
ら
き
か
た
」
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
担
保
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
聖
霊
の
名
は
群
れ
な
す
無
数
の
固

有
名
に
及
ぶ
」
と
い
う
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ブ
ラ
ン
の
指
摘
は
、
そ
の

ま
ま
ス
ュ
ラ
ン
の
聖
霊
論
に
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る）
20
（

。

　

ス
ュ
ラ
ン
の
聖
霊
概
念
に
認
め
ら
れ
る
曖
昧
模
糊
と
し
た
性
格
は
、

彼
が
語
る
「
愛
」
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
個
別
性
と
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
際
立
つ
。
後
で
も
論
及
す
る
最
晩
年
の

著
『
神
の
愛
に
つ
い
て
の
問
い
』
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、

ス
ュ
ラ
ン
に
お
い
て
聖
霊
論
は
「
愛
」
を
め
ぐ
る
語
り
と
密
接
不
可

分
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
愛
と
い
う
概
念
は
し
ば
し
ば
、

キ
リ
ス
ト
と
い
う
個
別
具
体
的
な
像
か
ら
は
独
立
し
た
か
た
ち
で
提

起
さ
れ
る）
21
（

。

　

以
下
の
引
用
は
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
合
一
に
つ
い
て
」

と
題
さ
れ
た
『
霊
の
カ
テ
キ
ス
ム
』
第
一
巻
第
七
部
第
八
章
の
一
節

で
あ
る
。
こ
の
章
の
な
か
で
ス
ュ
ラ
ン
は
、「
わ
た
し
自
身
を
そ
の

人
に
現
す
」（「
ヨ
ハ
」
一
四
21
）
と
い
う
聖
句
に
極
ま
る
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
と
魂
の
合
一
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
た
し
か
に
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
の
具
体
性
、
代
替
不
可
能
性
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
ス
ュ
ラ
ン
は
い
う
。
こ
の
合
一
を
果
た
し
た
魂

は
、
す
べ
て
に
お
い
て
た
だ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
み
を
見
、
味
わ

う
。「
聖
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
、
彼
の
手
紙
の
な
か
で
幾
度
と
な
く
イ

エ
ス
の
名
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
」（1C

S. 

I, V
II, 568

）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
章
の
最
後
で
ス
ュ
ラ
ン
が
提
起
し

て
く
る
「
聖
な
る
愛
の
純
粋
な
観
念
」
は
、
そ
れ
ま
で
彼
が
語
っ
て

い
た
キ
リ
ス
ト
と
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
の
明
確
な
輪
郭
と
は
対
照
的
に
、

む
し
ろ
曖
昧
で
包
括
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

問
い　

私
た
ち
の
主
が
そ
う
し
て
人
間
の
意
志
の
な
か
に
入

り
込
ん
で
く
る
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
ほ
か
に
は
目
指
す

も
の
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

答
え　

時
と
し
て
こ
の
入
り
込
み
は
聖
な
る
愛
の
純
粋
な
観

0

0

0

0

0

0

0

0

0

念0

の
も
と
に
生
起
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
恵
み

に
ま
で
高
め
ら
れ
た
魂
は
愛
し
か
見
ず
、
愛
し
か
味
わ
う
こ
と

な
く
、
こ
の
同
じ
愛
の
う
ち
に
没
入
消
失
す
る
か
の
ご
と
く
生

き
る
。
こ
れ
こ
そ
、
シ
エ
ナ
の
聖
カ
タ
リ
ナ
を
し
て
彼
女
の
手

紙
の
末
尾
に
イ
エ
ス
と
い
う
愛
を
書
か
せ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、

パ
オ
ラ
の
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
し
て
い
つ
も
愛
の
言
葉
を
口

ず
さ
ま
せ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
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ス
コ
を
し
て
彼
の
讃
歌
の
な
か
で
、
秩
序
も
節
度
も
な
し
に
繰

り
返
さ
れ
る
愛
の
言
葉
を
歌
わ
せ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら

彼
女
ら
の
意
志
は
か
の
愛
に
没
入
し
て
い
た
の
だ
。
愛
の
こ
う

し
た
単
純
な
ま
な
ざ
し
の
う
ち
に
あ
ま
り
に
も
深
く
没
入
し
て

い
る
が
た
め
に
、
自
分
た
ち
に
差
し
向
け
ら
れ
う
る
ど
ん
な
問

い
に
対
し
て
も
「
愛
」
と
答
え
る
以
外
に
な
い
、
そ
う
い
う
魂

た
ち
が
存
在
す
る
。
す
べ
て
に
お
い
て
た
だ
愛
の
み
を
語
る
魂
。

あ
な
た
は
何
者
か
と
聞
か
れ
れ
ば
、
愛
だ
と
答
え
、
あ
な
た
は

何
を
探
し
て
い
る
の
か
と
聞
か
れ
れ
ば
、
愛
を
と
答
え
る
と
い

う
具
合
に
。（1C

S. I, V
II, 569-570. 

傍
点
強
調
部
は
引
用
者
）

ス
ュ
ラ
ン
の
詩
作
品
『
神
の
愛
の
霊
的
讃
歌
』
の
校
訂
者
ベ
ネ
デ
ッ

タ
・
パ
パ
ソ
ー
リ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ス
ュ
ラ
ン
の
歌
の
「
主

役
に
し
て
絶
対
的
な
主
題
」
で
あ
る
愛
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、「
キ
リ

ス
ト
教
に
固
有
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
」。「
純
粋
な
観

念
」
の
相
の
も
と
に
語
ら
れ
る
こ
の
愛
は
、
ス
ュ
ラ
ン
の
神
秘
主
義

の
核
心
に

│
一
面
で
は
た
し
か
に
キ
リ
ス
ト
中
心
主
義
的
で
あ
り

な
が
ら

│
展
開
す
る
「
線
の
定
ま
ら
な
い
シ
ル
エ
ッ
ト
」
で
あ
り
、

「
顔
の
な
い
神
」
な
の
だ）
22
（

。

　

パ
パ
ソ
ー
リ
の
指
摘
に
加
え
て
留
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
愛
の

「
は
た
ら
き
か
た
」
で
あ
る
。
シ
エ
ナ
の
カ
タ
リ
ナ
、
パ
オ
ラ
の
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
そ
し
て
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
と
い
う
三

つ
の
固
有
名
を
貫
く
共
通
の
愛
の
は
た
ら
き
は
、
こ
と
ば
を
発
出
さ

せ
る
は
た
ら
き
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
書
か
せ
、
語
ら
せ
、
そ
し
て

歌
わ
せ
る
は
た
ら
き
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
ス
ュ
ラ
ン
に

お
け
る
愛
な
い
し
聖
霊
の
は
た
ら
き
か
た
、
ま
た
そ
れ
を
め
ぐ
る
語

り
か
た
の
特
徴
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
鮮
明
な
理
解
を
可
能
に
し
て

く
れ
る
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
よ
う
。

　
『
経
験
の
学
知
』
第
三
部
第
二
章
に
お
い
て
ス
ュ
ラ
ン
は
、
悪
魔

憑
き
に
陥
っ
て
ま
だ
初
期
の
こ
ろ
、
そ
の
身
に
被
っ
た
「
私
た
ち
の

主
の
訪
れ
と
そ
の
霊
の
は
た
ら
き
」
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
話

の
焦
点
は
、
一
六
三
六
年
の
聖
十
字
架
発
見
の
祝
日
（
五
月
三
日
）

に
彼
が
経
験
し
た
「
霊
の
は
た
ら
き
」
に
あ
る
の
だ
が
、
ス
ュ
ラ
ン

は
そ
れ
に
先
立
つ
経
験
と
し
て
ま
ず
「
主
の
訪
れ
」
を
語
る
。
そ
れ

は
、
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
で
苦
悶
す
る
「
私
た
ち
の
主
」
の
神
秘
が
魂

に
刻
み
込
ま
れ
、
魂
を
苦
悩
と
悲
し
み
と
で
満
た
す
と
い
う
経
験
で

あ
っ
た
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
の
名
を
繰
り
返
し
な
が
ら
ス
ュ

ラ
ン
が
語
る
こ
の
経
験
は
、
受
難
の
キ
リ
ス
ト
と
い
う
ス
ュ
ラ
ン
の

神
秘
主
義
の
中
心
に
あ
る
明
確
な
像
の
存
在
を
確
か
め
さ
せ
る
。

　

続
け
て
語
ら
れ
る
五
月
三
日
当
日
の
経
験
は
、
し
か
し
、
相
当
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に
趣
の
異
な
る
仕
方
で
語
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
で
は
も
は
や
「
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
」
の
名
は
言
及
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
引
か
れ
る
の
は
、

「
或
る
詩
人
」

│
一
六
世
紀
の
「
詩
王
」
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ロ
ン

サ
ー
ル
。
た
だ
し
ス
ュ
ラ
ン
は
そ
の
名
を
明
示
し
て
は
い
な
い

│

の
詩
で
あ
り
、
ス
ュ
ラ
ン
は
こ
の
詩
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
自
ら
の
経

験
を
語
る
。
長
く
な
る
が
、
重
要
な
箇
所
で
あ
る
た
め
厭
わ
ず
引
用

し
た
い
。

　

し
か
し
、
魂
を
占
め
る
こ
れ
ら
の
活
動
の
う
ち
最
も
顕
著
な

も
の
は
、
五
月
の
聖
十
字
架
発
見
の
祝
日
に
起
こ
っ
た
こ
と

だ
っ
た
。
そ
の
日
、
修
道
女
〔
ジ
ャ
ン
ヌ
〕
と
私
が
い
る
だ
け

の
小
さ
な
面
会
室
で
、
二
人
の
あ
い
だ
に
あ
る
格
子
を
挟
み
、

い
つ
も
の
よ
う
に
私
の
椅
子
に
腰
か
け
て
い
る
と
き
生
じ
て

き
た
そ
の
は
た
ら
き
は
、
他
の
は
た
ら
き
よ
り
も
い
っ
そ
う
激

烈
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
激
烈
さ
は
非
常
な
甘
美
さ
を

と
も
な
っ
て
い
た
た
め
、
私
は
、
か
つ
て
私
が
或
る
詩
人
を
読

ん
で
知
っ
た
こ
と
を
忘
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
当
の
詩
人
が
こ
の
こ
と
を
語
る
様
子
は
あ
ま
り
敬
虔

な
も
の
で
は
な
い
が
、
詩
人
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
時
に
私
の
う

ち
に
起
こ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
い
ま
も
日
々
起
こ
っ
て
い
る
こ

と
を
よ
く
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
詩
人
は
、
ミ
ュ
ー
ズ
た

ち
に
語
り
か
け
る
ユ
ピ
テ
ル
を
召
喚
し
て
い
る
が
、
ユ
ピ
テ
ル

が
彼
女
た
ち
に
語
る
の
は
、
彼
女
た
ち
を
と
ら
え
、
ま
た
、
彼

女
た
ち
の
秘
儀
に
お
い
て
想
像
さ
れ
る
詩
人
た
ち
を
と
ら
え
て

震
わ
せ
る
力
で
あ
る
。
か
く
し
て
ユ
ピ
テ
ル
は
自
ら
の
力
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。

　

激
烈
な
わ
が
魂
が
／
烈
し
く
お
ま
え
た
ち
を
錯
乱
さ
せ

る
な
ら
、
／
従
順
な
心
で
も
っ
て
／
そ
の
動
き
の
下
に
震
え

お
の
の
け
、
／
そ
し
て
、
わ
が
魂
が
／
お
ま
え
た
ち
の
肉
体

と
精
神
を
揺
り
動
か
し
、
興
奮
さ
せ
る
の
に
耐
え
よ
、
／
自

ら
の
神
性
に
ふ
さ
わ
し
い
神
殿
で
／
至
上
の
権
威
を
行
使

で
き
る
よ
う
に
。
／
魂
は
あ
ら
ゆ
る
力
に
満
ち
て
／
お
ま
え

た
ち
を
わ
が
秘
密
で
満
た
し
、
／
お
ま
え
た
ち
の
な
か
で
そ

の
秘
密
を
達
成
す
る
だ
ろ
う
、
／
技
巧
も
汗
も
骨
折
り
も
な

く
）
23
（

。 

　

以
上
の
詩
句
は
、
か
の
事
態
を
表
現
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た

よ
う
で
あ
り
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
価
値
は
十
分
に
あ
る
よ
う

に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
実
質
・
内
容
と
し
て
は
非
常
に
異
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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事
柄
を
表
し
て
い
る
が
、
方
法
・
様
態
と
し
て
は
非
常
に
似

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

通
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

。
と
い
う
の
も
、
以
上
に
引
い
た
詩
句
は
、
詩
的

で
異
教
的
な
力
が
な
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た

も
の
だ
が
、
私
た
ち
が
語
り
た
い
の
は
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

0

0

は
た
ら
き
の
な
か
で
聖
霊
が
な
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
詩
句
は
ま
た
、
か
の
詩
人
が
語
ら
ん
と
す
る
事
柄
の
核
心

を
衝
い
て
い
る
。
こ
の
詩
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
な
が

ら
リ
ベ
ル
タ
ン
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
神
の
は
た
ら
き
を
表

現
す
る
の
に
長
け
て
い
る
。
彼
は
照
明
を
受
け
た
精
神
の
持
ち

主
で
あ
り
、
用
い
ら
れ
る
か
ぎ
り
最
も
美
し
い
言
葉
を
用
い
て
、

こ
の
祈
り
の
な
か
で
彼
自
身
を
超
出
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
詩

人
た
ち
の
霊エ

ス

プ

リ

=

息
吹
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
多

く
の
点
で
、
私
た
ち
の
主
の
霊エ

ス

プ

リ

=

息
吹
〔
聖
霊
〕
が
魂
た
ち
の

な
か
に
な
す
こ
と
の
表
徴
な
の
だ
。（S. III, 2, 282-283. 
傍
点

強
調
部
は
引
用
者
）

　
「
ミ
ュ
ー
ズ
た
ち
に
語
り
か
け
る
ユ
ピ
テ
ル
」
を
召
喚
し
て
歌
う

詩
人
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
リ
ベ
ル
タ
ン
で
あ
る
」
詩

人
の
こ
と
ば
を
再
召
喚
す
る
ス
ュ
ラ
ン
。
こ
の
引
用
箇
所
に
如
実
に

表
れ
、
ま
た
彼
自
身
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の

「
経
験
の
学
知
」
に
と
っ
て
枢
要
な
問
題
は
、「
実
質
・
内
容
」
で
は

な
く
「
方
法
・
様
態
」
に
あ
っ
た
。
重
要
な
の
は
「
名
」
よ
り
も

「
は
た
ら
き
」
な
の
だ
。

　

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
霊
の
カ
テ
キ
ス
ム
』
に
い
わ
れ

て
い
た
「
愛
の
純
粋
な
観
念
」
と
同
じ
、「
顔
の
な
い
神
」
の
経
験

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
語
り
の
焦
点
は
、「
詩
人
た
ち
を
と
ら
え
て
震

わ
せ
る
力
」、
詩
人
た
ち
の
「
肉
体
と
精
神
を
揺
り
動
か
し
、
興
奮

さ
せ
る
」
力
の
作
用
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
、

詩
人
を
し
て
「
用
い
ら
れ
る
か
ぎ
り
最
も
美
し
い
言
葉
を
用
い
て
」

語
ら
し
め
、
歌
わ
し
め
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
ス
ュ
ラ
ン

が
語
ろ
う

0

0

0

と
す
る
「
聖
霊
の
は
た
ら
き
」
で
あ
っ
た
。

　　

４
．
歌
う
こ
と
ば
の
自
由
│
「
聖
パ
ウ
ロ
の
ス
タ
イ
ル
」

　

ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
聖
霊
の
は
た
ら
き
は
、
す
な
わ
ち
こ
と
ば
を

語
ら
し
め
る
は
た
ら
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
歌
わ
し
め
る
は
た
ら
き

で
あ
る
。「
私
に
は
い
つ
も
同
じ
ひ
と
つ
の
歌
し
か
な
い
」
と
い
う

言
葉
を
、
彼
は
繰
り
返
し
呟
い
て
い
た）
24
（

。
本
節
で
は
、
彼
の
「
歌
う

こ
と
ば
」
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
べ
く
、
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト

を
検
討
す
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
ス
ュ
ラ
ン
の
こ
と
ば
の
大
胆
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さ
、
そ
の
自
由
な
あ
り
か
た
と
、
そ
の
こ
と
ば
を
支
え
、
触
発
し
、

あ
る
い
は
共
に
息
吹
い
て
い
る
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
の
影
が
、
い
っ
そ

う
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

　

ま
ず
検
討
し
た
い
の
は
『
経
験
の
学
知
』
第
三
部
六
章
の
一
部
で

あ
る
。
こ
こ
で
ス
ュ
ラ
ン
は
、
魂
が
愛
に
溢
れ
る
と
き
、
そ
の
魂
に

神
が
与
え
る
自
由
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ス
ュ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
お
よ
そ
人
間
的
な
も
の
を
超
え
た
、
甘
美
で
可
憐
な
る
こ

と
ば
を
神
に
向
か
っ
て
発
す
る
自
由
」
で
あ
る
。「
魂
の
奥
底
」
か

ら
た
ち
の
ぼ
る
そ
の
こ
と
ば
は
、「
世
の
人
び
と
は
そ
れ
を
聞
く
こ

と
も
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
こ
と
ば
で
あ
り
な
が
ら
、「
愛

の
情
熱
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
恋
人
が
恋
人
を
呼
ぶ
よ
う
に
」、
あ
る

い
は
「
幼
子
が
母
親
に
呼
び
か
け
る
よ
う
に
」
魂
が
神
に
発
す
る
呼

び
か
け
の
こ
と
ば
で
あ
る
。「
子
ど
も
の
よ
う
な
甘
え
こ
と
ば
」
で

あ
る
ゆ
え
、
そ
れ
を
吐
く
魂
は
「
愚
か
で
分
別
を
失
っ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
」。
だ
が
、
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
魂
は
魂
を
占
拠
し
て
い
る
も
の
を
し
か
想
わ
な
い
」
境
地
に
至
り

つ
い
た
魂
が
発
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
聖
フ
ラ
ン

チ
ェ
ス
コ
の
「
イ
タ
リ
ア
語
の
讃
歌
」、
す
な
わ
ち
『
太
陽
讃
歌
』

に
表
れ
た
こ
と
ば
の
あ
り
か
た
で
あ
る
（S. III, 6, 306-307

）。

　

ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
も
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
も
、
近
世
キ
リ
ス
ト
教
世

界
で
は
誰
も
が
認
め
る
霊
的
権
威
で
あ
っ
た
。
ス
ュ
ラ
ン
が
こ
れ
ら

の
聖
人
の
名
を
挙
げ
る
の
も
、
自
ら
の
語
ら
ん
と
す
る
こ
と
の
根
拠

と
す
る
た
め
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
続
く
箇
所
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ

う
に
、
彼
に
と
っ
て
何
よ
り
重
要
な
の
は
、
神
に
向
か
っ
て
こ
と
ば

を
発
す
る
自
由
が
当
の
魂
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
圧
倒
的
で
あ
る
か
を

語
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
ば
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見

極
め
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

長
き
に
わ
た
り
魂
は
こ
の
状
態
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
愛
の
対

象
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
で
た
ら
め
な
ふ
る
ま

0

0

0

0

0

0

0

0

い
を
す
る
愚
か
な
女
の
ご
と
く
神
に
語
り
か
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
自
分
が

何
を
言
っ
て
い
る
の
か
も
何
を
し
て
い
る
の
か
も
知
ら
ぬ
ま

ま
。
時
に
は
、
こ
の
状
態
に
あ
っ
て
私
は
、
叫
び
声
を
あ
げ

た
り
、
と
っ
ぴ
な
言
動
を
み
せ
た
り
、
常
識
外
れ
の
ふ
る
ま
い

を
し
た
が
、
そ
れ
は
私
が
す
っ
か
り
我
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
の
し
る
し
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
私
の
精
神
は
何
を
し
て

い
る
の
か
も
、
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
わ
か
ら
な
い
の

だ
。
私
は
一
五
年
以
上
も
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
し
、
現

在
も
な
お
そ
れ
は
続
い
て
い
る
。
私
は
神
を
呼
ぶ
に
「
パ
パ
」

と
い
う
こ
と
ば
し
か
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
聖
パ

0

0
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ウ
ロ
が
い
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
の
こ
と
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
ば
し
ば
考
え
た
。

「
私
た
ち
が
私
た
ち
の
内
に
い
た
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
霊
が
「
ア
ッ
バ
、
父
よ
」
と
叫
ぶ
」（「
ロ
マ
」
八
15
、「
ガ

ラ
」
四
6
）。
こ
れ
は
魂
に
と
っ
て
超
自
然
の
道
で
あ
る
が
、
い

と
も
味
わ
い
豊
か
な
道
で
あ
り
、
魂
の
は
ら
わ
た
の
深
み
か
ら
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
い
っ
そ
う
深
い
内
奥
か
ら
出
立
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
ら
の
親
愛
な
恋

人
へ
と
、
あ
る
い
は
父
へ
と
、
あ
る
い
は
花
婿
へ
と
向
か
う
よ

う
に
、
神
へ
と
向
か
う
。
こ
の
道
は
魂
の
う
ち
に
記
さ
れ
、
刻

み
込
ま
れ
て
い
て
、
魂
が
こ
の
自
由
を
得
る
こ
と
を
妨
げ
る
も

の
は
何
も
な
い
。
魂
は
神
の
前
に
神
の
子
ど
も
と
し
て
い
る
の

だ
が
、
こ
の
子
ど
も
は
、
か
つ
て
味
わ
っ
た
恐
怖
の
た
め
に
恐

れ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
は
い
て
も
、
す
っ
か
り
神
に
心
奪
わ

れ
て
い
て
、
神
が
与
え
て
く
れ
る
砂ド

ラ

ジ

ェ

糖
菓
子
を
受
け
と
る
ば
か

り
な
の
だ
。（S. III, 6, 307. 

傍
点
強
調
部
は
引
用
者
）

　

ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、「
で
た
ら
め
な
ふ
る
ま

い
を
す
る
愚
か
な
女
」
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
こ
と
ば

0

0

0

0

0

の
語
り
手
な
い

し
体
現
者
と
し
て
並
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
重
要
な
の
は
「
名
」
よ

り
「
は
た
ら
き
」
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
身
体
の
語
り
か
た
そ

の
も
の
で
あ
る
。
神
に
呼
び
か
け
る
こ
と
ば
の
自
由
を
語
る
、
そ
れ

自
体
が
或
る
自
由
を
体
現
し
て
い
る
と
も
み
え
る
ス
ュ
ラ
ン
の
こ
と

ば
は
、
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
に
、
お
の
れ
と
同
じ
こ
と
ば
の
あ
り
か
た

を
見
い
だ
す
。「
ア
ッ
バ
、
父
よ
」。「
魂
の
は
ら
わ
た
の
深
み
か
ら
、

そ
の
い
っ
そ
う
深
い
内
奥
か
ら
」
発
出
し
、
魂
と
神
と
の
愛
の
交
わ

り
を
開
く
こ
の
叫
び
は
、
パ
ウ
ロ
の
ソ
ー
マ
的
神
秘
論
の
根
源
語
な

の
だ
っ
た）
25
（

。

　

引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
も
う
ひ
と
つ
、「
私
は
一
五
年
以

上
も
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
し
、
現
在
も
な
お
そ
れ
は
続
い
て

い
る
」
と
い
う
一
文
に
注
目
し
た
い
。
ス
ュ
ラ
ン
の
霊
的
道
程
は
、

た
し
か
に
、
ル
ー
ダ
ン
の
「
悪
魔
憑
き
」
事
件
に
発
し
て
魂
の
闇
路

を
彷
徨
っ
た
一
五
年
間
と
、
そ
こ
か
ら
恢
復
し
て
以
後
ボ
ル
ド
ー
に

没
す
る
ま
で
の
晩
年
の
一
〇
年
弱
の
あ
い
だ
で
、
劇
的
な
転
回
を

遂
げ
た
。
恢
復
後
の
ス
ュ
ラ
ン
の
「
現
在
」
と
は
、
神
を
見
、
聞

き
、
触
れ
る
と
い
う
超
常
の
体
験
の
数
々
に
恵
ま
れ
た
特
権
的
な
時

が
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
現
在
で
あ
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
と
し

て
「
し
が
な
き
人
び
と
」
の
司
牧
に
奔
走
し
な
が
ら
、
彼
ら
彼
女
ら

と
共
通
の
、
通
常
の
信
仰
に
生
き
る
現
在
で
あ
っ
た）
26
（

。

　

だ
が
、
同
時
に
次
の
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
そ
れ
は
、
晩
年
の

ス
ュ
ラ
ン
は
、
か
つ
て
の
鮮
明
な
現
前
の
体
験
の
一
切
が
過
ぎ
去
っ

た
「
暗
き
信
仰
」
の
現
在
を
生
き
な
が
ら
、
し
か
し
、
か
つ
て
ル
ー
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ダ
ン
で
経
験
し
た
現
前
を
も
凌
駕
し
、
い
っ
そ
う
深
く
豊
か
な
実

り
を
も
た
ら
す
聖
霊
の
は
た
ら
き
を
語
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
27
（

。

「
私
は
一
五
年
以
上
も
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
し
、
現
在
も
な

お
そ
れ
は
続
い
て
い
る
」
と
い
う
彼
の
こ
と
ば
は
、「
魂
の
は
ら
わ

た
の
深
み
か
ら
、
そ
の
い
っ
そ
う
深
い
内
奥
か
ら
」
迸
る
聖
霊
の
は

た
ら
き
を
い
う
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
い
ま
や
「
信
仰
の
状
態
の
な

か
に
あ
っ
て
感
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
や
り
か
た）
28
（

」
で
脈
動
す
る
こ

の
は
た
ら
き
を
、
彼
は
何
よ
り
、
神
に
向
か
っ
て
こ
と
ば
を
叫
ぶ
自

由
を
与
え
る
も
の
と
し
て
語
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
聖
霊
は
、
な
に
か

新
し
い
こ
と
ば
の
地
平
を
拓
く
も
の
で
あ
り
、
パ
ウ
ロ=

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
系
譜
に
連
な
る
ソ
ー
マ
的
変
容
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
っ
た
。

　

こ
と
ば
の
あ
り
か
た
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
ス
ュ
ラ
ン
は
き

わ
め
て
自
覚
的
だ
っ
た
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
合
一
」
を

語
ろ
う
と
す
る
自
ら
の
こ
と
ば
が
い
か
に
常
軌
を
逸
し
て
い
る

（extraordinaire

）
か
、
彼
は
十
分
承
知
し
て
い
た
。
以
下
、『
経
験

の
学
知
』
第
三
部
第
一
三
章
の
冒
頭
部
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
。

「
以
上
の
す
べ
て
が
、
非
常
に
不
作
法
で
非
常
に
単
純
素
朴
な
ス
タ

イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
大
い
な
る
混
乱
を

み
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
」（S. III, 13, 246

）
と

述
べ
な
が
ら
、
ス
ュ
ラ
ン
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
聖
霊
派
に
属
し
て

い
た
一
三
世
紀
の
詩
人
ヤ
コ
ポ
ー
ネ
・
ダ
・
ト
ー
デ
ィ
の
『
讃ラ

ウ
デ歌

』

を
参
照
し
つ
つ
、「
聖
パ
ウ
ロ
の
ス
タ
イ
ル
」
を
語
る
。
聖
霊
に
息

吹
か
れ
て
「
神
の
子
ら
に
与
え
ら
れ
る
自
由
」
を
、
ス
ュ
ラ
ン
は
や

は
り
「
ア
ッ
バ
、
父
よ
！
」
の
叫
び
に
聞
く
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
偉
大
な
修
道
士
で
あ
り
な
が
ら
謙

遜
に
よ
っ
て
い
と
も
小
さ
き
者
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の

福
者
ジ
ャ
コ
ボ
ン
〔
ヤ
コ
ポ
ー
ネ
・
ダ
・
ト
ー
デ
ィ
〕
が
、
自
作

の
讃
歌
の
な
か
で
語
っ
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る）
29
（

。
そ
の

讃
歌
の
な
か
で
彼
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
神
が
そ
の
聖
霊
を

通
し
て
彼
に
与
え
た
諸
々
の
感
情
で
あ
る
。
時
に
彼
は
、
聖
パ

0

0

ウ
ロ
の
ス
タ
イ
ル
に
し
た
が
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す
べ
て
が
自
分
の
も
の
で

あ
る
と
お
の
れ
の
口
か
ら
言
わ
し
め
る
稀
有
壮
大
な
霊

エ
ス
プ
リを

鼓

吹
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
聖
霊
の
崇
高
さ
と
偉
大
さ
が
魂
に

与
え
る
偉
大
さ
に
よ
っ
て
、
魂
は
万
物
を
超
え
る
領
土
に
置
か

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
神
の
子
ら

に
与
え
ら
れ
る
自
由
で
あ
り
、
こ
の
自
由
に
よ
っ
て
神
の
子
ら

は
、
自
ら
が
真
に
王
と
な
る
王
国
に
置
か
れ
、
彼
ら
に
お
い
て

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
〔「
だ
か
ら
、
も
し
子
が
あ
な
た
方
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を
自
由
に
す
る
な
ら
、
あ
な
た
方
は
本
当
に
自
由
に
な
る
」（「
ヨ

ハ
」
八
36
）〕
の
正
し
さ
が
確
か
め
ら
れ
も
す
る
。
こ
の
こ
と

は
、
以
前
の
章
で
私
が
語
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
が
、
彼
ら
に

は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
い
て
、
イ
エ
ス
は
彼
ら
を
し
て
神
に

向
か
っ
て
「
ア
ッ
バ
、
父
よ
」
と
叫
ば
せ
、
彼
ら
に
か
の
高
み

と
領
土
と
を
与
え
る
。
真
に
自
由
な
人
び
と
に
の
み
属
す
る
王

の
霊
を
鼓
吹
す
る
か
の
ご
と
く
に
。（S. III, 13, 346-347

）

　

本
節
の
最
後
に
、
ス
ュ
ラ
ン
最
晩
年
の
著
『
神
の
愛
に
つ
い
て
の

問
い
』（
一
六
六
四
年
）
を
取
り
上
げ
よ
う
。
神
愛
論
で
あ
る
こ
の
テ

ク
ス
ト
は
、
同
時
に
、
第
一
巻
第
二
章
「「
霊
ご
自
身
が
私
た
ち
の

霊
に
、
私
た
ち
が
神
の
子
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
く
だ
さ
る
」（「
ロ

マ
」
八
16
）
と
い
う
聖
パ
ウ
ロ
の
言
葉
の
説
明
」
を
基
調
と
す
る
聖

霊
論
で
も
あ
る
。「
ス
ュ
ラ
ン
が
書
い
た
う
ち
最
も
美
し
い
論
考
」

と
も
評
さ
れ
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
晩
年
の
手
紙
と
同
じ
く
、
自
由

闊
達
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
特
徴
と
し
て
い
る）
30
（

。

　

ま
ず
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
ス
ュ
ラ
ン
が
語
ろ
う
と

す
る
聖
霊
の
こ
と
ば
は
、「
暗
き
信
仰
」
の
地
平
に
生
起
す
る
こ
と

ば
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
聖
霊
の

こ
と
ば
を
語
る
ス
ュ
ラ
ン
の
「
現
在
」
は
、
か
つ
て
お
の
れ
が
被
っ

た
特
権
的
な
現
前
の
体
験
を
離
れ
、「
地
の
底
」
を
這
い
ま
わ
る
よ

う
に
生
き
る
宣
教
者
の
現
在
で
あ
っ
た
。
聖
霊
の
こ
と
ば
と
い
う
賜

物
、
す
な
わ
ち
「
私
た
ち
が
神
の
子
で
あ
る
こ
と
」
の
証
し
は
、
信

仰
の
闇
を
払
拭
す
る
よ
う
な
鮮
明
な
光
で
は
な
く
、
む
し
ろ
闇
の
な

か
に
瞬
く
光
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
証
し
は
、
こ
の
世
の
生
に
お
い
て
信
仰
が
帰
着
す
る
闇

の
な
か
で
、
魂
が
神
に
属
し
て
お
り
、
神
の
う
ち
に
あ
る
と
い

う
こ
と
を
つ
ね
に
保
証
す
る
。
時
に
は
、
こ
の
証
し
の
確
か
ら

し
さ
が
極
ま
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
心
は
な
ん
の
疑
い
も
抱

き
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
た
と
え
そ
れ
が

0

0

0

0

0

0

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
疑
い
を
取
り
除
く
ま
で
に
は
至
ら
な
く
と
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

そ
れ
は
な
お
、
こ
の
世
の
生
に
適
っ
た
聖
霊
の
こ
と
ば
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。（Q

. I, 2, 40. 

傍
点
強
調
部
は
引
用
者
）

　

聖
霊
の
こ
と
ば
と
は
、
神
の
栄
光
か
ら
隔
た
っ
た
信
仰
の
状
態
に

あ
る
が
ゆ
え
に
暗
く
、
疑
い
か
ら
も
自
由
で
な
く
、
弱
さ
や
悲
惨
さ

に
塗
れ
て
も
い
る
「
こ
の
世
の
生
」
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
人
間
を

神
に
結
び
つ
け
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
本
稿
2
│
2
で
引
用
し
た
一
六

六
二
年
五
月
七
日
の
手
紙
に
お
い
て
、
信
仰
の
内
に
走
る
隠
れ
た
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善
・
財
の
流
脈
を
語
る
な
か
、
ス
ュ
ラ
ン
が
参
照
し
て
い
た
パ
ウ
ロ

の
こ
と
ば
が
こ
こ
に
も
響
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
い
と
高
き
貧
し

さ
」
の
な
か
に
満
ち
溢
れ
る
「
豊
か
さ
」
を
語
る
こ
と
ば
（「
二
コ

リ
」
六
9
│
10
）
で
あ
っ
た
。

　
『
神
の
愛
に
つ
い
て
の
問
い
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
え
る
第

三
巻
第
一
〇
章
、
信
仰
の
状
態
に
も
た
ら
さ
れ
る
「
最
後
の
実
り
」

と
し
て
「
魂
に
驚
く
べ
き
効
果
を
及
ぼ
す
神
的
な
打
撃
や
傷
な
ど
愛

の
激
烈
さ
の
う
ち
に
あ
る
も
の
」
を
語
ろ
う
と
す
る
ス
ュ
ラ
ン
の
こ

と
ば
が
極
ま
る
と
こ
ろ
に
も
、
や
は
り
パ
ウ
ロ
の
同
じ
こ
と
ば
が
響

い
て
い
る
。
均
整
の
と
れ
な
い
、
バ
ロ
ッ
ク
的
と
も
い
う
べ
き
文
体

に
も
留
意
し
な
が
ら
読
み
た
い
。

　

神
の
栄
光
と
神
の
人
間
性
と
は
、
子
な
る
御
言
に
お
い
て
同

時
に
生
じ
る
。
か
く
も
隔
た
る
こ
と
遠
く
、
互
い
に
相
容
れ
な

い
よ
う
に
み
え
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
ひ
と
つ
の
も
の

に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
る
こ
れ
ら
二
つ
の
事
柄
の
遭
遇
か
ら
、

或
る
衝
撃
が
生
じ
る

│
そ
こ
か
ら
人
間
の
心
の
な
か
に
火
花

を
散
ら
す
炎
が
、
そ
し
て
途
方
も
な
い
大
火
が
発
生
す
る

│

そ
れ
は
神
の
心
の
人
間
の
心
へ
の
放
出
の
如
く
で
あ
る
が
、
人

間
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
小
さ
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
か
く
も

高
き
も
の
の
中
で
深
淵
に
突
き
落
と
さ
れ
る

│
そ
れ
は
、
あ

ま
り
に
も
力
強
い
た
め
に
魂
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
神

の
一
撃
を
も
た
ら
し
、
魂
は
精
根
尽
き
果
て
る
。
そ
し
て
魂

は
、
魂
を
追
跡
し
そ
の
偉
大
さ
と
愛
と
を
通
じ
て
魂
を
破
壊
し

尽
す
神
的
な
存
在
と
、
低
く
卑
し
い
自
ら
の
存
在
と
の
不
釣
合

い
の
た
め
に
お
の
れ
を
打
ち
の
め
す
こ
の
責
め
苦
に
よ
っ
て
至

福
の
状
態
に
さ
れ
た
と
感
じ
る
。
こ
れ
は
、
ひ
ど
く
高
く
鋭
い

音
調
が
低
音
と
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
き
に
音
の
響
き
が
生
じ
さ

せ
る
妙
な
る
調
和
に
似
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
神
の
神
秘
の
う
ち

に
み
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
神
の
善
性
の
う
ち
に
隠
さ

れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
秘
密
に
基
づ
く
或
る
釣
り
合
い
が
あ
る
。
慈

悲
と
正
義
、
平
安
と
正
義
、
慈
悲
、
真
理
、
そ
の
他
同
様
の
事

ど
も
の
さ
ま
ざ
ま
な
結
び
つ
き
に
基
づ
く
或
る
釣
り
合
い
。
こ

の
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
を
魂
に
生
じ
さ
せ
、
そ
の
接
近
に

よ
っ
て
魂
を
魅
了
し
、
魂
に
突
如
と
し
て
起
こ
る
煌
々
た
る
輝

き
を
も
た
ら
す
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
心
に
生
じ
さ
せ
る
。

ち
ょ
う
ど
火
薬
樽
に
火
が
燃
え
移
っ
た
と
き
の
よ
う
に
。
そ
れ

は
激
し
く
と
て
つ
も
な
く
、
人
間
の
内
奥
に
凄
ま
じ
い
効
果
を

も
た
ら
す
の
だ
！

　

同
様
に
、
諸
徳
の
う
ち
に
も
両
極
的
な
事
ど
も
の
或
る
種
の
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調
和
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
極
限
の
貧
し
さ
が
超
自
然
の
善
・
財

の
満
ち
溢
れ
と
調
和
す
る
よ
う
に
、
い
と
高
き
真
理
を
輝
か
せ

る
。
使
徒
聖
パ
ウ
ロ
は
、
燦
め
く
ば
か
り
の
こ
れ
ら
の
事
ど
も

を
数
え
上
げ
、
そ
こ
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
た
ち
は
、

悲
し
ん
で
い
る
よ
う
で
い
て
、
い
つ
も
喜
ん
で
お
り
、
死
に
か

か
っ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
、
こ
の
よ
う
に
生
き
て
お
り
、

人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
い
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
者

で
あ
り
、
何
も
持
た
な
い
よ
う
で
い
て
、
す
べ
て
の
も
の
を
所

有
し
て
い
ま
す
」（「
二
コ
リ
」
六
9
│
10
）。
聖
パ
ウ
ロ
に
よ
る

こ
の
調

ペ

リ

オ

ド

和
の
と
れ
た
複
数
の
文
の
ま
と
ま
り
全
体
が
、
糸
で
通

さ
れ
た
真
珠
の
連
な
り
で
あ
り
、
あ
る
い
は
次
々
と
煌
く
雷
光

の
よ
う
で
も
あ
る
。（Q

. III, 10, 180-182

）

　

一
六
六
二
年
五
月
七
日
の
手
紙
に
み
ら
れ
た
「
刺
繍
音
」
と
同
様
、

こ
こ
で
も
ス
ュ
ラ
ン
は
音
楽
的
イ
メ
ー
ジ
に
訴
え
な
が
ら
、
低
き
も

の
と
高
き
も
の
、
弱
き
も
の
と
強
き
も
の
、
貧
し
さ
と
豊
か
さ
な
ど
、

相
矛
盾
す
る
と
み
え
る
二
つ
の
も
の
の
「
調
和
」
を
語
ろ
う
と
す
る
。

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
「
反
対
物
の
一
致
」
を
彷
彿
と
さ
せ

る
こ
の
調
和
は
、
し
か
し
、
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
ひ
と
つ
に
収
束

さ
せ
、
矛
盾
を
解
消
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の

よ
う
な
一
致
が
可
能
に
な
る
神
的
領
域
を
囲
う
「
楽
園
の
城
壁
）
31
（

」
で

も
な
い
。
ス
ュ
ラ
ン
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
異
な
る
二
つ
の

も
の
の
遭
遇
か
ら
、
そ
の
あ
い
だ
に
、
そ
の
都
度
新
た
に
生
じ
て
き

て
は
、
魂
の
最
も
深
き
と
こ
ろ
か
ら
発
さ
れ
る
こ
と
ば
と
と
も
に
あ

る
響
き
で
あ
る
。
そ
の
「
妙
な
る
調
和
」
は
、
む
し
ろ
城
壁
の
こ
ち

ら
側
、「
永
遠
の
城
外
区
」
に
生
き
て
語
り
続
け
る
者
の
こ
と
ば
の

内
に
聞
か
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
ス
タ
イ
ル
、
あ

る
い
は
リ
ズ
ム
を
、
ス
ュ
ラ
ン
は
ほ
か
な
ら
ぬ
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
に

見
い
だ
し
、
聞
き
届
け
た
の
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

　

ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
こ
と
ば
の
自
由

│
こ
と
ば
を
語
る
自
由
で

あ
り
、
語
り
だ
さ
れ
た
こ
と
ば
の
自
由
で
も
あ
る

│
を
最
も
鮮
烈

に
伝
え
る
と
思
わ
れ
る
テ
ク
ス
ト
を
引
用
し
て
本
論
の
締
め
く
く
り

と
し
た
い
。
一
六
六
四
年
八
月
二
三
日
、
ジ
ャ
ン
ヌ
に
宛
て
て
書
か

れ
た
こ
の
手
紙
の
な
か
で
、
ス
ュ
ラ
ン
は
、
お
の
れ
の
心
身
に
も
た

ら
さ
れ
た
「
話
し
書
く
自
由
」
か
ら
説
き
起
こ
し
、
次
い
で
、
そ
う

し
た
自
由
な
こ
と
ば
の
実
践
を
可
能
に
す
る
神
の
愛
の
「
陽
気
さ
」

を
語
る
）
32
（

。
彼
に
と
っ
て
神
の
愛
が
も
た
ら
す
実
践
は
、
日
々
の
仕
事
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や
労
働
、
そ
の
他
「
謹
厳
」
で
「
立
派
」
な
活
動
と
は
区
別
さ
れ
る
、

な
に
か
愉
快
な
「
遊
び
」
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
実
に
、

花
火
が
上
が
り
、
歌
や
音
楽
が
響
き
、
踊
る
身
体
が
跳
梁
す
る
。

　

主
は
、
主
に
つ
い
て
話
し
書
く
自
由
を
私
に
も
た
ら
し
、
こ

の
自
由
に
通
ず
る
あ
ら
ゆ
る
道
を
開
き
、
病
に
よ
っ
て
か
く
も

長
い
あ
い
だ
阻
ま
れ
て
い
た
私
の
諸
力
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
で

私
に
自
然
的
・
身
体
的
力
を
与
え
、
ま
た
、
私
の
長
上
の
許
可

を
通
じ
て
精
神
的
力
を
与
え
た
の
で
、
私
は
こ
の
自
由
を
、
た

だ
神
に
お
い
て
、
神
の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
動
機
の
た
め
だ

け
に
用
い
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
…
…
た
だ
、
あ
え
て
言
え

ば
、
魂
が
活
動
し
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
神
の
愛
の

陽
気
さ
に
よ
る
の
み
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
神
の

愛
に
由
来
す
る
性
向
に
添
う
べ
く
私
が
書
き
、
語
り
、
説
教

す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
理
に
適
っ
た
こ
と
で
す
が
、
こ
の
神

の
愛
は
、
た
ん
に
さ
ま
ざ
ま
な
労
苦
、
仕
事
、
努
力
を
命
じ
る

の
み
な
ら
ず
、
神
の
愛
の
な
か
に
探
究
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て

実
践
さ
れ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
激
発
、
表
出
、
そ
し
て

霊
的
な
優
雅
さ
を
し
か
ら
し
む
こ
と
し
ば
し
ば
な
の
で
す
。
と

い
う
の
も
、
ち
ょ
う
ど
王
た
ち
が
、
数
多
く
の
従
者
た
ち
を
と

も
な
っ
て
戦
事
や
和
平
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
遊
び
や
狩
り
、
音
楽
や
そ
の
他
の
愉
し
み
ご
と
に

興
じ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
自
ら
の
財
を
費
や
し
て
お
り
、
そ

の
た
め
に
雇
わ
れ
た
数
多
く
の
官
吏
た
ち
が
い
て
、
そ
れ
が
た

め
に
ま
た
多
大
な
出
費
が
な
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
神
の

愛
に
も
、
和
平
の
た
め
で
あ
れ
、
戦
の
た
め
で
あ
れ
、
謹
厳
な

職
務
が
あ
り
、
神
の
友
ら
や
篤
信
の
僕し

も
べた

ち
を
引
き
寄
せ
る

諸
々
の
仕
事
、
神
に
ふ
さ
わ
し
い
数
多
く
の
立
派
な
活
動
が
あ

る
の
で
す
が
、
し
か
し
さ
ら
に
加
え
て
、
神
の
愛
に
も
ま
た
遊

び
が
あ
り
、
演
劇
が
あ
り
、
大
い
な
る
気
晴
ら
し
が
あ
り
、
素

晴
ら
し
い
遊
歩
場
が
あ
り
、
王
侯
貴
族
の
花
火
に
相
当
す
る
よ

う
な
神
の
花
火
が
あ
る
の
で
す
。
神
の
愛
に
は
霊
に
響
く
音
楽
、

あ
る
い
は
讃
歌
が
あ
る
の
で
す
。
神
の
愛
に
は
舞
踏
会
が
あ
り
、

ダ
ン
ス
が
あ
り
、
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
馨か

ぐ
わし

き
供
回
り
の

一
団
を
従
え
て
い
る
の
で
す
。（C

. L
542, 1560-1561

）

　

神
の
愛
の
歌
や
踊
り
を
語
る
ス
ュ
ラ
ン
の
こ
と
ば
自
体
が
そ
の
神

の
愛
に
震
え
て
歌
い
踊
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。「
歌
う
こ
と
ば
の

自
由
」
を
体
現
す
る
彼
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
で
も
白
眉
と
い
え
る
こ

の
箇
所
に
、
パ
ウ
ロ
の
名
は
み
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
検
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討
を
経
て
き
た
私
た
ち
に
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
も
た
し
か
に
パ
ウ

ロ
の
こ
と
ば
が

│
そ
の
ス
タ
イ
ル
と
リ
ズ
ム
が

│
脈
打
っ
て
い

る
さ
ま
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ス
ュ
ラ
ン
に
と
っ
て
の
パ
ウ
ロ
は
、
根
源
的
な
権
威
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
「
権
威
」
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
こ

と
ば
の
真
正
性
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
自
己
と
他

者
、
世
界
の
関
わ
り
か
た
を
ま
っ
た
く
新
し
く
す
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
も
の
の
謂
い
で
あ
る
。
ス
ュ
ラ
ン
に
と
っ
て
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば

は
、
人
び
と
と
共
に
身
体
を
も
っ
て
生
き
る
こ
の
世
の
生
（
ソ
ー
マ

的
生
）
に
新
し
い
地
平
を
拓
き
、
そ
こ
に
お
い
て
む
し
ろ
身
体
を
も

つ
ゆ
え
に
人
間
を
自
由
に
す
る
経
験
を
可
能
に
す
る
「
詩
人
の
こ
と

ば
」
で
あ
っ
た）
33
（

。
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
た
だ
参
照
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
自
ら
の
こ
と
ば
と
し
て
語
り
、
生
き
た
ス
ュ
ラ
ン
は
、
霊
性

の
脱
ソ
ー
マ
化
が
決
定
的
に
進
行
し
て
い
っ
た
と
も
み
え
る
時
代）
34
（

 

に
あ
っ
て
な
さ
れ
た
「
根
源
へ
の
逸
脱
」
の
、
類
稀
な
る
証
言
者

だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ス
ュ
ラ
ン
文
献
略
号

C
.

『
書
簡
集
』（C

. L

手
紙
番
号
、
頁
）

C
o
r
r
e
s
p

o
n

d
a

n
c
e, éd. M

ichel de C
erteau, P

aris, D
esclée de 

B
rouw

er, 1966.

1C
S.

『
霊
の
カ
テ
キ
ス
ム
』
第
一
巻
（1C

S. 

部
、
章
、
頁
）

C
a

té
c
h

is
m

e
 s

p
ir

itu
e
l c

o
n

te
n

a
n

t le
s
 p

r
in

c
ip

a
u

x
 m

o
y
e
n

s
 d

’a
r
r
iv

e
r
 à

 

la
 p

e
r
fe

c
tio

n
, c

o
m

p
o
s
é
 p

a
r
 I. D

. S
. P

., tom
e 1, Paris, C

laude 

C
ram

oisy, 1661.

Q
.

『
神
の
愛
に
つ
い
て
の
問
い
』（Q

. 

部
、
章
、
頁
）

Q
u

e
s
tio

n
s
 s

u
r
 l'a

m
o
u

r
 d

e
 D

ie
u, éd. H

enri L
aux, Paris, D

esclée de 

B
rouw

er, 2008.

S.

『
経
験
の
学
知
』（S. 

部
、
章
、
頁
）

L
a
 s

c
ie

n
c
e
 e

x
p
é
r
im

e
n

ta
le

, in
 É

c
r
its

 a
u

to
b
io

g
r
a
p
h
iq

u
e
s, éd. A

drien 

Paschoud, G
renoble, Jérôm

e M
illon, 2016.

付
記　

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP

21K
12847

の
助
成
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。

            （
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
准
教
授
）
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註

（
1
）Jean-Joseph Surin, C

a
n

tiq
u

e
s
 s

p
ir

itu
e
ls

 d
e
 l'a

m
o
u

r
 d

iv
in, 

éd. B
enedetta Papasogli, F

lorence, L
eo S. O

lschki, 1996, p. 

47.

「
愛
に
酔
え
る
聖
人
た
ち
」
と
し
て
こ
の
詩
に
歌
わ
れ
て
い
る

の
は
、
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ

エ
ル
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
コ
ス
カ
、
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
、
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
の
カ
タ
リ
ナ
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
、
そ
し
て
パ
ウ
ロ
で
あ
る
。

（
2
）
宮
本
久
雄
『
身
体
を
張
っ
て
生
き
た
愚
か
し
い
パ
ウ
ロ
』
新
世
社
、

二
〇
〇
九
年
、 

同
『
パ
ウ
ロ
の
神
秘
論
│
他
者
と
の
相
生
の
地
平

を
ひ
ら
く
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
を
参
照
。

（
3
）
拙
稿
「
ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
研
究
序
説
│
『
パ
ウ
ロ
の
神

秘
論
』
の
風
を
受
け
て
」『
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ
』
第
二
四
・
二
五
号

合
併
号
、
二
〇
二
二
年
、
一
五
七
│
一
六
九
頁
。

（
4
）N

icolas D
. Paige, 

B
e
in

g
 
I
n

te
r
io

r
: 

A
u

to
b
io

g
r
a

p
h

y
 
a

n
d

 
th

e
 

C
o
n

tr
a

d
ic

tio
n

s
 o

f M
o
d

e
r
n

ity
 in

 S
e
v
e
n

te
e
th

-C
e
n

tu
r
y
 F

r
a

n
c
e, 

Pennsylvania, U
niversity of Pennsylvania P

ress, 2001, p. 

214.

（
5
）「〔
ス
ュ
ラ
ン
の
〕
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、彼
の
人
生
の
波
乱
万
丈
に
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
彼
の
身
体
の
転
変
に
ぴ
た
り
と
一
致
し
て
い
る
」

（Stanislas B
reton, D

e
u

x
 m

y
s
tiq

u
e
s
 d

e
 l’e

x
c
è
s
. J.-J. S

u
r
in

 e
t 

M
a
îtr

e
 E

c
k
h
a
r
t, Paris, C

erf, 1985, p. 9

）。

（
6
）
こ
の
点
に
お
い
て
ペ
イ
ジ
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
ス
ュ
ラ
ン
の
あ
い

だ
に
共
通
性
を
み
て
い
る
。N

icolas D
. Paige, B

e
in

g
 In

te
r
io

r, p. 

205. 

（
7
）
拙
著
『
ジ
ャ
ン=

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ス
ュ
ラ
ン
│
一
七
世
紀
フ
ラ
ン

ス
神
秘
主
義
の
光
芒
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、

と
く
に
第
五
章
を
参
照
。

（
8
）
セ
ル
ト
ー
に
よ
れ
ば
、
権
威
と
は
、
日
常
生
活
に
潜
み
な
が
ら
生

き
ら
れ
た
世
界
を
新
た
に
創
り
変
え
て
ゆ
く
詩
の
こ
と
ば
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、「
も
の
ご
と
を
不
可
能
な
も
の
か
ら
可
能
な
も

の
へ
と
変
え
、
信
じ
ら
れ
る
も
の
に
す
る
」
も
の
と
定
義
さ
れ
る

（
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
『
文
化
の
政
治
学
』
山
田
登
世
子
訳
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
二
〇
│
二
一
頁
）。「
詩
の
こ
と
ば
」

の
可
能
性
に
つ
い
て
は
本
稿
の
結
論
部
で
再
度
論
及
す
る
。

（
9
）
鶴
岡
賀
雄
「「
神
秘
主
義
」
の
再
定
義
の
可
能
性
」『
世
界
の
宗

教
と
い
か
に
向
き
合
う
か
』
月
本
昭
男
先
生
退
職
記
念
献
呈
論
文

集
第
一
巻
、
市
川
裕
編
、
聖
公
会
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
八
四
│

九
九
頁
。

（
10
）M

ichel de C
erteau, L

a
 fa

b
le

 m
y
s
tiq

u
e, t. 1, p. 150.

（
11
）C

f. 
P

o
u

r
 
u

n
 
v
o
c
a

b
u

la
ir

e
 
m

y
s
tiq

u
e
 
a

u
 
X

V
I
I
e
 
s
iè

c
le, éd. 

F
ran

çois T
rém

olières, T
orin

o, N
in

o A
ragn

o, 2004; 

Sophie H
oudard, L

es Invasions m
ystiques. Spiritualités, 

hétérodoxies et censures au début de l’époque m
oderne, 

Paris, L
es B

elles L
ettres, 2008.

（
12
）
拙
著
『
ジ
ャ
ン=

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ス
ュ
ラ
ン
』、
第
五
章
を
参
照
。
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（
13
）Santa Teresa de Jésus, L

ib
r
o
 d

e
 la

 V
id

a, X
X

V, 17, in O
bras 

com
pletas, 5

a edición, E
ditorial de E

spiritualidad, 2000, p. 

162.  

邦
訳
は
、『
イ
エ
ズ
ス
の
聖
テ
レ
ジ
ア
自
叙
伝
』
東
京
女
子

カ
ル
メ
ル
会
訳
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
、
一
九
六
〇
年
、
三
〇
四
頁
。

（
14
）M

ichel de C
erteau, L

a
 fa

b
le

 m
y
s
tiq

u
e
 : X

V
I
e –

X
V

II
e s

iè
c
le, t. 

1, Paris, G
allim

ard, Tel, 2003 (1982), p. 155.

（
15
）C

atherine de G
ênes, 

L
a

 
v
ie

 
e
t 

le
s
 
œ

u
v
r
e
s
 
s
p
ir

itu
e
lle

s
 
d

e
 

s
a
in

te
 C

a
th

e
r
in

e
 d

'A
d
o
r
n

y
 d

e
 G

e
n

n
e
s, 1627, ch. 17, pp. 122-

123.

（
16
）
ス
ュ
ラ
ン
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
頻
出
す
る
逆
接
詞
は
、
先
行
す

る
否
定
的
な
言
述
が
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
後
続
す
る
肯
定
的
言
述

を
根
源
的
な
肯
定
（
超
越
的
肯
定
）
へ
と
導
く
よ
う
は
た
ら
い
て

い
る
。
拙
著
『
ジ
ャ
ン=

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ス
ュ
ラ
ン
』、
三
六
四
頁
以

下
を
参
照
。

（
17
）
宮
本
に
よ
れ
ば
、「
フ
ィ
リ
」
三
12
│
21
は
パ
ウ
ロ
神
秘
論
の
基
礎

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。『
パ
ウ
ロ
の
神
秘
論
』
三
八
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
18
）
拙
稿
「
ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
研
究
序
説
」、
一
六
六
│
一
六

七
頁
を
参
照
。

（
19
）Stanislas B

reton, D
e
u

x
 m

y
s
tiq

u
e
s
 d

e
 l'e

x
c
è
s, p. 24.

（
20
）C

hristian B
elin, L

e
 c

o
r
p
s
 p

e
n

s
a
n

t. E
s
s
s
a
is

 s
u

r
 la

 m
é
d
ita

tio
n

 

c
h
r
é
tie

n
n

e, Paris, Seuil, 2012, p. 93.

（
21
）B
enedetta Papasogli, « L

es cantiques spirituels de Jean-

Joseph Surin », in L
itté

r
a
tu

r
e
s
 c

la
s
s
iq

u
e
s, n° 39, printem

ps 

2000, p. 326.

（
22
）Ibid., pp. 326-327.

（
23
）「
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
ロ
ピ
タ
ル
へ
の
オ
ー
ド
」（
一
五
五
二
年
）
第

一
四
節
三
五
│
四
六
行
。
邦
訳
は
、『
ロ
ン
サ
ー
ル
詩
集
』
高
田
勇

訳
、
青
土
社
、
一
九
八
五
年
、
四
四
頁
に
よ
る
。

（
24
）
拙
著
『
ジ
ャ
ン=

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ス
ュ
ラ
ン
』、
六
一
頁
、
三
九
九
頁

を
参
照
。

（
25
）
宮
本
久
雄
『
身
体
を
張
っ
て
生
き
た
愚
か
し
い
パ
ウ
ロ
』、
八
四
頁

以
下
。

（
26
）
拙
著
『
ジ
ャ
ン=

ジ
ョ
ゼ
フ
・
ス
ュ
ラ
ン
』、
三
〇
七
頁
以
下
を
参

照
。
拙
稿
「
ス
ュ
ラ
ン
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
研
究
序
説
」、
一
六
二
│

一
六
四
頁
で
も
こ
の
点
を
確
認
し
た
。

（
27
）
晩
年
の
ス
ュ
ラ
ン
は
、
通
常
の
信
仰
の
地
平
、
日
常
の
生
の
う

ち
に
、
し
か
し
「
超
常
の
」
体
験
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
以
上

の
充
溢
を
も
た
ら
す
聖
霊
の
は
た
ら
き
を
語
っ
た
。
た
と
え
ば
、

一
六
六
三
年
五
月
三
日
か
ら
一
二
日
の
あ
い
だ
（
こ
の
年
の
聖
霊

降
臨
祭
は
五
月
一
三
日
）
に
執
筆
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ヌ
へ
の
手
紙
を

参
照
。C

. L
500, 1455.

（
28
）
前
註
に
挙
げ
た
手
紙
の
な
か
の
一
節
。

（
29
）
九
〇
余
篇
が
伝
え
ら
れ
る
ヤ
コ
ポ
ー
ネ
・
ダ
・
ト
ー
デ
ィ
の
『
讃

歌
』
の
う
ち
、
具
体
的
に
ど
の
作
品
を
指
す
の
か
は
不
明
だ

が
、「
愛
ゆ
え
の
貧
し
さ
よ
」
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
須
賀
敦
子

訳
『
中
世
思
想
原
典
集
成
12　

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
学
派
』
平
凡
社
、
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二
〇
〇
一
年
、
七
九
八
│
八
〇
二
頁
を
参
照
。

（
30
）M

ichel de C
erteau, « L

es œ
uvres de Jean-Joseph Surin, 

histoire des textes II », R
e
v
u

e
 d’A

s
c
é
tiq

u
e
 e

t d
e
 M

y
s
tiq

u
e, 

t.41, 1965, p. 78. C
f. Stanislas B

reton, D
e
u

x
 m

y
s
tiq

u
e
s
 d

e
 

l’e
x
c
è
s, pp. 37-38.

（
31
）
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
『
神
を
観
る
こ
と
に
つ
い
て
』
八

巻
和
彦
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
、
五
七
頁
。「
反
対
物
の

一
致
」
を
め
ぐ
る
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
ス
ュ
ラ
ン
の
相
違
に
つ
い
て

は
、M

ichel de C
erteau, « H

istoire et m
ystique » in L

e
 lie

u
 

d
e
 l’a

u
tr

e
. H

is
to

ir
e
 r

e
lig

ie
u

s
e
 e

t m
y
s
tiq

u
e, Paris, G

allim
ard-

Seuil, 2005, p. 51. 

（
32
）
こ
こ
に
は
、
神
秘
家
と
呼
び
う
る
者
た
ち
の
歩
み
に
は
つ
ね
に

伴
っ
て
い
る
と
鶴
岡
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
、「
あ
る
種
の
突
き
抜

け
た
朗
ら
か
さ
の
よ
う
な
も
の
」
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
鶴
岡
賀
雄

「
神
秘
主
義
の
系
譜
と
可
能
性
」『
福
音
と
世
界
』
第
七
五
巻
一
号
、

二
〇
二
〇
年
一
月
号
、
一
一
頁
を
参
照
。

（
33
）「
詩
人
の
こ
と
ば
は
、
お
そ
ら
く

0

0

0

0

生
き
ら
れ
た
世
界
を
変
え
て
ゆ
く

の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
日
々
が
創
造
さ
れ
る
の
だ
。
自
分
の

な
か
で
こ
う
し
た
権
威
が
き
り
開
い
て
く
れ
る
経
験
を
味
わ
っ
た

こ
と
の
な
い
人
間
が
い
る
だ
ろ
う
か
？
」（
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル

ト
ー
『
文
化
の
政
治
学
』、
二
一
頁
。
傍
点
部
は
原
文
通
り
）。
セ

ル
ト
ー
は
、キ
リ
ス
ト
教
会
の
そ
れ
を
は
じ
め
伝
統
的
権
威
が
「
信

じ
う
る
も
の
」
で
な
く
な
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
な
お
「
尊
重
す

る
に
足
る
権
威
」
を
探
究
す
る
な
か
、
日
常
に
潜
む
「
詩
の
こ
と

ば
」
に
、
生
き
ら
れ
た
世
界
に
新
た
な
地
平
を
拓
く
権
威
の
別
様

の
可
能
性
を
見
い
だ
し
た
。

（
34
）
一
七
世
紀
末
に
神
秘
主
義
に
引
導
を
渡
す
こ
と
に
な
る
ボ
ス
ュ

エ
は
、
一
六
九
七
年
の
論
考
『
祈
り
の
諸
状
態
に
つ
い
て
の
教
書

（
第
一
論
考
）』
の
な
か
で
、「
霊
ご
自
身
が
、
言
葉
に
表
せ
な
い
呻

き
を
通
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
執
り
な
し
て
く
だ
さ
る
の

で
す
」（「
ロ
マ
」
八
26
）
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
を
引
き
つ
つ
、

「
新
奇
な
る
神
秘
家
ど
も
」
が
こ
れ
を
濫
用
し
て
い
る
と
断
じ
て

い
る
（B

ossuet, In
s
tr

u
c
tio

n
 s

u
r
 le

s
 é

ta
ts

 d
’o

r
a
is

o
n

. P
r
e
m

ie
r
 

tr
a

ité
, o

ù
 s

o
n

t e
x
p
o
s
e
s
 le

s
 e

r
r
e
u

r
s
 d

e
s
 fa

u
x
 m

y
s
tq

u
e
s
 d

e
 n

o
s
 

jo
u

r
s, in Œ

u
v
r
e
s
 c

o
m

p
lè

te
s, t. 18, éd. F. L

achat, Paris, V
ivès, 

1864, p. 435

）。
ボ
ス
ュ
エ
の
論
難
、
す
な
わ
ち
「
身
体
の
こ
と

ば
」
あ
る
い
は
「
霊
の
こ
と
ば
」
へ
の
端
的
な
無
理
解
は
、
一
八

世
紀
以
降
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
た
諸
辞
事
典
の「
神
秘
家（m

ystique, 

m
ystics

）」
項
目
に
繰
り
返
し
掲
載
さ
れ
、
拡
散
し
て
い
っ
た
。

か
く
し
て
そ
れ
は
近
代
の
神
秘
主
義
理
解
を
少
な
か
ら
ず
規
定
す

る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。


