
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
お
け
る
古
典
学
の
変
容

l
i
i
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』

の
解
釈
に
向
け
て
1

1

て
序
論
ク
レ
メ
ン
ス
の
教
父
文
献
史
に
お
け
る
位
置
づ
け

二
、
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
解
釈

三
、
「
教
父
的
」
古
典
文
学
解
釈
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て

四
、
ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
概
観
(
そ
の
一
)

五
、
「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
」
か
ら
の
再
検
討

六
、
ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
概
観
(
そ
の
二
)

七
、
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
像
の
変
容

八
、
結
論
ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
意
義

注一
、
序
説
ク
レ
メ
ン
ス
の
教
父
文
献
史
に
お
け
る

位
蜜
づ
け

一
般
に
「
ギ
リ
シ
ア
教
父
」
と
い
う
語
を
茸
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が

す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
古
代
に
お
け
る

秋

山

Aとら
寸三ー

様
々
な
文
化
的
(
特
に
思
想
的
)
伝
統
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
聖

性
を
も
っ
て
対
峠
し
、
そ
れ
ら
伝
統
文
化
を
霊
化
・
変
容
さ
せ
た
何

人
か
の
人
々
で
あ
ろ
う

D

そ
の
中
に
ま
ず
数
え
上
げ
ら
れ
る
の
は
、

プ
ラ
ト
ン
主
義
哲
学
を
神
学
に
変
容
さ
せ
た
ニ
ユ
ツ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ

オ
ス

(ωω
日

i
ω
宏
)
、
哲
学
的
生
活

(
F
C

七百
0
8喜一
r
g
σ
一oω)
を

修
道
生
活
に
高
め
た
そ
の
兄
パ
シ
レ
イ
オ
ス
(ωNC'tjω
忍
)
、
彼
ら
の

友
人
で
あ
り
華
麗
な
詩
句
ま
た
弁
舌
に
よ
っ
て
民
を
魅
了
し
た
ナ
ジ

ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
(
ω
ω
o
i
ω
き
)
、
同
じ
く
そ
の
雄
弁
を
も

っ
て
「
黄
金
の
口
」
と
讃
え
ら
れ
た
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト

モ
ス

(ω

ミ
'
'
1
8
3
た
ち
で
あ
ろ
う
(
1
3

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
上
述
の
ギ
リ
シ
ア
教
父
た
ち
が
主
と

し
て
教
父
の
「
黄
金
時
代
」
と
さ
れ
る
紀
元
後
田
世
紀
に
活
躍
し
た

の
に
対
し
、
「
初
期
教
父
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
紀
元
後
二
{
}
一
二
世
紀
に

活
躍
し
た
一
人
の
ギ
リ
シ
ア
教
父
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ

-1-



ン
ス

(
5
0
1
M
M
m
)

で
あ
る
(
2
3

彼
の
著
作
と
し
て
は
吋
ギ
リ
シ
ア

人
へ
の
勧
告
」

(
p
oけ
足
立
一
宮
ω)
一
巻
、
吋
教
育
者
い
(
可
伊
豆
諸
omg)

全
三
巻
、
「
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
」
(
日

5
5え
0
2
)

全
七
巻
(
第
八
巻
は

偽
作
と
さ
れ
る
)
が
知
ら
れ
、
こ
の
地
に
グ
ノ

i
シ
ス
主
義
者
テ
オ

ド
ト
ス
の
著
作
に
つ
い
て
の
「
テ
オ
ド
ト
ス
の
著
作
に
関
す
る
要
約

的
解
説
い
(
何
×

2
弓
E
実
寸
志
包
20)
、
間
約
漬
皆
目
撃
の
匂
を
解
説

し
た
「
頭
一
一
一
一
口
書
抜
粋
注
い
(
何
己
o
習
の
翠
告
げ
ぬ
け
一

g
め
)
、
マ
ル
コ
福
音

響
一

O
口
f

〉
位
に
関
す
る
説
教
門
救
わ
れ
る
審
者
は
誰
か
」
(
心
三
ω

門

H
Z
g
gぞ
E
R
1
)
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
関
し

て
、
そ
の
著
作
か
ら
彼
の
特
性
を
考
え
て
み
る
と
、
彼
の
歴
史
的
意

義
が
上
記
の
教
父
た
ち
ほ
ど
明
瞭
に
は
定
ま
ら
な
い
こ
と
に
気
づ

く
。
哲
学
@
神
学
者
と
し
て
は
、
ク
レ
メ
ン
ス
は
自
己
の
思
想
体
系

を
明
瞭
に
は
構
築
し
な
か
っ
た
し
、
文
献
学
的
聖
醤
学
に
お
い
て
は
、

同
じ
く
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ワ
ア
学
派
に
属
す
る
後
輩
オ
リ
ゲ
ネ
ス
(
】
∞
ω

{
)
自
己
の
豊
穣
さ
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ク
レ
メ
ン
ス
が
そ
れ
で
も
な
お
「
教
父
哲
学
の

祖」
(
3
)
と
呂
さ
れ
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
彼

の
蔵
し
て
い
た
類
ま
れ
な
博
識
が
与
か
つ
て
力
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
ク

レ
メ
ン
ス
の
簿
識
は
狭
義
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
領
域
、
す
な
わ
ち

プ
ラ
ト
ン
や
ス
ト
ア
派
に
関
す
る
知
識
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
ギ
リ

シ
ア
古
典
文
学
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
著
作
家
に
及
び
、
古
典
作
品

か
ら
の
引
用
が
ク
レ
メ
ン
ス
の
著
作
の
到
る
と
こ
ろ
に
溢
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
を
「
哲
学
者
」
と
名
付
け
う
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
こ
う
い
っ
た
さ
典
学
万
般
を
指
し
た
広
義
の
「
哲
学
」
を
究

め
た
人
と
し
て
位
鐙
づ
け
ら
れ
る
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ク
レ
メ
ン
ス
を
古
典
学
者
、

と
り
わ
け
他
の
教
父
た
ち
が
あ
ま
り
重
き
を
震
か
な
か
っ
た
吉
典

「
文
学
」
研
究
者
と
し
て
捉
え
、
そ
の
特
性
の
一
面
を
浮
き
彫
り
に
し

た
い
。
本
棋
で
は
特
に
、
ホ
メ
ロ
ス
の
作
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
大
叙

事
詩

7
4
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
い
の
解
釈
と
し
て
、
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」

解
釈
史
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
(
4
)

ク
レ
メ
ン
ス
の

理
解
に
焦
点
を
絞
り
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
解
釈
、
さ
ら
に
は
教
父
に
よ

る
古
典
の
解
釈
が
、
古
典
学
に
対
し
て
い
か
な
る
寄
与
を
な
し
う
る

か
を
考
え
て
み
た
い
す

)
O

-2-

一
一
、
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
「
オ
ヂ
ユ
ツ
セ
イ
ア
い
解
釈

ク
レ
メ
ン
ス
の
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
い
に
関
す
る
注
自
す
べ
き
解

釈
と
し
て
、
吋
ギ
リ
シ
ア
人
へ
の
勧
告
」
の
末
尾
に
近
い
部
分
に
見
ら

れ
る
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
原
文
か
ら
そ
の
部
分
を
訳
出

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
さ
あ
わ
れ
わ
れ
は
習
性
(ω
苫
丘
町
巴
と
か
ら
逃
れ
よ
う
。
危
険
な

師
、
〔
渦
巻
〉
カ
リ
ュ
プ
デ
ィ
ス
の
威
嚇
、
歌
う
〔
寵
鳥
〕
セ
イ
レ

i

ネ
ス
だ
と
見
な
し
て
。
習
性
は
人
を
窒
息
さ
せ
、
真
理
か
ら
離
れ
さ

せ
、
生
命
か
ら
遠
ざ
け
る
。
習
性
は
由
民
、
深
湖
、
落
と
し
穴
、
悪
し



き
貧
欲
で
あ
る
。
〈
あ
の
煙
と
波
か
ら
船
を
遠
ざ
け
よ
〉
(
「
オ
デ
ユ
ツ

セ
イ
ア
』
む
〈
h
h
v
w
N
H
U
(
}
N
C
)
D

さ
あ
船
員
た
ち
ょ
逃
れ
よ
う
、
こ

の
波
か
ら
逃
れ
る
の
だ
口
こ
の
波
は
火
を
吐
く
口
あ
の
島
に
は
骨
や

屍
が
高
々
と
積
ま
れ
て
い
る
(
℃
会
)
。
か
の
島
で
は
姿
麗
し
き
遊
女
、

快
楽
が
次
の
よ
う
に
歌
い
、
野
卑
な
音
楽
を
喜
び
と
し
て
い
る
。
;

|
〈
さ
あ
こ
ち
ら
で
そ
の
名
も
高
き
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
、
ア
カ
イ

ア
人
の
大
い
な
る
誉
れ
よ
、
汝
の
船
を
停
め
る
が
よ
い
。
も
っ
と
神
々

し
い
声
を
聴
け
る
よ
う
に
v

f

H

∞品

1ω)
。
船
人
よ
、
彼
女
は
お
前
を

讃
え
、
お
前
を
〈
そ
の
名
も
高
き
者
〉
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
遊
女

は
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
誉
れ
で
あ
る
汝
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す

る
。
彼
女
に
は
屍
の
世
話
を
さ
せ
て
お
く
が
よ
い
。
お
ま
え
に
は
天

の
風

Q
5
5
g
)
が
助
け
を
差
し
伸
べ
る
。
快
楽
を
見
過
ご
し
て
行

け
、
快
楽
は
お
ま
え
を
欺
く
口
〈
甘
言
を
語
り
、
汝
の
納
震
を
う
か
が

う
淫
ら
な
女
に
、
お
ま
え
の
心
を
欺
か
せ
ぬ
よ
う
に
〉
(
へ
シ
オ
ド
ス

吋
農
と
暦
」

ω吋
ω
i
A
)
口
か
の
女
の
歌
の
傍
ら
を
避
け
て
航
行
せ
よ
、

死
を
招
く
も
の
ゆ
え
。
汝
は
、
も
し
望
み
さ
え
す
る
な
ら
、
も
う
破

滅
に
打
ち
勝
っ
た
の
だ
。
木
(
X
M
L
O
ロ
)
に
し
っ
か
り
と
身
を
縛
り
付

け
る
な
ら
、
汝
は
あ
ら
ゆ
る
破
滅
か
ら
解
か
れ
る
だ
ろ
う
口
汝
の
舵

取
り
を
つ
と
め
る
の
は
神
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
盟
締
一
皿
は
天
の
港
へ
と

導
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
汝
は
わ
た
し
の
神
を
眺
め
、
そ
の

聖
な
る
神
秘
に
与
か
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
天
に
隠
さ
れ
た
も
の
を
享

受
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
許
に
備
え
ら
れ
、
〈
人
の
耳
が

開
い
た
こ
と
も
、
人
の
心
に
浮
か
ん
だ
こ
と
も
な
か
っ
た
〉
(
一
コ
リ

一一

9
)
も
の
な
の
だ
」

(
N
U
3
N

・
尽
W
H
H

∞w
H
i

仏)口

こ
こ
で
上
に
引
か
れ
た
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
か
ら
の
引
用
部
分

を
、
ホ
メ
ロ
ス
に
よ
る
原
文
中
の
文
脈
か
ら
簡
単
に
説
明
し
て
お
き

た
い
(
6
3

「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
の
主
人
公
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
は
、
ト

ロ
イ
ア
縮
落
の
後
十
年
を
経
て
、
よ
う
や
く
海
神
ポ
セ
イ
ダ
!
オ
!

ン
の
怒
り
も
解
げ
、
女
神
ア
テ

i
ナ
i
の
助
力
な
ど
も
あ
っ
て
故
郷

イ
タ
ケ
ー
へ
の
婦
国
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
げ
れ
ど
も
抑
留
先

の
女
神
カ
リ
ュ
プ
ソ
1
の
島
オ

l
、
ギ
ュ
ギ
エ
ー
か
ら
筏
で
出
帆
し
た

後
、
た
ち
ま
ち
暴
風
雨
に
遇
っ
て
パ
イ
ア

i
ケ
ス
人
の
ス
ケ
リ
エ

i

島
に
漂
着
す
る
。
彼
は
こ
の
島
で
玉
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
、
王
妃
ア

i
レ

i
テ
i
、
王
女
ナ
ウ
シ
カ
ア
ー
な
ど
の
歓
待
を
受
け
、
饗
宴
の
席
で

の
謡
人
デ

i
モ
ド
コ
ス
に
よ
る
ト
ロ
イ
ア
落
城
の
く
だ
り
を
聞
く
う

ち
落
一
課
、
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
玉
に
素
性
を
賞
さ
れ
る
。
そ
し
て
自
ら
が

オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
で
あ
る
こ
と
を
告
白
、
一
人
語
り
に
よ
っ
て
ト
ロ

イ
ア
か
ら
の
帰
路
の
漂
流
謹
を
物
語
る
。
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
第
九

(
)
十
二
巻
は
、
主
人
公
に
よ
る
こ
の
漂
流
謹
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
漂
流
諮
の
う
ち
λ

(
第
十
二
巻
は
、
魔
女
キ
ル
ケ
!
の
勧

め
に
よ
っ
て
冥
界
を
訪
問
し
た
主
人
公
に
よ
る
冥
界
訪
問
諮
と
し
て

有
名
で
あ
る
口
こ
の
冥
界
で
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
盲
目
の
予
言
者
テ

イ
レ
シ
ア
ス
に
会
い
、
自
ら
の
未
来
に
つ
い
て
予
言
を
受
け
る
。
続

く

μ
(第
十
一
己
巻
は
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
冥
界
か
ら
帰
還
し
、

- 3 -



再
び
キ
ル
ケ

i
の
島
ア
イ
ア
イ
エ

i
に
立
ち
寄
っ
た
後
、
そ
こ
か
ら

送
り
出
さ
れ
て
カ
リ
ュ
プ
ソ
!
の
島
に
辿
り
着
く
ま
で
の
航
海
途
上

の
話
で
あ
る
。
上
に
見
た
よ
う
に
オ
ヂ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
船
の
帆
柱
に

身
を
縛
り
つ
け
る
が
、
こ
れ
は
、
航
海
の
さ
な
か
に
会
う
危
難
の
う

ち
、
経
鳥
セ
イ
レ

i
ネ
ス
の
魅
惑
的
な
歌
声
に
身
を
滅
ぼ
さ
ぬ
よ
う

に
と
の
キ
ル
ケ
!
の
勧
め
に
応
じ
て
採
っ
た
策
で
あ
っ
た
(
ち
な
み

に
同
乗
の
船
員
た
ち
の
耳
に
は
、
セ
イ
レ

i
ネ
ス
の
声
が
額
こ
え
な

い
よ
う
に
蟻
栓
を
詰
め
る
〈

1
3
iミ
"
の
内
・
旬
、
・
?
戸

S
L〉)。

さ
て
上
の
ク
レ
メ
ン
ス
か
ら
訳
出
し
た
部
分
に
関
し
て
、
「
木
」
と

訳
さ
れ
た
一
誌
は
ミ
…
o
コ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
文
献
の
中

で
は
「
十
字
架
」
を
指
す
語
畿
と
し
て
用
い
ら
れ
る
(
7
)
0

吋
オ
デ
ユ
ツ

セ
イ
ア
」
の
原
文
で
は
こ
の
X
1
0
ロ
で
は
な
く
、
正
弘
0
日)包

m
w
(

帆
柱
)

と
い
う
語
設
が
使
わ
れ
て
い
る
(
℃
印

HWENW
可
也
)
。
つ
ま
り
、
帆
柱

に
身
を
縛
り
つ
け
て
セ
イ
レ
!
ネ
ス
の
歌
声
の
誘
惑
か
ら
逃
れ
る
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
姿
を
、
ク
レ
メ
ン
ス
は
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
に

重
ね
て
見
て
い
る
こ
と
が
語
裳
の
上
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
同
じ
×
三
o
コ
と
い
う
語
は
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
原
文
中
、
上
に
訳

出
し
た
笛
所
の
少
し
後
に
続
く
一
節
で
も
、
冥
界
に
住
ま
う
盲
呂
の

予
言
者
テ
イ
レ
シ
ア
ス
が
携
え
る
務
に
当
て
は
め
て
用
い
ら
れ
て
い

る。
「
お
お
老
人
よ
、
わ
た
し
の
許
へ
来
た
れ
。
汝
も
ま
た
、
テ

i
バ
イ

を
後
に
し
て
占
い
の
術
や
パ
ッ
コ
ス
の
暗
一
騒
を
な
げ
う
ち
、
真
理
に

向
か
っ
て
導
か
れ
よ
。
見
よ
、
わ
た
し
は
頼
る
べ
き
木
(
×
三
o
ロ
)
を

あ
な
た
に
与
え
る
。
急
げ
テ
イ
レ
シ
ア
ス
よ
、
信
じ
よ
。
汝
は
視
力

を
得
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
は
太
陽
よ
り
も
明
る
い
輝
き
を
放
つ
。

彼
に
よ
っ
て
若
者
の
眼
も
開
い
た
の
だ
か
ら
。
夜
も
汝
か
ら
は
遠
ざ

か
り
、
火
も
汝
を
恐
れ
、
死
は
離
れ
去
る
で
あ
ろ
う
。
お
お
老
人
よ
、

汝
は
天
を
眼
に
す
る
で
あ
ろ
う
、
テ

l
パ
イ
の
人
で
あ
っ
た
と
き
に

は
見
え
な
か
っ
た
天
を
」
(
可
、
ミ
・

H
N
L
Sい
)
。

吋
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
い
の
原
文
で
は
、
テ
イ
レ
シ
ア
ス
が
持
つ
坊
に

は

ωrouけ
門

O
D
と
い
う
器
薬
が
使
わ
れ
て
い
る
(
H
S
)
。
こ
こ
で
も
ク

レ
メ
ン
ス
が
、
テ
イ
レ
シ
ア
ス
の
授
か
る
予
言
の
賜
物
を
十
字
架
上

の
キ
リ
ス
ト
と
重
ね
て
い
る
こ
と
が
語
棄
の
上
か
ら
明
ら
か
と
な

す
令
。

い
ま
テ
イ
レ
シ
ア
ス
の
方
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
、
ク
レ
メ
ン

ス
に
よ
る
こ
こ
で
の
解
釈
の
特
色
は
、
ま
ず
何
と
い
っ
て
も
マ
ス
ト

に
身
を
縛
っ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
を
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
に
見
立

て
た
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
こ
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
登
絵
・
石
棺
な
ど
に
も
描
か
れ
、
ま
た
教
父
の
中
で
は
後
に
ヒ

ツ
ポ
リ
ュ
ト
ス
な
ど
が
採
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
献
史
上
時
代
的
に

は
極
め
て
平
く
斬
新
な
も
の
で
あ
る
(
8
吉
田
約
聖
書
の
諸
人
物
(
モ

i
セ
、
ダ
ピ
デ
な
ど
)
の
う
ち
に
イ
エ
ス
ス
の
予
型
を
見
出
す
方
法

は
、
「
予
堅
議
」
と
し
て
教
父
の
時
代
以
来
一
般
的
で
あ
る
が
、
旧
約

以
外
の
異
教
文
献
の
中
に
キ
リ
ス
ト
の
予
型
を
見
出
す
例
は
稀
で
あ
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り
、
ク
レ
メ
ン
ス
は
こ
こ
で
ギ
リ
シ
ア
古
典
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
を

予
示
す
る
も
の
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
画
期
的
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

注
自
す
べ
き
も
う
一
つ
の
点
は
、
ク
レ
メ
ン
ス
が
吋
オ
デ
ユ
ツ
セ

イ
ア
」
と
い
う
「
文
学
」
作
品
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
に
貢
献
す

る
も
の
と
し
て
活
用
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
教
父
た
ち

は
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
や
ス
ト
ア
哲
学
な
ど
の
哲
学
体
系
を
、
キ
リ
ス

ト
教
の
教
義
確
立
の
た
め
に
用
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
西

洋
古
典
の
文
学
作
品
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
導
入
を
密
ろ
う
と

し
た
教
父
た
ち
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
教

父
た
ち
に
よ
る
哲
学
の
援
用
に
よ
り
、
哲
学
の
側
か
ら
は
「
霊
化
」

を
経
た
と
一
一
一
回
わ
れ
う
る
が
(
9
)
、
こ
の
ク
レ
メ
ン
ス
の
古
典
文
学
解
釈

は
、
哲
学
ば
か
り
で
な
く
古
典
文
学
も
」
伸
学
に
よ
っ
て
「
塑
化
・
変

容
」
さ
れ
う
る
と
い
う
期
待
を
わ
れ
わ
れ
に
抱
か
せ
る
。
本
稿
で
注

目
し
た
い
の
は
こ
の
点
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
い

原
典
で
は
、
上
に
引
い
た
部
分
は
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
に
よ
る
ご
人

語
り
」
の
く
だ
り
に
含
ま
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

以
上
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
」
解
釈
の
根
底
に
あ

る
1

「
異
教
予
型
論
」

2

「
文
学
の
聖
化
」
の
二
点
を
挙
げ
た
が
、

突
き
詰
め
る
と
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

1
キ
リ
ス
ト
到
来
以
前
の
異

教
文
化
に
も
盟
箪
が
先
在
し
て
い
る
こ
と
へ
の
信
頼
、

2
文
学
と
い

う
民
族
的
・
共
同
体
的
遺
産
を
、
キ
リ
ス
ト
教
的
交
わ
り
へ
の
有
効

な
導
き
と
な
し
う
る
こ
と
へ
の
信
頼
、
特
に
そ
の
「
告
白
」
的
機
能

の
重
視
、
が
ク
レ
メ
ン
ス
の
う
ち
に
根
づ
い
て
い
る
こ
と
の
証
左
と

な
っ
て
い
る
。
後
ほ
ど
改
め
て
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
『
オ
デ
ユ
ツ
セ

イ
ア
」
解
釈
を
検
討
す
る
前
に
、
以
上
の
二
点
の
各
々
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

三
、
「
教
父
的
」
古
典
文
学
解
釈
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て

ま
ず
、
一
般
に
は
「
キ
リ
ス
ト
教
文
献
」
お
よ
び
「
異
教
文
献
」

と
い
う
形
で
区
別
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な
西
洋
古
典
文
献
史
上
の
二

つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
関
し
て
、
異
教
文
献
に
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
読
み

を
施
し
う
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
正
当
な
方
法
か
ど
う
か
を

序
説
的
に
考
え
て
お
き
た
い
。

こ
の
間
い
に
関
し
て
参
考
に
な
る
の
が
、
教
父
の
侶
約
聖
書
に
対

す
る
捉
え
方
で
あ
る
。
教
父
た
ち
は
み
な
、
新
約
聖
書
と
侶
約
聖
書

を
共
々
聖
文
献
と
し
て
尊
ん
だ
が
、
特
に
旧
約
聖
書
の
予
型
論
的
解

釈
に
お
い
て
秀
で
た
人
と
し
て
、
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
教
父
ニ
ユ
ツ

サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(
刊
)
。
グ
レ
ゴ
リ
オ

ス
は
、
そ
の
主
著
吋
雅
歌
講
話
い
あ
る
い
は
?
で
!
セ
の
生
涯
」
に

お
い
て
採
用
し
て
い
る
方
法
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
旧
約
聖

書
に
登
場
す
る
人
物
が
語
る
一
一
一
一
日
葉
の
注
解
を
行
う
際
に
も
、
そ
れ
ら

の
言
葉
を
諮
ら
せ
て
い
る
の
が
復
活
後
の
キ
リ
ス
ト

i
聖
霊
で
あ
る

と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
R
E
つ
ま
り
近
代
的
な
用
語
を
用
い
る
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な
ら
ば
、
と
の
方
法
は
沼
約
部
品
欝
の
「
予
型
論
的
解
釈
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
「
出
約
」
が
イ
エ
ス
ス
を
「
指
し
示
す
」
と

い
う
、
時
間
的
に
定
ま
っ
た
先
後
関
係
を
維
持
し
つ
つ
行
わ
れ
る
解

釈
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
い
ま
侶
約
を
読
む
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

そ
こ
に
含
ま
れ
る
数
々
の
真
理
を
解
き
あ
か
す
の
が
間
約
よ
り
も
な

お
先
在
す
る
聖
霊
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
て
な
さ
れ
る
解
釈
だ

と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
初
め
と
す
る
彼
ら
教
父
た

ち
に
あ
っ
て
イ
エ
ス
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
は
、
そ
の
聖
撃
を
受
内
・
死
・

復
活
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
内
在
さ
せ
る
「
神
人
・
仲
介
者
」
と
し

て
捉
え
ち
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る

2
3

先
に
挙
げ
た
「
文
学
の
聖
化
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
も
、
や
は

り
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
参
考
に
な
る
。
彼
は
そ
の
主
著
認
識
歌
講
話
」

に
お
い
て
、
「
雅
歌
」
に
登
場
す
る
花
婿
/
花
嫁
を
そ
れ
ぞ
れ
キ
リ
ス

ト
/
教
会
、
あ
る
い
は
神
/
人
間
の
霊
魂
の
象
徴
的
表
現
と
見
な
し
、

そ
の
際
に
共
間
体
的
・
集
合
人
格
的
発
想
を
取
り
入
れ
て
い
る

3
0

刊
雑
歌
」
も
文
学
の
一
っ
と
見
な
し
う
る
と
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の

民
が
そ
れ
を
聖
一
典
と
し
て
尊
ん
だ
背
景
に
は
、
彼
ら
が
吋
雅
歌
」
を

民
族
的
な
遺
産
、
そ
こ
に
皆
が
集
い
、
民
と
し
て
一
致
し
て
唱
い
う

る
よ
う
な
詩
歌
と
見
な
す
読
点
が
あ
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
「
民
族
的
共
通
遺
産
」
と
い
う
性
格
は
、
ど
の
国
の

文
学
に
関
し
て
も
一
一
一
一
口
い
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
こ
の
「
泊

約
聖
書
に
含
ま
れ
る
詩
歌
の
聖
典
化
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
含
ま
れ

る
発
想
は
、
キ
リ
ス
ト
到
来
以
前
の
遺
産
と
い
う
点
で
、
異
国
の
古

典
に
も
泊
約
と
の
共
通
性
を
見
出
す
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
古
典
を
も

沼
約
型
警
と
同
等
の
塑
文
献
へ
と
変
容
さ
せ
う
る
も
の
を
含
ん
で
い

る
と
替
え
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
」
と
「
文
学
」
の
違
い
を
明
ら
か
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
哲
学
が
言
葉
を
通
し
て
の

知
的
活
動
の
う
ち
に
救
い
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
文
学
は
、
表
現
さ

れ
た
言
葉
の
形
が
「
作
品
」
と
し
て
初
め
か
ら
定
ま
っ
て
お
り
、
人

は
そ
こ
に
護
〔
声
・
聴
覚
・
視
覚

2
p〕
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
作
品
を
め
ぐ
っ
て
形
成
さ
れ
る
共
同
体
に
与
か
る
こ
と
の
う
ち
に

救
い
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
意
味
で
文
学
に
は
、

人
が
集
う
た
め
の
「
神
殿
」
(
幕
屋
〕
性
が
あ
る
と
言
え
る
百
三
こ
の

意
味
か
ら
文
学
の
意
味
を
突
き
詰
め
る
と
、
つ
い
に
は
「
文
字
」
「
名
」

に
幕
屋
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
一
一
一
口
い
う
る
で
あ
ろ
う
斗
イ
エ
ス
ス
の

〈
名
〉
に
お
け
る
生
命
」
(
ヨ
ハ
ネ
ニ

O
出
)
と
い
う
発
想
、
あ
る
い

は
へ
プ
ラ
イ
思
想
に
お
い
て
神
聖
回
文
字
が
有
し
て
い
る
意
味
も
、

こ
の
あ
た
り
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
口
す
な
わ
ち
人
は
、
個
人
的

に
せ
よ
あ
る
い
は
集
合
人
格
的
に
せ
よ
、
神
の
民
と
し
て
の
「
名
」

を
名
乗
る
、
つ
ま
り
そ
の
「
名
」
を
内
側
か
ら
活
か
す
こ
と
で
な
に

が
し
か
エ
ネ
ル
ギ

i
を
獲
得
す
る
性
繋
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
2
3
こ
れ
は
、
間
約
聖
書
の
「
詩
編
」
を
唱
和
す
る
こ
と

で
、
共
同
体
が
詩
編
を
絶
え
ず
自
ら
の
も
の
と
し
、
共
同
体
の
言
葉
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と
し
て
生
か
し
続
け
て
ゆ
く
理
念
と
河
一
で
あ
ろ
う
。

以
上
「
異
教
予
型
論
」
「
文
学
の
聖
化
」
の
ニ
点
に
分
け
、
古
典
文

学
も
神
学
的
に
変
容
さ
せ
う
る
、
す
な
わ
ち
古
典
文
学
を
も
神
学
を

誇
る
に
充
分
な
器
と
な
し
う
る
と
い
う
可
能
性
を
述
べ
て
み
た
。
哲

学
的
な
学
統
を
主
と
す
る
教
父
学
界
に
あ
っ
て
、
本
稿
と
同
じ
よ
う

な
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
学
者
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
い
が
、

W
-
イ
ェ

i
ガ

i
、
日
・
ラ

i
ナ
!
、

J
・
ペ
パ
ン
、

J
・
ダ
ニ
エ
ル

i
、
E
-
デ
・
プ
ラ
ス
な
ど
が
比
較
的
近
い
立
場
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
き
。

回
、
ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
概
観
(
そ
の
ご

以
上
、
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
吋
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
」
解
釈
に
見
ら

れ
る
彼
の
根
本
思
想
の
特
色
を
、
異
教
お
よ
び
文
学
と
の
関
わ
り
の

観
点
か
ら
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
序
説
的
に
「
教
父
学
」
の
果

た
す
役
割
を
克
た
。
以
上
の
議
論
に
立
脚
し
、
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る

神
学
を
捉
え
る
こ
と
を
心
掛
り
た
い

D

ま
ず
、
上
で
の
「
異
教
予
型
論
」
か
ら
も
ほ
ぼ
推
察
さ
れ
る
よ
う

に
、
ク
レ
メ
ン
ス
は
ユ
ダ
ヤ
/
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
文
化
的
伝
統
に

対
し
て
大
き
な
敬
意
を
払
っ
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は
「
へ
プ
ラ
イ
人

に
は
律
法
が
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
哲
学
が
与
え

ら
れ
た
」
(
仇
マ
・
?
?
主
w

H

)

と
い
う
彼
の
言
葉
か
ら
も
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
、
へ
プ
ラ
イ
的
律
法
の
み
な
ら
ず
、
各
民
族
・
各
文
化
潤

に
備
わ
る
善
き
も
の
を
還
し
て
人
類
は
キ
リ
ス
ト
に
向
け
て
導
か
れ

る
と
い
う
発
想
に
通
ず
る
。
ギ
リ
シ
ア
文
化
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、

ギ
リ
シ
ア
人
の
知
恵
に
も
真
理
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ

た
真
理
の
小
片
が
、
悶
約
聖
書
と
伺
様
に
キ
リ
ス
ト
を
予
示
す
る
も

の
で
あ
る
と
彼
は
解
釈
す
る
の
で
あ
る
百
)
。

こ
の
理
解
は
「
自
分
た
ち
の
許
に
あ
る
知
恵
を
求
め
る
人
々
に
は
、

彼
ら
が
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
う

す
れ
ば
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
盟
有
の
も
の
を
通
し
て
、
容
易
に
か
っ

相
応
し
い
仕
方
で
真
理
の
信
仰
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
〈
わ
た

し
は
す
べ
て
を
得
る
た
め
に
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
と
な
っ
た
〉

(
一
コ
リ
九
幻
)
と
語
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
神
的
な
恵
み
の
雨
は

義
し
き
者
に
も
不
正
な
者
の
上
に
も
注
が
れ
る
か
ら
で
あ
る

D

〈
神
は

ユ
ダ
ヤ
人
だ
貯
の
神
で
あ
ろ
う
か
。
異
邦
人
の
神
で
も
な
い
だ
ろ
う

か
。
神
が
一
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
異
邦
人
の
神
で
も
あ

る
〉
(
ロ
マ
三
泊
)
と
使
徒
は
諮
っ
て
い
る
」
(
匂
六
♂

ω
L∞w
白
i
吋
)

と
い
う
ク
レ
メ
ン
ス
の
一
言
葉
か
ら
推
察
さ
れ
る
態
度
で
も
あ
る
。

ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
こ
の
異
邦
人
に
対
す
る
寛
容
主
義
に
は
、
彼

が
当
時
の
地
中
海
文
化
の
一
大
中
心
地
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
苦
悶
え
よ

う
。
彼
は
こ
の
都
市
で
「
塾
」
(
デ
ィ
ダ
ス
カ
レ
イ
オ
ン
)
を
開
き
、

教
会
で
の
交
わ
り
よ
り
も
む
し
ろ
塾
と
い
う
教
育
の
場
に
お
い
て
、

信
に
基
づ
い
た
「
党
知
」
(
グ
ノ
1
シ
ス
)
を
最
終
的
な
教
育
の
自
標
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と
し
て
掲
げ
、
教
授
、
活
動
を
展
開
し
た
き
。
こ
れ
が
、
彼
の
神
学
を

形
成
す
る
上
で
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

+めず
Q

。
ク
レ
メ
ン
ス
の
中
心
思
想
と
も
蓄
え
る
と
の
「
党
知
」
(
グ
ノ

i
シ

ス
)
と
は
、
ま
ず
「
浄
め
」
そ
し
て
浄
め
の
実
践
と
し
て
の
「
告
白
」

か
ら
始
ま
る
。
「
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
間
で
秘
犠
の
中
心
的
意
味
を
担

っ
て
い
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
簡
で
の
体
浴
の
式
と
向
様
に
、

浄
め
の
式
(
門
知

}S吾
川
肖
色
色
で
あ
っ
た
。
こ
の
式
は
、
教
え
の
う
ち

の
基
本
的
な
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
こ
と
が
ら
の
準
備
と
し
て

の
意
味
を
持
つ
〈
小
山
知
儀
v

で
あ
っ
た
。
宇
宙
に
関
す
る
〈
大
秘
犠
〉

と
は
、
:
・
本
性
と
事
物
の
意
味
を
観
熊
す
る

(
3
0
1
2
0吉
)
こ
と
で

あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
も
、
浄
め
の
方
法
と
し
て
は
告
白

2
0
5
0
一cmF
m
w
)

を
用
い
る
こ
と
に
し
、
観
煎
(
O
U
C
M
)
t
r
o
p
)

の
方
法
と
し
て
は
、
根

源
的
な
思
惟

(
U
5
5
円6
2
2
)
に
向
か
う
否
定
の
道
(
m
w
円
高
一
百
円
ω)

を
進
む
こ
と
に
し
よ
う
」
(
均
六
戸
口
λ
f
H
l
N
)
。

上
に
見
る
よ
う
に
「
目
見
知
」
は
「
告
白
」
と
い
う
浄
め
を
経
て
、

さ
ら
に
「
神
の
観
照
」
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
ク
レ

メ
ン
ス
に
よ
る
「
覚
知
」
が
「
聴
覚
」
そ
し
て
「
視
覚
」
の
浄
め
の

う
え
に
成
立
す
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
途
上
、
否
定
神
学
的

な
道
が
辿
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
死
」
を
体
験
す
る
道
で
も
あ
る
。
「
わ

れ
わ
れ
は
可
能
な
限
り
、
霊
魂
を
多
様
な
方
法
で
前
も
っ
て
鍛
錬
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
霊
魂
が
覚
知
を
受
容
す
る
上
で
十
全
に

働
く
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
:
・
ち
ょ
う
ど
死
が
〈
霊
魂
が
肉
体

か
ら
分
離
す
る
こ
と
〉
と
さ
れ
る
(
託
プ
ラ
ト
ン
吋
パ
イ
ド
ン
』
ミ
ロ
)

の
と
何
様
に
、
党
知
と
は
口
ゴ
ス
に
お
け
る
死
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
党
知
は
、
諸
々
の
情
念
か
ら
霊
魂
を
分
か
ち
離
し
て
、

人
を
醤
き
行
為
に
満
ち
た
生
へ
と
導
く
。
そ
れ
は
、
霊
魂
が
つ
い
に

は
神
に
向
か
っ
て
臆
す
る
こ
と
な
く
〈
わ
れ
は
あ
な
た
の
望
み
の
ま

ま
に
生
き
る
〉
と
諮
問
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
」
(
旬
マ
-
H
H
N
U

吋
ゲ

ω)
。

ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
れ
ば
「
信
」
も
覚
知
に
よ
っ
て
完
成
を
見
る
と

さ
れ
る
。
「
党
知
と
は
、
…
一
…
一
口
わ
ば
人
間
の
人
間
と
し
て
の
完
成

(
Z
Z
Z色
色
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
人
の
あ
り
方
・
生
・
一
言
葉
に
関
し
、

神
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
知

(σ
立
件
。
ョ
。
)
に
よ
っ
て
充
た
さ

れ
た
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
ら
に
ま
た
神
的
な
ロ
ゴ
ス
に
合
致
し

同
意
し
た

2
0
3
0ぎ問。
ω)
あ
り
方
で
あ
り
、
信
は
こ
の
覚
知
に
よ
っ

て
完
成
さ
れ
る
」

(ω
守

〆

Z
W
S
U
M
-
N
)
。

こ
の
結
果
と
し
て
ク
レ
メ
ン
ス
は
「
味
わ
い
、
見
よ
、
主
が
恵
み

豊
か
な
方
で
あ
る
こ
と
を
」
(
詩
編
三
一
ニ

9
)
と
い
っ
た
匂
を
も
、
信

の
究
極
の
覚
知
と
い
う
一
回
か
ら
意
味
、
つ
け
る
。
「
神
的
な
ロ
ゴ
ス
の
食

物
e

飲
み
物
と
は
、
神
的
な
本
質

(
O
C
ω
E
)

の
覚
知
に
他
な
ら
な
い
」

(
め
守
印

wgwgwω)。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
覚
知
を
極
め
た
霊
魂

こ
そ
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
神
の
似
像
で
あ
り
、
聖
霊
の
神
殿
と
な

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
「
実
に
¥
覚
知
を
極
め
た
霊
魂
、
完
全
な
徳
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に
よ
っ
て
飾
ら
れ
た
霊
魂
は
、
神
的
な
力
の
こ
の
地
上
に
お
け
る
似

像
吉
宗
O
ロ
)
で
あ
る
。
:
・
霊
魂
の
こ
の
美
し
さ
は
、
聖
霊
の
神
殿
と

な
る
」
(
持
、
-
u
J

口
WE--吋)。

こ
の
よ
う
に
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
霊
魂
に
は
聖
霊
が

住
ま
う
神
殿
と
し
て
の
素
地
が
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
が
覚
知

(
グ
ノ

i
シ
ス
)
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
彼
に
と
っ
て
「
エ

ク
レ
シ
ア
」
(
交
わ
り
の
場
)
と
は
、
こ
の
世
・
こ
の
地
上
に
内
在
す

る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
覚
知
を
経
て
完
全
に
浄

ら
か
と
な
っ
た
霊
魂
が
歩
む
極
み
の
一
歩
と
は
、
神
に
対
す
る
観
照

(30官
庁
包
m

乙
で
あ
る
。
そ
の
霊
魂
と
は
〈
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
〉
全

能
な
る
神
を
永
遠
に
挑
め
る
に
相
応
し
い
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
霊
魂
は
、
そ
の
全
体
が
霊
的
な
も
の
と
な
り
、
生
ま

れ
を
同
じ
く
す
る
も
の
に
向
か
っ
て
歩
み
を
進
め
、
神
の
休
ら
い
を

得
る
た
め
に
霊
的
な
交
わ
り
の
場
(
呉
}
己
g
E
)
に
留
ま
る
の
で
あ

る
」
(
匂
六
一
〉
戸
w

。∞
u

印
)
。

さ
て
彼
が
究
極
の
呂
標
と
し
て
掲
げ
る
「
観
照
」
は
、
「
普
通
的
変

容
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
と
密
接
に
関
わ
る
3
3

「
覚
知
は
尽
き
る
こ
と
の
な
い
完
全
な
自
標
へ
と
〔
人
を
)
導
く
。
そ

れ
は
わ
れ
わ
れ
に
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
、
神
に
従
っ
た
神
々
と
と
も
な

る
生
き
方
を
予
め
教
え
る
こ
と
に
よ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
懲

ら
し
め
と
罰
か
ら
駿
わ
れ
た
と
き
に
そ
の
生
き
方
は
実
現
さ
れ
る
。

そ
の
罰
と
は
、
罪
の
故
に
救
い
に
向
け
て
の
教
育
の
た
め
に
わ
れ
わ

れ
が
耐
え
忍
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
嬢
い
の
の
ち
、
治
め
を

終
え
、
ま
た
た
と
え
聖
な
る
人
々
の
関
で
の
聖
な
る
勤
め
で
あ
ろ
う

と
、
そ
う
い
っ
た
他
の
勤
め
を
も
果
た
し
て
完
徳
に
達
し
た
わ
れ
わ

れ
に
、
報
奨
と
誉
れ
と
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
主

へ
の
親
し
さ
に
よ
り
心
に
お
い
て
浄
ら
か
と
な
た
人
々
を
待
ち
受
け

て
い
る
の
は
、
永
遠
の
観
想

(F81ω)
に
よ
る
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ

ス
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
呼
び
名
に
お
い
て
〈
神
々
〉
と
呼
ば
れ
る

で
あ
ろ
う
、
救
い
主
に
よ
っ
て
先
に
定
め
ら
れ
た
他
の
神
々
と
産
を

向
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
覚
知
と
は
速
や
か

に
冷
め
へ
と
進
む
も
の
で
あ
り
、
よ
り
蕃
き
も
の
へ
の
変
容
を
従
願

に
受
げ
入
れ
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
覚
知
は
霊
魂

の
中
で
生
ま
れ
を
同
じ
く
す
る
、
神
的
で
裂
な
る
部
分
へ
と
移
り
住

む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
ら
か
酒
有
の
光
を
通
し
て
人
間
に
神
秘
的

な
歩
み
を
伝
え
、
つ
い
に
は
か
の
休
ら
い
の
極
ま
れ
る
場
へ
の
立
ち

帰
り
を
果
た
さ
せ
(
凶
匂
O
}
口
広
告
芯
ω
忠
)
、
心
に
お
い
て
静
ら
か
と
な
っ

た
者
に
〈
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
〉
(
一
コ
リ
一
三
ロ
)
、
知
と
理
解
を

も
っ
て
神
を
観
照
す
る

(80立
江
口
)
こ
と
を
教
え
る
。
と
い
う
の
も
、

党
知
を
経
た
霊
魂
の
完
徳
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
浄
め
や
勤
め
を
越
え
て

主
と
と
も
に
あ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」
(
仇
マ
・
吋

L
o
w
gい
1

勾
い
)
。

こ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
「
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
」
と
は
、
新
約
聖

書
で
は
吋
使
徒
行
録
い
三
位
に
現
れ
る
語
奨
で
あ
り
、
万
物
の
「
回

帰
」
あ
る
い
は
三
新
」
と
訳
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
ア
ポ
カ
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タ
ス
タ
シ
ス
は
「
悪
魔
救
済
説
」
と
い
う
こ
自
を
有
す
る
た
め
に
、

後
世
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
異
端
室
告
を
受
け
た
教
義
と
し
て
悪
名
が
高
い

が

(
d
u
o
u江
口
丘
立

z
y
p
ω
一一
Y
A
Y
U心門

γ
h
o
己
s

h
色

ω
c
g
p

g
一
∞
・
芯
に
よ
る
)
、
彼
の
先
駆
者
ク
レ
メ
ン
ス
も
、
上
に
引
い
た
よ

う
に
八
万
物
の
変
容
〉
あ
る
い
は
〈
原
初
へ
の
立
ち
帰
り
〉
と
い
っ

た
意
味
で
す
で
に
こ
の
語
議
を
用
い
て
い
る
詰

)
O

ク
レ
メ
ン
ス
が
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
先
駆
け
て
こ
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ

ス
を
唱
え
た
の
も
、
彼
が
「
教
会
」
と
い
う
場
に
お
い
て
よ
り
も
、

む
し
ろ
「
塾
」
と
い
う
公
開
の
場
に
お
い
て
活
動
し
、
し
か
も
あ
く

ま
で
も
正
統
信
仰
の
よ
に
立
つ
「
党
知
」
を
最
終
的
な
目
標
と
し
て

掲
げ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
に
ク
レ
メ
ン
ス
の
新
し
い

点
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
彼
が
教
会
と
い
う
独
立
し
た
単
位
、
そ
の

文
化
歴
史
圏
の
中
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
歩
み

出
て
、
世
全
体
の
変
容
を
包
括
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
「
塾
」
と
い
う
学
問
と
教
育
の

場
に
そ
の
活
動
の
拠
点
を
置
き
、
翠
文
献
の
み
な
ら
ぬ
学
問
万
般
の

変
容
に
向
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
姿
勢
は
観
点
を
変
え
る
と
、
ク

レ
メ
ン
ス
が
人
間
へ
の
聖
護
の
内
在
を
信
じ
、
聖
護
の
溢
れ
の
現
れ

が
グ
ノ
!
シ
ス
(
覚
知
)
に
よ
る
知
的
聖
化
の
活
動
に
集
約
さ
れ
る

と
考
え
て
い
た
故
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
型
化
の
対
象

と
し
て
、
彼
の
視
野
に
は
当
然
ギ
リ
シ
ア
文
学
も
入
っ
て
い
た
。
そ

し
て
彼
が
上
で
見
た
よ
う
に
「
浄
化
」
(
昨
丘
町
号
包
ω)
の
方
法
と
し
て

の
「
告
白
」
ん
じ
た
こ
と
か
ら
、
ク
レ
メ
ン
ス
が
「
オ
デ
ユ
ツ

セ
イ
ア
い
に
お
り
る
「
一
人
諮
り
に
よ
る
告
白
」
や
、
「
冥
界
訪
問
謬
」

す
な
わ
ち
死
と
再
生
を
意
味
す
る

μ
巻
に
特
に
そ
の
注
意
を
向
け
た

こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

五、

2
4デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
か
ら
の
再
検
討

以
上
、
ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
基
本
が
「
浄
め
」
か
ら
「
覚
知
」
へ

の
歩
み
に
あ
り
、
そ
れ
は
主
と
し
て
「
告
白
」
行
為
を
通
し
て
達
成

さ
れ
、
ま
た
そ
の
究
極
の
姿
と
し
て
は
〈
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
神
を

見
る
〉
「
神
の
観
照
L

と
い
う
か
た
ち
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
叫
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
』
内
部
の
話
に
戻
る

と
、
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
は
「
一
人
語
り
」
(
告
白
)
に
入
る
前
、
第
八

巻
の
末
尾
に
お
い
て
、
謡
人
デ
!
モ
ド
コ
ス
の
歌
を
開
く
う
ち
に
落

涙
す
る

(
q
S
N
W
ω
ω
H
W
S
N
)
。
悶
じ
巻
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
に
も

オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
は
落
涙
し
て
い
る
(
も
∞
∞
)
。
「
一
人
語
り
」
の
部
分

で
は
、
有
名
な
一
つ
自
の
巨
人
ポ
リ
ュ
ペ

l
モ
ス
の
限
を
演
す
話

(hω
∞
吋
)
が
あ
る
。
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
の
帰
国
途
上
で
の
苦
難
の
主
た

る
原
因
は
、
海
神
ポ
セ
イ
ダ

i
オ
1
ン
の
子
で
あ
る
ポ
リ
ュ
ペ
!
モ

ス
に
負
わ
せ
た
こ
の
畿
に
対
す
る
罰
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
稿
の
初
め

に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
主
人
公
が
冥
界
に
下
っ
て
盲
目
の
予
一
一
一
一
向
者
テ

イ
レ
シ
ア
ス
の
指
示
を
仰
ぐ
話
が
あ
る
(
ド

S
i
E
5
0
こ
の
よ
う
に

吋
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
は
「
視
覚
」
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
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て
い
る
。

ま
た
ク
レ
メ
ン
ス
が
重
要
視
し
て
い
た
「
告
白
」
に
注
自
す
る
と
、

『
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
」
で
は
特
に
「
名
の
告
白
」
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
意
味
を
持
つ
。
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
は
こ
の
「
一
人
語
り
」
に
入
る

前
、
第
六
巻
か
ら
ス
ケ
リ
エ

i
島
の
パ
イ
ア

i
ケ
ス
人
の
許
に
滞
在

し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
自
ら
の
名
を
明
か
す
の
は
落
涙
し
て
素
性
を

賛
さ
れ
て
の
ち
、
第
九
巻
「
一
人
語
り
」
に
入
っ
た
直
後
で
あ
る
(
己
申

包

g
u
O己
32ω
戸
山
め
ユ
訂
号

ω)
。
「
名
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
先
の
ポ

リ
ュ
ペ

l
モ
ス
を
め
ぐ
っ
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
自
分
の
名
を
「
誰

で
も
な
い
」
と
名
乗
り

(
L
g
o
E
S
O
E
O
-
m
w
Oロ
0
5
ω
)
、
そ
の
結

果
危
機
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
ζ
o
g
。

さ
ら
に
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
全
体
の
構
造
か
ら
展
望
す
る
と
、

「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
九

i
十
二
巻
と
は
、
全
二
十
郎
巻
の
中
で
は
作

品
中
央
部
に
置
か
れ
て
そ
の
内
的
変
容
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
作
品
内
の
「
時
間
経
過
」
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
「
一
人
語
り
」
は
女
神
カ
リ
ュ
プ
ソ
ー

の
島
オ
!
ギ
ュ
ギ
エ
ー
に
辿
り
着
く
ま
で
の
経
過
を
一
諮
問
る
も
の
で
あ

り

fmH.M・
主
∞
)
、
そ
の
末
尾
と
は
他
な
ら
ぬ
「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
い

第
一
巻
冒
頭
に
お
い
て
主
人
公
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
が
置
か
れ
て
い
た

状
況
で
あ
っ
た

Z
E
)
。
そ
し
て
そ
の
状
況
は
、
吋
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
」

一'ep--J
四
巻
を
占
め
る
「
テ

i
レ
マ
キ
ア
」
(
?
ア

i
レ
マ
コ
ス
物
語
い
)

が
終
わ
り
、
主
人
公
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
初
め
て
本
格
的
に
登
場
す

る
第
五
巻
冒
頭
に
お
け
る
も
の
と
も
同
じ
で
あ
っ
た
(
尚
早
)
。
こ
の

よ
う
に
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
と
い
う
作
品
内
部
で
の
ご
人
語
り
」

は
、
そ
の
位
置
づ
け
か
ら
言
う
と
、
時
間
的
に
一

1
四
巻
「
テ

i
レ

マ
コ
ス
物
語
」
に
先
立
つ
時
間
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
読
者
に

対
し
て
改
め
て
こ
の
「
テ

1
レ
マ
キ
ア
」
へ
の
視
座
を
準
備
す
る
、

す
な
わ
ち
か
時
間
的
遡
り
。
の
実
現
可
能
性
を
も
提
供
す
る
空
間
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
問
時
に
、
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
、
が
イ
タ
ケ

ー
へ
の
帰
郷
を
遂
げ
、
子
の
テ
!
レ
マ
コ
ス
と
力
を
合
わ
せ
て
求
婚

者
討
伐
に
向
か
う
後
半
部
を
準
備
す
る
役
割
を
も
果
た
し
て
お
り
、

場
面
の
急
速
な
転
換
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ご
人
語
り
」
は
上
に
述
べ
た
よ
う
に
「
告
白
」
と
し
て
の

機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
が
、
特
に
そ
の
中
で
主
人
公
が
体
験
す
る
第
十
一
巻
で
の
「
冥
界

下
り
」
が
持
つ
意
味
は
大
き
い
と
一
言
え
よ
う
。
「
冥
界
下
り
」
と
は
端

的
に
言
っ
て
、
「
死
と
復
活
」
の
体
験
を
意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
〈
託
、
出
i
N
N
〉
。
(
な
お
こ
の
体
験
が
「
一
人
語
り
」
の
う
ち
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
吋
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
』
で
は
「
体
験
」
が

「
一
言
葉
に
よ
る
告
白
」
に
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
ロ
ー
マ
の

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
よ
る
「
ア
エ
ネ
イ
ス
」
第
六
巻
で
の
ア
エ
ネ
ア

ス
に
よ
る
現
実
の
箕
界
下
り
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し

て
お
き
た
い
)
(
泊
三

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に

ユ
ツ
セ
イ
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メ
ン
ス
神
学
と
関
わ
り
合
う
様
々
な
興
味
深
い
点
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。
本
稿
の
冒
頭
に
見
た
よ
う
に
、
ク
レ

メ
ン
ス
は
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
換
を
キ
リ
ス
ト
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る

が
、
そ
の
よ
う
な
ク
レ
メ
ン
ス
の
視
点
は
、
今
見
た
よ
う
な
吋
オ
デ

ユ
ツ
セ
イ
ア
い
内
部
の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
解
き
あ
か
し
て
く
れ
る

だ
ろ
う
か
。
再
び
ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
索
描
に
一
民
り
た
い
。

六
、
ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
概
畿
(
そ
の
一
一
)

冒
頭
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
ク
レ
メ
ン
ス
は
畜
自
の
予
言
者
テ
イ

レ
シ
ア
ス
に
関
し
て
も
、
そ
の
預
一
一
一
一
日
の
賜
物
と
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架

と
の
関
連
を
示

p

唆
す
る
表
現
を
渇
い
て
い
た
。
こ
れ
は
「
視
力
」
と

キ
リ
ス
ト
の
霊
と
の
関
連
に
ク
レ
メ
ン
ス
が
注
目
し
て
い
た
こ
と
を

物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
前
章
に
お
い
て
吋
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ

ア
」
の
場
茜
転
換
の
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
「
泣

く
」
行
為
に
関
す
る
言
及
と
し
て
は
、
町
救
わ
れ
る
富
者
は
誰
か
い
終

章
(
位
輩
)
に
引
か
れ
る
「
墜
落
し
て
罪
に
結
っ
た
若
者
の
物
語
」

の
中
に
「
一
課
に
よ
る
第
二
の
洗
礼
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る

お
り
笠
N
W
H

ム
)
。
ク
レ
メ
ン
ス
が
視
覚
に
触
れ
て
い
る
箆
所
と
し
て
、

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
部
分
を
引
き
う
る
で
あ
ろ
う
。

「
ち
ょ
う
ど
眠
り
を
振
り
払
っ
た
人
々
が
、
甚
ち
に
内
面
か
ら
の
呂

覚
め
を
果
た
す
の
と
湾
様
、
あ
る
い
は
、
ち
ょ
う
ど
眼
の
そ
こ
ひ
を

取
り
払
お
う
と
試
み
る
者
が
、
自
分
の
有
し
て
い
な
い
光
を
自
ら
に

対
し
て
外
側
か
ら
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
視
覚
の
妨
げ

と
な
っ
て
い
る
も
の
を
取
り
除
く
と
き
、
瞳
を
自
由
な
状
態
に
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
の
と
詞
じ
よ
う
に
、
洗
礼
を
受
け
た
わ
れ
わ
れ

も
、
鰭
の
ご
と
く
に
影
を
投
げ
掛
け
る
罪
を
、
神
的
な
霊
に
よ
っ
て

拭
い
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
に
し
て
妨
げ
な
く
、
輝
け
る
霊
の

根
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
突
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
霊
の
み
に
よ
っ

て
神
的
な
も
の
を
観
照
す
る
な
℃
O
H
)

宮
山
口
)
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
天
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
聖
霊
が
注
が
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

こ
れ
こ
そ
永
遠
の
輝
き
の
注
入
で
あ
り
、
こ
の
輝
き
に
よ
っ
て
永
遠

の
光
を
制
限
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
」
(
可
Rh戸
ゲ

P
N
∞w

H
)

。
そ
し
て
「
質
科
的
な
皮
衣
を
は
ぎ
取
ら
れ
、
肉
体
的
な
愚
か
し

さ
や
、
虚
し
き
偽
り
の
思
い
な
し
が
生
み
出
す
あ
ら
ゆ
る
情
念
か
ら

離
脱
し
た
蜜
塊
は
、
党
知
を
ま
と
っ
た
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
肉

的
な
欲
望
を
脱
ぎ
捨
て
、
必
然
的
に
光
に
よ
っ
て
聖
な
る
も
の
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
」
(
勾
六
戸
己
、
ミ
w
A
)

と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ク
レ
メ
ン
ス
に
あ
っ
て
は
、
さ
き
に
覚
知
の
究
極
の

姿
と
さ
れ
る
こ
と
を
見
た
「
観
照
」
が
視
覚
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る
の
を
は
じ
め
、
光
に
関
す
る
用
語
あ
る
い
は
言
及
が
数
多
く
認
め

ら
れ
る
2
3
ま
た
彼
に
よ
っ
て
、
至
聖
所
の
黄
金
の
七
つ
の
燭
台
は

「
主
の
七
つ
の
摂
」
と
言
わ
れ
る
(
旬
町
、
・

p
p
g
w
H
)
。
そ
し
て
「
教

え
は
、
臆
さ
れ
た
も
の
を
照
ら
す
〈
光
〉
」
と
呼
ば
れ
(
め
マ

-
P
E
W

E
W
S
、
「
照
明
に
よ
り
摺
は
滅
ぼ
し
尽
く
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
闇
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と
は
無
知
で
あ
り
、
無
知
の
故
に
わ
れ
わ
れ
は
過
ち
に
陥
り
、
真
理

に
関
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
視
覚
を
持
た
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。
覚

知
こ
そ
照
明
で
あ
り
、
こ
の
覚
知
が
無
知
を
取
り
除
き
視
力
を
授
け

る」

(NUQ偽
札

-
y
m
w
N
U
W
S

と
さ
れ
る
。

「
光
」
に
よ
る
救
い
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
キ
リ
ス
ト
が
「
新
し
い
太
陽
」

と
し
て
の
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
輝
き
を
増
す
。
「
閣

の
う
ち
に
葬
ら
れ
、
死
の
陰
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
わ
れ
わ

れ
の
上
に
、
天
か
ら
太
陽
よ
り
も
透
明
、
こ
の
世
の
生
命
よ
り
も
甘

美
な
光
が
輝
い
た
。
こ
の
光
と
は
永
遠
の
生
命
で
あ
り
、
こ
の
光
に

与
か
る
も
の
は
す
べ
て
生
き
る
。
し
か
る
に
夜
は
こ
の
光
を
恐
れ
、

恐
怖
の
故
に
身
を
癒
し
、
主
の
日
の
前
に
退
却
す
る
。
万
物
に
眠
る

こ
と
の
な
い
光
が
溢
れ
、
日
没
は
自
の
出
と
な
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
〈
新

し
き
創
造
〉
(
ガ
ラ
六
日
)
と
し
て
望
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

D

な
ぜ
な
ら
万
物
を
踏
み
し
だ
く
〈
正
義
の
太
楊
〉
(
マ
ラ
四
2
)
は、

〈
自
ら
の
太
陽
を
す
べ
て
の
人
々
の
上
に
昇
ら
せ
る
〉
(
マ
タ
五
時
)

父
を
模
し
て
人
類
を
差
別
な
く
巡
り
、
真
理
の
露
を
滴
ら
せ
る
か
ら

で
あ
る
口
こ
の
方
が
西
を
東
へ
と
移
し
、
死
を
十
字
架
に
付
け
て
生

命
へ
と
変
容
さ
せ
、
人
簡
を
滅
び
か
ら
救
い
上
げ
て
霊
の
う
ち
に
懸

け
、
破
滅
を
不
滅
へ
と
植
え
代
え
て
地
を
天
に
変
貌
さ
せ
た
の
で
あ

る」

(
h
u
さ
円
・
己

W
H
E
L
l品
)
。

今
引
い
た
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、

救
い
は
「
地
を
天
に
変
え
る
」
す
な
わ
ち
空
間
倒
的
な
変
容
を
伴
う
。

こ
れ
は
「
世
が
神
の
神
殿
で
あ
る
」
(
旬
門
戸
戸
口
w

吋

P
N
)

と
い
う
表

現
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
も
こ

の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
さ
れ
(
匙
迂
・
)
、
地
あ
る
い
は
こ
の
世
が

「
神
の
一
な
る
神
殿
」
(
勾
六
戸
口
W
2
w
ω
)

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
世
が
変
容
す
る
と
き
、
世
は
『
創
世
記
』
二
章
で
語
ら
れ

る
「
楽
園
」
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
に
変
貌
す
る
。
「
モ
!
セ
は

〈
神
的
な
思
慮
〉
を
象
徴
的
に
表
現
し
、
楽
菌
に
植
え
ら
れ
た
〈
生
命

の
木
〉
(
創
世
ニ

9
)
と
名
付
け
て
い
る
。
世
は
こ
の
楽
圏
と
な
り
う

る
」
(
匂
マ
-
P
己
w
J
R
N
)
。

こ
の
よ
う
な
ク
レ
メ
ン
ス
の
神
学
は
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
至
聖

な
る
場
所
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
「
聖
植
」
に
関
し
て
の
豊
か
な

イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
象
徴
的
解
釈
と
な
っ
て
開
花
す
る
。

「
〔
神
殿
・
幕
屋
の
〕
覆
い
幕
(
宵
巴

M155凶
)
と
垂
れ
幕

(33H)Egg

gω)
の
中
間
部
は
祭
可
た
ち
が
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
場
所
で

あ
る
が
(
低
出
一
ニ

0
1
1叩
)
、
こ
こ
は
こ
の
宇
宙
の
中
央
に
位
置
す

る
地
球
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
象
徴
の
た
め
に
香
壇
が
賢
か
れ
、
そ

こ
か
ら
芳
香
が
立
ち
昇
る
。
ま
た
こ
の
場
所
は
、
内
側
の
垂
れ
幕
す

な
わ
ち
そ
の
中
に
は
た
だ
大
祭
司
の
み
が
定
め
ら
れ
た
自
に
入
る
こ

と
を
許
さ
れ
て
い
る
場
所
(
は
出
二
六
お
i
U
)
と
、
ど
ん
な
へ
プ

ラ
イ
人
で
も
入
れ
る
そ
の
外
側
の
前
庭

(ω
己
包
山
)
と
の
中
間
部
を
も

形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
故
こ
の
場
所
は
天
と
地
の
ち
ょ
う
ど
中
央
で

あ
る
と
替
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
他
に
、
こ
こ
は
思
惟
界
(
昨

2
5
2
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5
2
0
ω
)
と
感
覚
界
(
片

3
5
3
巴
ω520ω)
の
中
央
部
を
象
徴
す
る

と
品
一
一
口
う
人
々
も
あ
る
。
か
く
し
て
、
世
部
の
不
信
仰
を
遮
る
覆
い
幕

(
昨
巴
ヨ
吋
凶
日
山
)
が
五
本
の
柱
の
前
に
張
ら
れ
、
前
庭
の
中
に
い
る
人
々

を
遮
断
す
る
鞠
き
を
す
る
。
・
:
祭
一
可
の
職
務
は
覆
い
幕
の
内
側
に
附
糊

さ
れ
る
と
と
と
な
り
、
〔
覆
い
幕
は
〕
勤
め
に
専
念
す
る
祭
司
た
ち
を
、

外
部
の
者
か
ら
完
全
に
遮
訴
す
る
こ
と
に
な
る
」
(
匂
六

p
p
お
w
M
l

ω)
。上

の
用
例
に
お
い
て
ク
レ
メ
ン
ス
が
提
示
す
る
解
釈
に
よ
れ
ば
、

聖
揺
を
中
央
に
抱
く
至
聖
所
は
天
を
、
聖
所
は
天
と
地
の
中
間
を
、

そ
し
て
前
庭
は
地
を
表
す
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
解
釈

は
人
体
構
造
に
当
て
は
め
て
解
さ
れ
、
「
聖
な
る
櫨
を
め
ぐ
っ
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
大
衆
か
ら
は
隠
さ
れ
閉
ざ
さ
れ
た
思
惟

界
の
こ
と
ど
も
を
告
げ
る
も
の
と
言
え
る
」
(
め
守
-
p
p
g
w
m
)
と

さ
れ
て
、
至
聖
所
が
思
鷺
界
を
、
一
方
前
庭
が
感
覚
界
を
表
す
も
の

と
な
る
。

ク
レ
メ
ン
ス
試
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
げ
る
。
「
至
聖
な
る
内
捧
に

到
る
通
路
の
垂
れ
幕

(
E
E℃
2
2自
己
に
は
四
本
の
柱
が
あ
り
(
出

二
七
日
)
、
旧
約
の
聖
な
る
数
〈
四
〉
を
表
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
こ
に
は
神
翠
な
る
四
文
字
の
名
、
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
内
陣
に

入
る
入
の
み
が
身
に
つ
け
る
も
の
で
あ
る
(
出
二
八
犯

i
お
)
。
そ
れ

は
〈
ヤ
ハ
ウ
ェ
〉
と
書
か
れ
た
文
字
で
あ
り
、
〈
今
在
り
ま
た
こ
れ
か

ら
も
在
る
者
〉
(
出
三
日
)
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
方
ギ
リ
シ
ア
語

に
お
い
て
も
、
神

(
p
o
q
)
は
回
文
字
か
ら
成
っ
て
い
る
。
か
く
し

て
思
惟
界
に
、
諸
々
の
情
動
を
治
め
る
主
と
な
っ
た
方
の
み
が
到
来

し
、
諮
ら
れ
え
な
い
こ
と
に
対
す
る
認
識
の
う
ち
に
身
を
投
じ
て
、

芦
を
も
っ
て
告
げ
う
る
す
べ
て
の
名
を
越
え
た
者
へ
と
そ
の
身
を
高

め
た
の
で
あ
っ
た
(
ブ
ィ
リ
ニ

9
)
」
(
缶
、
-
P
P
E
u
h
F
1
3
0

こ
の
よ
う
に
、
至
塑
所
の
前
面
を
覆
う
垂
れ
幕
に
記
さ
れ
た
神
名

は
、
同
時
に
思
惟
界
に
越
せ
ら
れ
る
も
の
と
も
な
る
。
思
惟
界
す
な

わ
ち
至
聖
所
の
内
慨
に
入
っ
て
、
そ
の
神
名
を
活
か
し
得
た
の
は
、

も
ち
ろ
ん
イ
エ
ス
ス
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
名
」
と
、
そ
れ

を
活
か
し
め
る
行
為
が
構
造
的
な
面
か
ら
意
味
づ
け
さ
れ
て
い
る

2
3
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
神
名
へ
の
敬
意
は
、
侶

約
に
あ
っ
て
は
「
覚
知
」
に
達
し
た
モ
!
セ
に
よ
っ
て
正
し
い
方
向

に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
辺
見
知
の
域
に
到
っ
た
モ

i
セ
は
、

把
握
し
え
な
い
も
の
を
一
定
の
場
所
に
限
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
田
氏

れ
敬
う
べ
き
も
の
と
し
て
神
殿
の
中
に
像
を
設
置
し
た
り
は
し
な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
持
、
が
自
に
見
え
ず
ま
た
措
き
得
な
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
へ
プ
ラ
イ
人
た
ち
を
、
神
殿

に
在
る
神
名
へ
の
敬
意
を
通
む
て
神
に
対
す
る
正
し
き
思
惟
に
導
い

た
」
(
持
、
-
P
口
w

吋

P

S
。

さ
て
ク
レ
メ
ン
ス
は
「
神
は
自
ら
の
幕
屋
を
太
陽
の
う
ち
に
置
い

た
」
と
い
う
「
詩
編
」
一
八

8
の
意
味
を
『
預
ニ
一
一
同
書
抜
粋
注
』
の
中

で
、
終
末
論
的
な
意
味
か
ら
解
釈
す
る
。
「
〈
神
は
自
ら
の
幕
屋
を
太

-14 -



陽
の
う
ち
に
置
い
た
v
o
-
-
-
〈
震
い
た
〉
と
は
過
去
に
関
し
て
、
お
よ

び
未
来
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
未
来

に
関
し
て
と
は
、
現
在
の
状
態
が
続
く
期
間
が
満
ち
る
と
、
主
が
信

厚
き
義
し
き
人
々
の
許
を
訪
れ
、
彼
ら
を
言
わ
ば
幕
屋
の
よ
う
に
し

て
そ
の
上
で
休
ら
い

(
S
8
2巴
ω)
を
得
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
す
べ
て
、
同
じ
生
ま
れ
に
し
て
同
じ
信
と
正
義

と
を
選
び
取
っ
た
者
は
、
同
じ
唯
一
性
へ
の
立
ち
帰
り
を
済
ま
せ
て

(80片
山

Eω
古

ω0520山
)
一
つ
の
体
を
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
あ
る
者
は
頭
、
あ
る
者
は
眼
、
ま
た
耳
、
手
、
胸
、
脚
と
し
て
太

揚
の
う
ち
に
輝
け
る
部
分
と
し
て
配
さ
れ
る
。
〈
彼
ら
は
太
陽
の
ご
と

く
輝
く
で
あ
ろ
う
〉
。
あ
る
い
は
太
陽
の
う
ち
に
。
な
ぜ
な
ら
首
た
る

天
使
が
太
揚
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
夜
を
治

め
る
た
め
に
月
が
霞
か
れ
た
よ
う
に
、
日
々
を
治
め
る
た
め
に
太
陽

が
創
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
日
々
は
〈
天
袋
た
ち
〉
と
名
付

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
太
陽
と
と
も
に
あ
る
天
使
た
ち
と
と
も
に
、

彼
ら
も
ま
た
い
つ
の
日
か
(
言
わ
ば
一
つ
の
体
に
お
け
る
頭
の
よ
う

に
、
一
つ
の
太
陽
と
な
っ
て
て
彼
ら
自
身
日
々
を
、
治
め
る
者
と
な
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
・
:
一
方
〈
霞
い
た
〉
と
い
う
匂
が
過
去
の
こ
と
で

あ
る
と
い
う
わ
け
は
、
最
初
の
天
使
た
ち
が
神
慮
に
従
っ
て
定
め
ら

れ
た
こ
と
へ
の
勤
め
を
果
た
す
の
で
は
な
く
、
休
ら
い
の
う
ち
に
あ

っ
て
神
へ
の
観
想

(
5
8
ユω)
に
の
み
専
心
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
:
か
く
し
て
天
使

た
ち
と
は
、
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
極
み
に
あ
る
〈
最
初
に
創
ら
れ

た
人
々
〉

(
y
c
J
5
Z
E
2
Sむ
で
あ
ろ
う
。
信
ず
る
人
々
の
う
ち
に

神
が
休
ら
う
よ
う
に
、
彼
ら
〈
最
初
に
創
ら
れ
た
人
々
〉
の
う
ち
に

神
が
休
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
「
玉
座
」
、
ま
た
「
力
」
(
コ

ロ
サ
イ
一
時
)
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
(
同
町
守
h
足
、
さ
も
ど
足
S
F

山
由
)
。ク

レ
メ
ン
ス
は
こ
の
よ
う
に
、
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
を
経
た
者
た

ち
は
「
最
初
に
創
ら
れ
た
者
」
と
し
て
の
天
使
に
似
た
者
と
な
る
と

考
え
る
。
こ
れ
は
、
党
知
に
よ
る
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
を
経
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
空
間
ば
か
り
で
は
な
く
時
間
的
な
変
容
を
も
体
験
し
、

万
物
を
新
し
く
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
上

の
用
例
の
解
釈
で
は
、
時
制
的
に
過
去
・
未
来
の
意
味
づ
け
が
と
も

に
可
能
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
視
点
変
容
の
故
に
他
な

る
ま
い
。

彼
は
さ
ら
に
こ
の
変
容
の
時
間
論
を
、
休
ら
い
と
し
て
の
「
七
日

目
」
(
へ
プ
ド
マ
ス
)
、
新
し
い
日
と
し
て
の
「
八
日
自
」
(
オ
グ
ド
ア

ス
)
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
表
現
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
東
方
神
学

に
お
い
て
「
永
遠
に
続
く
復
活
の
光
」
を
意
味
す
る
「
八
呂
田
の
光
」

(
告
は
「
休
ら
い
の
呂
」
と
し
て
の
へ
プ
ド
マ
ス
に
根
ざ
す
と
さ
れ
る
。

「
異
邦
の
者
か
ら
信
へ
の
転
回
は
救
い
の
第
一
の
変
容
で
あ
り
、
信

か
ら
知
へ
の
転
回
は
第
二
の
変
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
更
に
愛
に
極

ま
っ
て
ゆ
く

0

・
:
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
覚
知
を
経
た
者
は
、
こ
の
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世
に
あ
っ
て
す
で
に
天
穫
に
も
等
し
い
橡
を
刻
ん
だ
者
で
あ
ろ
う
。

実
に
肉
の
う
ち
な
る
完
全
な
卓
越
性
を
極
め
た
者
は
、
常
に
そ
の
遮

わ
し
い
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
よ
り
善
き
も
の
へ
の
変
容
を
遂
げ
、
部
一

な
る
へ
ブ
ド
マ
ス
を
通
り
、
ハ
え
の
家
へ
、
真
な
る
主
の
住
ま
い
へ
と

運
ば
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
言
わ
ば
消
え
る
こ
と
の
な
い
永
遠
に
留
ま

る
光
、
い
つ
ど
こ
に
あ
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
光
と
な
る
と
と

で
あ
ろ
う
」
(
勾
六
円
呂
鳩
山
吋
wm)
。
「
第
七
の
日
(
へ
プ
ド
マ
ス
)
と

は
〈
休
ら
い
〉
と
名
付
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
悪
か
ら
の
離

脱
に
よ
っ
て
原
初
の
持
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
真
な
る
休
息
を
準

備
す
る
た
め
の
自
で
あ
る
。
こ
の
自
は
、
真
に
光
の
誕
生
す
る
最
初

の
臼
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
光
の
う
ち
に
す
べ
て
が
観
想
の
う
ち
に
援

か
れ
(ω
可
コ
け
7
0
0
「巴

g
一
)
、
す
べ
て
が
受
け
継
が
れ
る
。
こ
の
白
か
ら

わ
れ
わ
れ
の
許
に
第
一
の
知
恵
、
党
知
が
輝
く
。
な
ぜ
な
ら
真
理
の

光
と
は
真
な
る
光
で
あ
り
、
影
な
く
、
信
に
よ
っ
て
翠
化
さ
れ
た
人
々

に
主
の
護
を
分
け
隔
て
な
く
分
か
ち
与
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
光
は
諸
事
物
の
認
識
(
ぬ
玄
関
口
O
巴
ω)

の
た
め
の
灯
の
役
割
を
果

た
す
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
光
に
従
う
と
き
、
そ
の
生
涯
を

通
じ
て
パ
ト
ス
を
被
る
こ
と
の
な
い
者
と
な
る
。
こ
れ
が
〈
休
ら
い
〉

で
あ
る
」
(
仇
守

F
5
w
Z∞u
H
i
ω
)

。
?
」
の
よ
う
な
完
徳
の
域
に
達

し
た
者
が
、
ダ
ピ
デ
の
言
う
〈
主
の
聖
な
る
山
に
休
ら
う
人
〉
(
詩
編

一
密
l
)

で
あ
ろ
う
。
こ
の
山
と
は
天
上
的
な
教
会
で
あ
り
、
そ
こ

に
神
の
愛
知
問
者
た
ち
が
集
う
。
彼
ら
は
心
に
お
い
て
捧
ら
か
で
、
そ

の
う
ち
に
偽
り
の
な
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
安

怠
の
へ
プ
ド
マ
ス
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
神
と
の
類
似
を
示
す
善
き

業
に
よ
っ
て
、
恵
み
の
オ
グ
ド
ア
ス
を
受
け
継
ぐ
者
に
ま
で
高
め
ら

れ
、
飽
き
る
こ
と
の
な
い
観
想

(F81ω)
と
い
う
純
粋
の
観
照

(
3
0
円
足
立
山
)
に
専
心
す
る
」
(
め
マ
・
少
に

L
C∞
L
)。

上
の
用
例
か
ら
、
ク
レ
メ
ン
ス
が
、
「
休
ら
い
の
日
」
で
あ
る
へ
ブ

ド
マ
ス
と
、
復
活
の
日
そ
し
て
永
遠
に
続
く
「
八
日
目
の
日
」
で
あ

る
オ
グ
ド
ア
ス
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
党
知
に
お
い
て
真
な
る
休
ら
い
を
得
た
者
は
、

す
で
に
復
活
の
光
に
与
か
つ
て
お
り
、
「
神
の
観
照
」
の
う
ち
に
あ
る
。

人
は
こ
う
し
て
永
遠
の
光
の
う
ち
に
入
る
と
き
、
時
開
の
経
過
を
永

遠
の
相
の
も
と
に
お
い
て
観
想
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
視
覚
、
空
間
そ
し
て
時
間
を
聖
化
変
容
さ
せ
た
ク
レ
メ
ン
ス

は
、
人
間
の
持
て
る
別
の
意
味
で
の
力
で
あ
る
「
財
」
の
聖
化
へ
と

そ
の
視
点
を
向
け
る
。
説
教
の
形
を
と
っ
て
書
か
れ
た
「
救
わ
れ
る

富
者
は
設
か
い
(
心
巳
ω
色
〈

2
8
Z
2
z己
)
は
、
「
行
っ
て
あ
な
た
の

持
ち
物
を
売
り
払
い
、
貧
し
い
人
々
に
施
し
な
さ
い
」
と
い
う
イ
エ

ス
ス
の
勧
告
(
マ
ル
コ
一

O
紅
)
の
意
味
を
霊
的
な
意
味
に
解
釈
し

た
作
品
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
こ
で
棄
て
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る

の
が
人
間
の
内
奥
に
潜
む
数
々
の
情
動
・
情
念
で
あ
る
と
い
う
理
解

を
提
示
し
て
い
る
。

「
〈
す
べ
て
の
持
ち
物
を
断
念
し
〉
(
ル
カ
一
四
お
)
、
〈
あ
ら
ゆ
る
財
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産
を
売
り
払
え
〉
(
マ
タ
一
九
幻
)
と
い
う
提
は
、
霊
魂
の
情
動
に
つ

い
て
語
ら
れ
た
こ
と
に
沿
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
財
産
よ

り
も
む
し
ろ
、
霊
魂
の
情
動
を
棄
て
去
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」

(ρ
ロ
ω
H
P
白
)
。

ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
れ
ば
「
財
に
は
、
霊
魂
の
内
に
あ
る
も
の
と
、

霊
魂
の
外
に
あ
る
も
の
と
が
あ
る
」

(ρ
り
ω
E
U
H
)
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
「
霊
魂
は
、
内
的
な
財
〔
す
な
わ
ち
情
動
〕
に
お
い
て
乏
し
い
と

き
に
救
わ
れ
る
。
内
的
な
財
の
豊
か
さ
は
、
人
に
滅
び
を
も
た
ら
す

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
霊
魂
は
、
内
的
な
財
に
お
い
て
富
む
と
き
に

死
ぬ
。
人
を
疲
弊
さ
せ
る
の
は
内
的
な
財
だ
か
ら
で
あ
る
に

ρ
ロ
ωzw

g
と
説
か
れ
る
。
以
下
、
ク
レ
メ
ン
ス
自
身
の
一
一
言
葉
を
開
く
こ
と
に

し
た
い
。

「
〔
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
〕
隣
人
た
ち
に
と
っ
て

も
有
用
な
財
産
は
、
打
ち
捨
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
財
産
と
い
う
も
の
は
、
所
有
す
る
に
値
す
る
所
有
物
で
あ
り
、

有
力
さ
を
秘
め
た
力
で
あ
り
、
人
間
が
用
い
る
べ
く
神
か
ら
準
備
さ

れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
財
と
は
実
に
、
(
使
い
方
に
〕
通
じ

た
者
の
手
で
善
き
使
い
方
を
さ
れ
る
べ
く
準
備
さ
れ
備
え
ら
れ
た
、

言
わ
ば
素
材
で
あ
り
道
具
な
の
で
あ
る
」

(ρ
ロ
巴
P
H
)
。
「
持
て
る
も

の
の
う
ち
害
あ
る
財
は
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
も
し
そ
の
人

が
そ
の
財
の
正
し
き
使
い
途
に
通
じ
て
お
り
、
有
用
に
な
り
う
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
捨
て
去
る
べ
き
で
は
な
い
。
思
躍
、
節
制
、
敬
農
き

を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
な
ら
ば
、
(
財
は
〕
有
益
で
あ
る
口
有
害
な
も
の

は
打
ち
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
外
的
な
財
が
害
を
及
ぼ
す
こ
と
は

な
い
の
で
あ
る
」
(
わ
り

ωEwhF!日
)
。
「
主
は
外
的
な
財
を
用
い
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
。
主
が
打
ち
捨
て
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
の
は
、

生
活
の
た
め
に
必
要
な
財
で
は
な
く
、
そ
の
賜
を
悪
し
く
用
い
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
霊
魂
の
柔
弱
さ
と
情
動
(
宮
5
0
ω
)

に
他

な
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
弱
さ
に
関
す
る
豊
か
さ
は
、
ど
ん
な
場
合

で
あ
っ
て
も
死
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
。
だ
が
そ
れ
に
拝
ち
勝
て

ば
、
救
い
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
人
は
、
霊
魂
を
こ
う

い
っ
た
情
動
の
豊
か
さ
か
ら
浄
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
お
り
巴
少
H
)

。

ク
レ
メ
ン
ス
は
こ
の
よ
う
に
「
財
」
を
霊
的
な
意
味
で
捉
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
真
の
意
味
で
の
「
富
め
る
者
」
あ
る
い
は
「
貧
し
き

者
」
を
理
解
す
る
。
「
真
の
意
味
で
、
ま
た
相
応
し
く
富
め
る
人
と
は
、

徳
に
お
い
て
豊
か
で
あ
り
、
ま
た
い
か
な
る
運
と
言
え
ど
も
そ
れ
に

対
し
て
敬
慶
に
ま
た
信
浮
く
対
処
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
偽
り
の
富
者
と
は
肉
に
お
い
て
豊
か
で
あ
り
、

生
命
を
外
的
な
財
へ
と
転
化
し
て
し
ま
う
者
で
あ
る
。
・
:
(
一
方
)

哀
の
意
味
で
の
貧
し
き
人
は
獲
に
お
い
て
、
つ
ま
り
彼
自
身
の
情
動

に
関
し
て
貧
し
く
、
偽
り
の
貧
し
き
人
と
は
世
に
関
し
て
、
つ
ま
り

外
的
な
財
に
お
い
て
食
し
い
」
(
心
ロ
巴
P
H
I
N
)
。
「
〔
真
の
意
味
で
の

富
め
る
人
と
は
〕
、
獲
得
し
た
財
の
奴
隷
で
は
な
い
。
ま
た
議
魂
に
お

い
て
そ
れ
ら
に
臨
執
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
自
ら
の
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生
命
を
限
定
し
た
り
閉
じ
込
め
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
・
・
と
う
い

っ
た
人
こ
そ
主
か
ら
祝
福
さ
れ
る
人
で
あ
る
。
・
:
彼
は
天
の
障
を
受

け
継
ぐ
準
備
が
で
き
て
い
る
人
で
あ
っ
て
、
(
永
遠
の
〕
生
命
を
得
る

こ
と
の
で
き
な
い
〈
審
者
〉
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
(
心
ロ
巴
F
3
0

こ
の
よ
う
な
ク
レ
メ
ン
ス
の
財
の
神
学
を
、
先
の
「
光
に
よ
る
時

間
・
空
間
の
聖
化
」
あ
る
い
は
「
視
覚
・
聴
覚
の
諦
め
」
と
い
っ
た

ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
基
盤
か
ら
捉
え
る
な
ら
ば
、
財
も
人
間
の
も
つ

あ
る
種
の
力
、
「
援
の
溢
れ
」
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て
お
り
、
こ
れ

を
愛
の
譲
れ
@
護
の
瀧
り
と
し
て
人
間
が
用
い
る
な
ら
ば
、
世
界
を

変
容
さ
せ
る
大
き
な
力
と
な
し
う
る
と
い
う
彼
の
考
え
が
明
ら
か
と

な
ろ
う
。

七
、
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
畿
の
変
容

上
述
の
よ
う
な
ク
レ
メ
ン
ス
神
学
に
よ
る
と
、
こ
の
地
球
と
は
神

の
神
殿
で
あ
り
、
一
冗
来
「
八
日
自
の
光
」
す
な
わ
ち
永
遠
に
続
く
神

の
栄
光
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
覚
知
に
よ
っ
て
そ
の
光

を
体
内
に
内
在
さ
せ
、
思
惟
を
司
る
霊
魂
を
覚
知
で
満
た
し
、
「
霊
の

溢
れ
」
を
特
に
視
線
に
お
い
て
(
ま
た
財
の
用
い
方
に
お
い
て
)
体

現
す
る
と
き
に
、
真
の
「
神
の
似
像
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
う
い
っ
た
ク
レ
メ
ン
ス
の
神
学
と
、
先
に
吋
オ
デ
ュ
ツ
セ

イ
ア
い
に
含
ま
れ
、
作
品
の
内
的
変
容
に
対
し
て
大
き
な
意
味
を
担

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
「
落
涙
と
視
覚
の
浄
め
」
「
告
白
と
名
乗

り
」
「
死
の
体
験
と
し
て
の
冥
界
下
り
、
そ
こ
か
ら
の
再
生
」
と
い
っ

た
テ

i
y
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
の
中
で
は
詩

句
の
影
に
隠
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
テ

i
マ
が
、
ク
レ
メ
ン
ス
に
お

い
て
は
神
学
的
な
文
献
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
て
く
る
口
そ
し
て
そ
れ
ら
の
視
点
が
総
合
的
に
組
み
合
わ
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
マ
ス
ト
上
の
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
」
を
キ
リ
ス
ト

に
見
立
て
、
あ
る
い
は
盲
目
の
予
一
一
一
日
者
テ
イ
レ
シ
ア
ス
の
持
つ
務
を

十
字
架
の
木
と
毘
な
す
ク
レ
メ
ン
ス
の
「
異
教
予
型
論
」
的
な
寛
容

な
る
視
点
が
翻
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
明
確
に
な
っ
て
く
る
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
改
め
て
、
ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
探
究
か
ら
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
を
判
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
の
文
脈
に
則
し
て
語
る
こ

と
に
よ
り
、
吋
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
と
い
う
作
品
、
そ
し
て
オ
デ
ユ
ツ

セ
ウ
ス
と
い
う
英
雄
換
を
意
味
付
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

叫
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
九
(
)
十
二
巻
と
は
、
主
人
公
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ

ス
に
よ
る
ご
人
語
り
」
の
部
分
に
当
た
り
、
そ
れ
自
体
が
「
告
白
」

と
し
て
の
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
そ
の
「
告
白
」
に
至
る
前

に
主
人
公
自
身
の
落
涙
に
よ
る
「
視
点
の
津
め
」
が
あ
り
、
そ
れ
は

先
の
「
告
白
」
機
能
と
あ
い
ま
っ
て
、
作
品
後
半
部
に
向
け
た
作
品

の
内
的
変
容
の
エ
ネ
ル
ギ

i
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
主
人
公
自
身
が

過
去
か
ら
脱
却
し
未
来
へ
と
向
か
う
撹
点
の
転
換
を
意
味
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
再
生
の
体
験
は
「
冥
界
下
り
」
に
よ
っ
て
確

実
な
も
の
と
な
り
、
向
島
ハ
界
で
富
呂
の
テ
イ
レ
シ
ア
ス
が
将
来
を
予
言
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す
る
と
い
う
構
図
に
よ
っ
て
、
再
生
が
視
覚
・
光
と
、
ま
た
地
球
全

体
の
構
造
的
な
変
容
と
、
あ
る
い
は
時
間
的
な
刷
新
と
、
深
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
文
脈
に
お
い
て
考
え
る
と
き
、
テ
イ
レ
シ
ア
ス
の
携
え
る
「
黄

金
の
務
」

(LSH
♀
ミ

ωg口
県
与
可
O
D
)

が
地
上
に
立
て
ら
れ
て
放

つ
光
の
方
向
と
、
船
上
に
立
て
ら
れ
る
マ
ス
ト
の
向
き
は
、
共
に
畢
一

査
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
十
字
架
の
予
型
と
し
て
適
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
そ
れ
故
ク
レ
メ
ン
ス
に
お
い
て
、
海
上
を
行
く
船
の
マ
ス

ト
に
身
を
縛
っ
た
オ
デ
ュ
ツ
セ
ウ
ス
が
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
と
重

ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
と
、
宜
ハ
界
に
あ
っ
て
盲
目
の
テ
イ
レ
シ
ア
ス
が

視
力
を
得
る
坊
が
共
に
十
字
架
の
木
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
は
、
予

型
論
と
し
て
的
確
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
2
3

い
ま
吋
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
い
を
英
雄
叙
事
詩
と
し
て
捉
え
、
そ
こ

に
与
か
る
聴
衆
・
読
者
を
想
定
し
た
場
合
、
こ
の
作
品
に
は
そ
の
う

ち
に
つ
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
グ
と
い
う
英
雄
自
ら
の
名
乗
り
」
と
い
っ

た
工
夫
を
含
ん
で
お
り
、
聴
衆
が
英
雄
に
「
名
」
を
通
し
て
集
合
人

格
的
に
与
か
つ
て
ゆ
く
と
き
、
彼
ら
に
も
な
に
が
し
か
そ
の
変
容
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
及
ぶ
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。
そ
の
変
容
と
は
、
具
体
的
に
は
「
視
覚
」
「
聴
覚
」
の
浄
め
に
よ

っ
て
、
時
間
(
あ
る
い
は
過
去
)
を
一
挙
に
突
破
す
る
性
質
の
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
吋
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
い
の
中
で
は
、

「
時
間
的
遡
り
の
可
能
性
」
と
し
て
作
品
の
構
成
か
ら
帰
納
的
に
推
察

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ク
レ
メ
ン
ス
の
東
方
神
学
的
な
用
語
を

用
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
際
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
「
八
日
自
の
光
」
す

な
わ
ち
「
聖
霊
」
「
復
活
の
キ
リ
ス
ト
の
光
」
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の

に
他
な
る
ま
い
。
こ
れ
は
、
表
現
を
変
え
れ
ば
「
時
間
を
超
え
て
流

れ
る
人
間
の
神
性
」
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
最

も
明
瞭
な
形
で
現
れ
る
の
が
「
涙
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
五
三

「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
」
は
、
一
見
奇
妙
な
こ
と
に
主
人
公
オ
デ
ユ
ツ

セ
ウ
ス
で
は
な
く
子
の
テ
!
レ
マ
コ
ス
の
登
場
す
る
「
テ
!
レ
マ
キ

ア
」
か
ら
始
ま
る
。
「
テ
1
レ
マ
キ
ア
」
に
お
い
て
テ

i
レ
マ
コ
ス
は
、

女
神
ア
テ

i
ナ
i
に
従
願
に
従
う
「
子
」
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る

を
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
も
終
始
ア
テ

i
ナ
i
の
加
護
を
受
け
る
が
、

オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
が
テ

i
レ
マ
コ
ス
と
等
し
い
境
地
に
立
つ
た
め
に

は
九
{
}
十
二
巻
の
「
告
白
」
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
い
は
、
テ

i
レ
マ
コ
ス
、
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ

ス
、
ラ

i
エ
ル
テ

i
ス
の
三
代
の
窺
子
が
第
二
回
巻
に
お
い
て
ラ

i

エ
ル
テ

i
ス
の
荘
麗
に
集
合
し
、
父

i
子
i
孫
の
系
閣
が
正
統
的
な

も
の
に
回
復
さ
れ
て
終
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
最
後
に
締
め
括
る
の

は
女
神
ア
テ

i
ナ
i
で
あ
る

(
E
E
-
-
E∞)。

こ
こ
で
「
ギ
リ
シ
ア
神
話
」
と
い
う
大
き
な
背
景
の
中
で
オ
デ
ユ

ッ
セ
ウ
ス
像
を
考
え
て
み
る
と
、
彼
は
「
智
将
」
と
し
て
営
れ
高
く
、

ア
キ
レ
ウ
ス
と
と
も
に
ギ
リ
シ
ア
人
が
最
も
敬
愛
し
た
英
雄
で
あ
っ

た
。
も
っ
と
も
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
ア
キ
レ
ウ
ス
と
は
異
な
っ
て
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ト
ロ
イ
ア
戦
争
後
も
生
き
延
び
、
苦
難
を
経
は
し
た
も
の
の
ギ
リ
シ

ア
に
帰
還
し
た
。
ま
た
彼
は
「
木
馬
」
の
中
に
潜
ん
で
ト
ロ
イ
ア
を

縮
落
さ
せ
る
立
役
者
の
一
人
と
な
っ
た
。
木
馬
は
女
神
ア
テ

i
ナ
i

に
献
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
言
わ
ば
「
胎
内
」
に
オ
デ
ユ
ツ

セ
ウ
ス
た
ち
が
潜
ん
だ
こ
と
は
、
英
雄
(
半
神
)
と
塑
盤
(
神
人
)

と
の
類
奴
性
を
見
出
す
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
「
宿
り
」
の
前
表
と
さ

え
見
な
し
う
る
。
そ
し
て
「
木
馬
の
計
」
は
ト
ロ
イ
ア
叙
事
詩
翻
の

中
で
ち
ょ
う
ど
中
央
部
に
位
寵
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
あ
り
五
)
、
オ

デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
は
木
馬
へ
の
潜
み
を
通
し
て
死
と
再
生
を
経
た
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
構
成
、
あ
る
い
は

オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
の
生
涯
に
別
別
し
て
、
円
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
い
の
詩
人

ホ
メ
ロ
ス
は
そ
の
中
央
部
に
「
告
白
」
の
部
分
あ
る
い
は
「
箕
界
下

り
」
の
エ
ピ
ソ

i
ド
を
設
け
る
こ
と
で
、
あ
る
普
遍
的
な
「
死
と
再

生
」
の
パ
タ

i
ン
を
巧
み
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
吋
オ
デ
ュ

ツ
セ
イ
ア
」
に
語
ら
れ
る
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
↑
伝
説

的
英
雄
の
中
で
キ
リ
ス
ト
の
前
表
と
さ
れ
う
る
性
繋
を
備
え
て
い
る

こ
と
も
、
比
較
的
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
「
英
雄
叙
事
詩
」
と
し
て
の
吋
オ
デ

ユ
ツ
セ
イ
ア
」
は
、
民
が
英
雄
の
名
の
許
に
共
同
体
を
形
成
し
、
英

雄

1
半
神
の
精
神
性
に
与
か
る
た
め
の
、
あ
る
普
遍
的
な
場
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
英
雄
叙
事
詩

に
与
か
る
」
行
為
は
、
す
で
に
克
て
き
た
よ
う
に
吋
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ

の
内
的
構
造
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
過
去
の
も

の
と
な
っ
た
百
わ
ば
「
子
供
性
」
へ
の
共
同
体
規
模
で
の
時
間
的
遡

り
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
「
神
の
子
キ
リ

ス
ト
に
お
け
る
共
同
体
的
交
わ
り
」
を
旨
と
す
る
教
会
の
前
表
と
も

苦
い
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
場
を
創
造
し
た
詩
人

ホ
メ
ロ
ス
を
思
い
描
く
と
き
、
詩
人

Q
2
2
2
1創
造
者
)
と
は
あ

る
意
味
で
ク
レ
メ
ン
ス
の
習
う
「
覚
知
を
経
た
者
」
と
重
な
り
合
う

も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
ホ
メ
ロ
ス
の
言
葉
そ
し
て
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
英
雄
オ
デ
ュ

ツ
セ
ウ
ス
像
と
は
汁
八
日
目
の
光
」
を
充
分
に
受
容
し
う
る
神
殿
と

し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
人
類
が
普
遍
的
に
集
い

う
る
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
空
間
で
あ
れ
ば
、
そ
の
古
典
は
聖
文
献
と

し
て
の
性
格
を
も
充
分
に
満
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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八
、
結
論

ク
レ
メ
ン
ス
神
学
の
意
義

ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
「
マ
ス
ト
上
の
オ
デ
ユ
ツ
セ
ウ
ス

1
十
字
架

上
の
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
予
型
論
的
解
釈
は
、
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、

ギ
リ
シ
ア
古
典
を
も
出
約
聖
護
的
な
聖
典
に
向
け
て
霊
化
す
る
た
め

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
!
の
根
底

に
潜
む
の
は
、
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
・
宇
富
的
規
模
で
の
変
容
を
目

指
し
た
彼
の
限
の
寛
容
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
「
詩
」
(
官
。
芯
日
ω)

を
共
同
体
に
お
け
る
創
造
(
志
一
2
2
)
の
場
と
す
る
眼
、
ま
た
涙
の



う
ち
に
人
間
に
普
遍
的
な
神
性
を
認
め
る
限
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。

古
典
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
文
献
と
で
は
、
同
一
の
規
準
に
よ
る
解

釈
が
困
難
で
あ
り
、
両
者
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
視
点
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
あ
く
ま
で
も
正
統
教
義
に
根
ざ
し
た
「
覚
知
」

(
グ
ノ

i
シ
ス
)
主
義
を
打
ち
樹
て
る
こ
と
で
こ
の
難
題
を
解
決
し
、

文
献
学
史
上
極
め
て
稀
な
こ
と
に
、
古
典
文
学
に
も
聖
文
献
に
も
偏

る
こ
と
の
な
い
公
正
な
「
限
」
を
形
成
し
、
侶
約
・
新
約
聖
書
そ
れ

に
教
父
学
の
流
れ
と
、
古
典
文
学
お
よ
び
古
代
哲
学
の
潮
流
を
一
つ

の
教
育
機
関
「
塾
」
に
お
い
て
講
義
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え

よ〉つ。

〈注〉

※
本
稿
は
、
一
九
九
一
二
年
十
二
月
四
日
に
行
わ
れ
た
第
幻
自
教
父
研
究
会
(
於

聖
心
女
子
大
学
)
に
お
い
て
お
こ
な
っ
た
問
題
邑
で
の
口
頭
発
表
の
原
稿

を
、
一
部
修
正
加
筆
の
う
え
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
を
主
宰
し
て

お
ら
れ
る
加
藤
信
朗
先
生
を
は
じ
め
、
お
世
話
に
な
っ
た
諸
先
生
方
に
こ

の
場
を
借
り
て
感
謝
の
窓
を
表
し
た
い
。

(
l
)

こ
の
時
代
の
教
父
た
ち
の
諸
作
品
は
「
中
世
思
想
原
典
集
成
い
第
二
巻

吋
盛
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
』
(
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
訳
/
監
修
、
平
凡

社
、
一
九
九
一
一
年
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
2
)

ク
レ
メ
ン
ス
の
全
般
的
な
紹
介
に
関
し
て
は
H

・
0
5
ω
Z
P

~UQNS守
備
空
〈
O
一-N
W
C門
誌
の
町
二
甲
山

OW
印

ω
p
r

目。ミ
R
h
-
Q
M芝
江
町
S
B
m

h

営
与
ミ
ミ
ミ
尽
き
さ
き
H
h
h
h
r
h

み
さ
元
立
に
ま
町
、
お
よ
び
久
山
宗

彦
「
コ

i
ラ
ン
と
聖
書
の
対
話
」
(
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
三
年
)
を

参
照
。

(
3
)

谷
隆
一
郎
「
信
と
知
の
探
究
」
そ
の
一
(
「
エ
イ
コ

i
ン」
(
J

東
方
キ

リ
ス
ト
教
研
究
j
新
世
社
刊
、
第
四
号
二
六

i
四
三
頁
、
一
九
九

O
年
て

そ
の
こ
(
同
第
六
号
二

i
二
O
頁
、
一
九
九
一
年
)
を
参
照
。

(
4
)
7
4
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
い
を
め
ぐ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
解
釈
史
の
中
で
の

ク
レ
メ
ン
ス
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
戸
間
山
『
号
♂
〔
M3.R旨
札
h
q
b一向

ミいて町宮司
N
N
i
忌
益
見
N
.
n
p
q
b
g言
喝
容
出
ωω
ぬ一

HU
∞U
J
]

足
立
P

吋
宮

、EEミ
n
b
s丸
町
守
民
的
円
札
h
N
一
、
認
可
守
s
a
m
G
(
ロ・

]
O
W
P
A
2
3
0
仏
」
ミ
SB

」

uhwE
ミ
ミ
N
お
お
礼
町
守
、
礼
的
円
一
匹
お
お
吋
廿
宮
内
常
温

2
0江
o

p

E
∞N
W
ω
1
5
)
W
H・

3
口一色
o
F
h
司
令
芯
ミ
ミ

E
る
(
u
b
s
s
s
b
o
q
N
3
.
3
F
〈

O}・NW

のむを~

hhga向。
s
k
hミ
凡
さ
な
丘
町
内
ど
へ
定
員

F
O
E
S
H
U
口増
g
i
g
を
参
照
。

邦
語
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、
佐
藤
吉
昭
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ

ン
ス
に
お
け
る
古
代
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
観
」
(
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究

所
編
吋
古
代
に
お
け
る
自
然
観
町
二
二
七

i
二
五
三
頁
、
創
文
社
、
一
九

八
九
年
)
が
参
考
に
な
る
。

(
5
)

ク
レ
メ
ン
ス
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は

0
・

ω広
毘
古
(
ゆ
仏
・
)
切
の
の
ω
ロ

(-mvω
出
)
咽

ωi∞
凸
(
司
吋

O
可
。
。
民
roω)w
∞
吋

iω
仏
〔
)
(
司
忠
弘
山
間

O問。
ω)
一
円
山
(
回
。

ωゆ
)

u

同一-

(
H
U
D
U
)
ω
i
H
O
N
G可
O自
主
包
ω)
一口湖

5
ω
i
Z
ω
(開
u
〈
の
ぬ
「
℃
広

)w

お山
iEω

(
何
己

O問
凶
作
)
"
同
日

1
5
H
(心
丘
ω
住
〈
g

g

Z

2
良
心
)
を
用
い
た
。
こ
の
他
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出

O己
R
g
の
}qm止めロロ
g
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の

(
Z
D
N
u
s
w
吋
P
M
O∞
uM
器、

ミ
∞
)
を
適
宜
参
照
し
た
。
ラ
テ
ン
語
訳
と
し
て
は
]

1

H

)

・
忠
一
関
誌
(
ゆ
門
戸
Y

M
U
E
S
E柱
内
仰
の
g
o
n
p
g
g
-
∞
wu
を
、
独
訳
と
し
て
は

0
・
切
円
以
巴
吉
に
よ

る
も
の
(
∞
5
5
2
Y岳
民
号
同
町
n
y
gぐ
M
H
5
1
吋
∞
"
コ
wHUWNP
呂
ロ
ロ
nymコ

Hus-ω
∞
)
を
照
い
、
上
記
誌
の
仏
訳
を
も
参
照
し
た
。
そ
の
他
〕
町
内
山
吋
・

を
ωCコ
(
門
戸

)
w
Q
S
S
N
O
¥
へと

8
ミ
言
、
山
口
3

5

5
切
除
"
ヤ
句
、

(30

3

5
め
3
0
ご
z
g
R
n
Y
〈

O「∞印
)w
宅
S
E
コ
担
。
コ
ロ
-
n・
5
U
H
の
英
訳
お

よ
び
解
説
が
参
考
に
な
っ
た
。

(
6
)

「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
」
に
関
し
て
は
岩
波
文
庫
販
の
呉
茂
了
誠
(
上
、

下
)
、
お
よ
び
久
採
正
彰
吋
オ
デ
ュ
ツ
セ
イ
ア
{
}
伝
説
と
叙
事
詩
'ee--}

」
(
岩
波

警
底
、
一
九
八
三
年
)
を
参
照
。

(
7
)

え
ど
]
O
R
L口一
0
・
〉
白
宮
ヨ
宮
(
E
y
h
h
uミ
る
む
.
n
c
s
b
ト
mNN.8F

。×内

O吋
門
日
同
ゆ

m
H
n
H
m・0

(
8
)
Z
-
M
N
m
w
Y
D
O吋
w
もも・江戸、

ωNHlお∞・

(
9
)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
場
合
に
関
し
て

論
究
し
た
も
の
と
し
て
拙
稿
「
ニ
ユ
ツ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
「
神

の
録
」
理
解
の
変
容

i
人
間
性
の
再
構
築

i
」
(
吋
外
国
語
科
研
究
紀
要
/
古

典
語
教
室
論
文
集
」
第
西

O
巻
六
号
、
一
一
五

1
五
二
頁
、
東
京
大
学
教
養
学

部
外
国
語
科
一
編
、
一
九
九
三
年
)
、
特
に
四
三

1
四
回
頁
。

(
日
)
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
「
旧
約
聖
書
の
注
解
者
」
と
し
て
捉
え

た
も
の
と
し
て
拙
稿
「
ニ
ユ
ツ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
謹
脅
解
釈

の
展
開
二
茜
洋
古
典
学
研
究
主
号
、
八
八

1
九
七
真
、
岩
波
書
庖
、
一

九
九
二
年
)
。

(
日
)
こ
の
点
に
関
し
て
は

w-
イ
ェ

i
ガ

i
(
野
町
啓
訳
)
『
初
期
キ
リ
ス

ト
教
と
パ
イ
デ
イ
ア
」
(
筑
燈
諮
…
加
、
一
九
六
四
年
)
、
一
一
一
一
{
}
一
一
一
出
頁
。

(
立
)
ギ
リ
シ
ア
教
父
た
ち
に
お
い
て
特
に
顕
著
な
聖
霊
内
在
の
神
学
に
関

し
て
は
、
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
/
デ
ィ
デ
ュ
モ
ス
(
小
高
毅
訳
)
吋
聖
掛
一
塁
控
(
上

智
大
学
神
学
部
編
、
都
文
社
、
一
九
九
二
年
)
の

P
・
ネ
メ
シ
ェ
ギ
氏
に
よ

る
「
序
誌
」
を
参
照
。

(
日
)
特
に
吋
雅
歌
い
三
7
、
六

8
な
ど
の
解
釈
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
「
雅

数
講
話
」
(
大
森
、
宮
本
、
谷
、
楳
崎
、
秋
山
共
訳
、
新
世
社
、
一
九
九
一

年
)
、
一
六

O
一
員
注
七
を
参
照
。

(
M
)

こ
の
面
か
ら
、
ロ
!
マ
の
詩
人
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
叙
事
詩
「
ア
エ
ネ

イ
ス
同
の
解
釈
を
試
み
た
も
の
と
し
て
拙
稿
「
ベ
巴
S
E
8
5
E
Mぺ
(
〈

2
・

h
t
t
E咽
K
A
室
内
ひ
戸
∞
由
民
)
を
め
ぐ
る
一
考
察

1
「
牧
歌
」
第
四
歌
と
の
関
連

で
(
)
」
(
プ
ム
ポ
ス
」
第
一
回
号
、
四
(
j
十
五
頁
、
木
魂
社
、
一
九
九
三
年
)
。

(
日
)
東
方
教
会
に
缶
統
的
に
伝
わ
る
「
イ
エ
ス
ス
の
名
の
祈
り
」
は
こ
の
点

を
明
確
に
表
し
て
い
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
無
名
の
巡
礼
者

i
あ
る
ロ

シ
ア
人
巡
礼
の
手
記

1
い
(
ロ

i
テ
ル
訳
、
エ
ン
デ
ル
レ
書
倍
、
一
九
六
七

年
)
、
セ
ル
・
パ
ス
ツ
ー
ル
(
高
橋
正
行
訳
)
「
イ
エ
ス
ス
の
祈
り
」
(
あ
か

し
謹
一
民
、
一
九
七
八
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
彼
ら
の
著
作
と
し
て
は
、
前
掲
注
(
4
)
に
挙
げ
た
も
の
の
他

4
4

宮
市
針
。
叶
w見
之
さ
ね
誌
は
芯
町
営
河
内
凡
さ

SNh凡
で
。
立
込
町
内
w図。ユ一口

5
8
u
開
・
己

2

2
2
2
w
守司
N
h
s
g、
E
K
V
Q苛
さ
ね

§
3
3
5
b
e
R
h
p
.
g
h州
、
民
も
さ
町
高

bhw~UQH3WNH.QNhF
日

J
E
ω
E
E
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
口
)
ク
レ
メ
ン
ス
の
こ
の
面
に
関
し
て
は
、
宮
本
久
雄
「
教
父
と
愛
智
」
(
改
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定
増
補
版
、
新
世
社
、
一
九
九

O
年)、

セ
ン
ト
を
置
い
て
吋
記
述
し
て
い
る
。

(
国
)
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
伝
わ
る
文
献
学
・
書
誌

学
的
学
統
、
及
び
民
地
に
あ
っ
た
大
図
書
館
/
ム

i
セ
イ
オ
ン
の
果
た
し

た
役
割
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ム
ー
セ
イ

オ
ン
に
関
し
て
は

M
・
エ
ル

i
ア
バ
デ
ィ
著
(
松
本
慎
二
訳
)
吋
古
代
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
図
書
館

i
よ
み
が
え
る
知
の
宝
庫

1
」
(
中
央
公
論
社
、
一

九
九
一
年
)
を
参
照
。

(
日
)
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
に
関
し
て
は
回
開
口
巴

Aqw
印
・
ア
吋
宮
町
名
、

ゐ
¥
円
宮
阿
山
町
、
守
町
営
再
F
の
自
己
σ門戸
moHUUH
・

(
初
)
な
お
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
当
否
に
関
し
て
は
、
こ
れ
が
「
イ
ス
カ
リ

オ
テ
の
ユ
ダ
は
救
わ
れ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
連
な
る
苗
を
含
ん
で
お
り
、

東
方
と
西
方
の
神
学
の
大
き
な
分
岐
点
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
窓
し
て
お

き
た
い
。
東
方
の
神
学
で
は
、
ユ
ダ
も
最
後
の
晩
餐
の
と
き
に
キ
リ
ス
ト
の

体
と
血
に
あ
ず
か
っ
た
た
め
に
、
彼
が
地
獄
に
落
ち
た
の
は
事
実
で
あ
る

が
、
彼
に
よ
っ
て
明
か
り
が
地
獄
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
も
事
実
で
あ
り
、
盟

体
は
彼
と
と
も
に
あ
り
、
光
は
地
獄
に
あ
っ
て
も
輝
き
続
け
る
と
考
え
る

傾
向
が
強
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
わ
含
戸
ド
ハ

i
テ
ィ
「
い
ほ
り
の
鐙

性
」
(
中
央
出
版
社
、
一
九
八
八
年
て
二
八
一
一
貝
を
参
照
。

(
幻
)
な
お
吋
ア
エ
ネ
イ
ス
」
に
お
け
る
冥
界
下
り
に
関
し
、
教
父
的
な
発
想

を
取
り
入
れ
て
解
釈
を
試
み
た
も
の
と
し
て
前
掲
注

(
M
)
の
拙
稿
を
参

照。
(n) 

一
二
三

1
一
二
七
頁
が
特
に
ア
ク

」
の
点
に
関
し
て
は
前
掲
注

(
4
)
の
佐
藤
論
文
を
参
照
。

(
お
)
ち
な
み
に
前
掲
注
(
日
)
に
掲
げ
た
「
イ
エ
ス
ス
の
名
の
祈
り
」
に
も
、

身
体
構
造
へ
の
関
心
が
強
く
見
ら
れ
る
。

(μ)

「
八
日
自
の
光
」
を
含
め
て
、
東
方
神
学
に
お
け
る
「
光
の
神
学
」
に

関
し
て
は
、

G
・
マ
ロ

i
ニ
イ
(
大
森
正
樹
訳
)
「
東
方
キ
リ
ス
ト
教
神
学

入
門
(
}
つ
く
ら
れ
ざ
る
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
{
〉
」
(
新
世
社
、
一
九
八
八
年
)
が

簡
潔
に
解
説
し
て
い
る
。

(
お
)
本
稿
で
は
部
分
的
な
一
一
一
一
口
及
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
古
代
・
教
父
時
代
に
お

け
る
十
字
架
像
の
象
徴
的
意
味
に
関
し
て
は
、
出
・
河
川
ヰ

5
9
h〉
E
S
E

2
5
2
〈
一
一

U
2
5
3
Z
R
y
o
、E
C
J
E
…N
R門的
nP3H吋

kw.可
宮
忌

-opnpぬ

同ユ君。
~o-hは
吋
印
u
巴印
ωuω
∞印
t
E
C
一
〕
ロ
山
口
一
色
o
F
込
町
一
昨
吉
ミ
ミ
同
町
、
ん
て

ハリ

p
s
s
s
p
n
h
3
.
R
〈

O
F
M出向
U
J
S
E色
、
矢
、
S
C
N
6
ハ
U
F
S芯
ミ
φ
J

F
C
コ仏
O
ロ
H
U
E
を
参
照
。
ま
た
特
に
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
解
釈
に

つ
い
て
は
り
・
「
出
向
}gw
斗

吉

宮

g口
一
コ
向
。
ご
Z
E
Q
o
ω
ω
v
w
w
w
E

一コミ

昏
器
、

MU尽
き
む
き
ミ
.
や
品
。
ョ
ミ

38u(USσ
円
一
色
問
。
京

ωga

わ

7
5
2
Z
H
U∞ゲ

ω
O
U
1
2∞
、
ク
リ
コ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
関
し
て
は

Hu-ponra

s
E
q
w
M
J
Eミ
鳥
時
貯
ミ

NhH
片
足
円
札
岳
民
話
N
h
N
S
b
R
V
E
U凶
器
的
〔
り
を
3
2・

円むさ
g
w
吋円一号

Humm
を
参
照
。

(
お
)
古
典
ギ
リ
シ
ア
文
学
に
お
い
て
「
涙
」
が
関
わ
る
箇
所
と
し
て
は
、
ロ
・

〉

3
2
-
P
C
3
.高
足

N
g
h守
護
虫
忌
S
F
N
~凡
な
町
、
む
な
伝
詩
句
、
町
内
室
町
民

u

hhu港町、
hw-b~ub凶
円
。
ぷ
℃
R
2
昌
也
む
に
詳
細
な
カ
タ
ロ
グ
と
研
究
が
あ
る
。

一
方
策
方
教
会
に
お
い
て
も
「
涙
の
賜
物
」
が
強
調
さ
れ
る
。

j
i
E
・ル

ル
l
(古
谷
功
監
修
、
高
橋
正
行
訳
)
吋
ア
ト
ス
か
ら
の
言
葉
」
(
あ
か
し
欝

薦
、
一
九
八
二
年
)
な
ど
を
参
照
。
な
お
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
も
認
め
ら
れ
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る
こ
の
d
oロ
ロ
ヨ
宮
内
ユ
ヨ
お
「
ロ

gwの
思
想
に
関
し
て
は
け
出
誌
の

r
R
u
3
.
w
、.

5
行
日
¥
ミ
ミ

h
N
w
u
h
X司
NhHhw員同
R
M
w
y
山
口
口
の

F
3
5
ω
M
M
H
ω
∞1
5
N
が
鋭
く
指

摘
し
て
い
る
。

(
幻
)
当
・
』
凶
作

m
o
F
3
5
S
(開
口
紅
・

5
5
ε
c・
呂

mY2)噂
〈
O

一-
Y
Nゆ

i
s
w
O江
o
E
S合
同
に
よ
れ
ば
、
「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
い
第
一

i
四
巻
(
テ

i
レ
マ
キ
ア
)
の
窓
味
は
、
女
神
ア
テ

i
ナ
ー
に
よ
る
テ

i
レ
マ
コ
ス
へ
の

教
育
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
お
門
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
い

α
巻
に
関
し
て
は
久

保
正
彰
コ
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
」
の
詩
人

iα
の
諾
ワ
構
造
に
つ
い
て
t
乙

(
川
川
島
重
成
/
荒
井
献
編
吋
神
話
・
文
学
・
塑
磐
」

i
西
洋
古
典
の
人
間
理

解

i
、
教
文
館
、
一
九
七
七
年
、
七

i
四
二
頁
)
。

(
お
)
ト
ロ
イ
ア
叙
事
詩
麹
に
関
し
て
は
両
道
男
「
ホ
メ
ロ
ス
に
お
け
る
缶

統
の
継
本
と
創
造
」
(
部
文
社
、
一
九
八
八
年
)
を
参
照
。
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※
本
稿
は
、
平
成
五

i
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
ご
般
研
究
C
)

「
古
代
地
中
海
世
界
に
お
け
る
自
然
理
解
と
宗
教
観
」
の
交
付
を
受
け
、
そ

の
研
究
成
果
の
一
部
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
関
係
の
方
々
各
位

に
、
こ
の
場
を
信
り
て
諾
意
を
表
し
た
い
。



Reformatio Huma口itatis

per Cle立lentemAlexandrinum 

一一一一adtransmutandarn Ulixis inlaginelTI一一一

IVlanabu AKIY AMA 

Clemens Alexandrinus (150""'-'215)， pater graecus， est unus maxime 

humanisticus patrum ecc1esiasticorum. Clemens in suo Prot1ゆticoprae-

posuit interpretationem symbo1icam; secundum illum， Ulixes rudente ad 

lignum navis adstrictus (inμ) ， J esum Christum crucifixum prae自gurat;et 

aureum sceptrum， quo Tiresias in inferno se sustinet， etiam praefigurat 

crucem Christi. 

Talis Clementis interpretatio praefigurativa videtur in ipsa continere， 

1 fidem ut praefiguratio Christi etiam in paganitate inveniatur ; 2 spem ut 

carmen heroicum， quod scilicet haereditatis populorum Graecorum est， 

efficaciter formet communionem in spiritu. 

Humanitas ante adventum Christi， saepe habet poemata， in quae 

populi corpora1iter inire possent; exempli gratia， Vetus Testamentum 

continet Canticum Cαnticorum， quod potest interpretatum esse pro collo-

quio inter Deum et communitatem populorum; in hoc sensu， poema 

genera1iter habet naturam tabernac1i vel 'templi' (cf. Vergilius， G. 3， 13) 

Clemens posuit suum Theologiae fundamentum in 'cognitione' ; haec 

gηosis， procedit ab purificatione ad contemplationem Dei principa1iter per 

confessionem; hic modus purificationis invenitur etiam in tempore anti-

quo; hanc inde per rationem， communem etiam antiquitati， altera 

Clementis Theologiae paritur natura， 'restitutio universalis'， apol?'atast，αsお.

Ab cognitione et purificatione per lumen verum， ]esum， Clemens 

primum sanctificat visum， deinde spatium vel hanc terram; nam in medio 

terrae loco occupat sanctissima arca; hanc sedem tenet in corpore 

humano， intellectus; in tali modo， inhaeret hominibus sanctus spiritus per 

lumen. Clemens inde sanctificat tempus; secundum illum， per res-

titutIonem universalem， homo五etangelus， primo creatus; Clemens tan-

dem transmutat divitias; divitiis enim inest vis spiritus vel caritatis. 
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Ceterum， 'Ulixes ad lignum' et 'Tiresias in inferno' continentur in 

'confessione¥ut ita dicam， vel 'soliloquio' Ulixis， quod durat ab L ad μ 

Odysseae; tempus in hac confessione contentum， in五neμreponit

audientes recte ad initiumα， scilicet in tempus Ulixis adventi ad insulam 

Ogygiam; haec positio etiam in irltioεinvenitUl・ Talisconstructio 
A 

Odysseae interna， potest praebere participantibus hoc carmine， pOS-

sibilitatem reditionis temporalis; catabasis etiam in tali sensu signi五cat

regenerationem， sci1icet mortem et resurrectionem. 

Secundum igitur Clementis interpretationem theologicam， Odyssea 

fiet unus locus， in quo homines generaliter percipiant regenerationem vel 

reversionem temporalem， nimirum ad statum filii (Odyssea re vera incipit 

ab Telemachia) ; in hac regeneratione， lacrima， quam Ulixes ante suam 

confessionem cadit， habet vim puri五cationis，significans， meo judicio， 

divinitatem hominibus universa1iter inhaerentem. 

Poeta Homerus ergo fiet， ut ita dicam， 're'creator hominum， et car-

men heroicum item五etlocus 're'creationis universalis per Clementem， 

praefigurationem Christi etiam in paganitate reperientem. 

- 54 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026

