
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
全
５６
篇
の

ラ
テ
ン
語
説
教
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

中

山

善

樹

１

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
批
判
的
校
訂
版
全
集
ラ
テ
ン
語
著
作
集
の
第
Ⅳ
巻
に
は
、
全
５６
篇
の
ラ
テ
ン
語
説
教
が
収
録
さ
れ
て
い
る
⑴
。
そ
れ

ら
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
編
纂
者
Ｊ
・
コ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
考
察
の
多
面
性
、
そ
の
思
想
の
深
さ
、
そ
の
比
喩
の
大
胆
さ
、
そ
の
言
葉

の
豊
か
に
よ
っ
て
驚
嘆
す
べ
き
も
の
で
あ
り
⑵
、
そ
れ
ら
は
時
と
し
て
「
思
惟
の
歩
み
の
未
曾
有
の
高
揚
」⑶
を
将
来
さ
せ
る
類
の
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
ま
た
、
本
来
の
ラ
テ
ン
語
説
教
の
草
稿
で
あ
り
、
ト
ル
ソ
ー
で
も
あ
っ
た
。
も
し
そ
れ
ら
が
完
成
し
て
い
た

ら
、
現
存
の
全
著
作
の
な
か
で
最
も
完
成
度
の
高
い
、
卓
越
し
た
作
品
で
あ
る『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』（Expositio

sanctiEvangeliise-

cundum
Iohannem

）
を
も
凌
駕
す
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
⑷
。

し
か
し
現
存
の
５６
篇
の
ラ
テ
ン
語
説
教
が
彼
の
書
い
た
す
べ
て
の
ラ
テ
ン
語
説
教
か
と
い
う
こ
と
に
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。『
ヨ

ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
の
本
文
と
タ
ブ
ラ
に
は
、「
こ
の
書
の
最
後
に
あ
る
説
教
」（serm

o
in
fine

libri

）
が
こ
の
聖
句
を
扱
っ
て
い
る
と

い
う
意
味
の
言
句
が
い
く
つ
か
出
て
く
る
。
そ
し
て
実
際
、
そ
れ
ら
の
聖
句
の
い
く
つ
か
は
、
現
存
の
ラ
テ
ン
語
説
教
の
う
ち
に
見
出
さ
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れ
る
の
で
あ
る
⑸
。
し
か
し
反
対
に
、
現
存
の
ラ
テ
ン
語
説
教
の
う
ち
に
は
見
出
さ
れ
な
い
聖
句
も
存
在
す
る
⑹
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
察

さ
れ
る
こ
と
は
、
現
存
の
ラ
テ
ン
語
説
教
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
書
い
た
す
べ
て
の
ラ
テ
ン
語
説
教
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で

に
伝
承
の
過
程
で
失
わ
れ
た
説
教
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
も
、
現
存
の
ラ
テ
ン
語
説
教
は
コ
ッ
ホ
の
言
う
よ
う
に
ト
ル
ソ
ー

で
あ
る
⑺
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
は
じ
め
に
現
存
の
ラ
テ
ン
語
説
教
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
全
著
作

の
う
ち
で
占
め
る
位
置
を
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

２

す
で
に
他
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
存
の
ラ
テ
ン
語
著
作
の
う
ち
の
主
要
な
作
品
は
、
未
完
の
大
作
『
三
部
作
』（O

pus
tripartitum

）

の
一
部
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。『
三
部
作
』
は
「
序
文
」（Prologi

）、「
提
題
集
」（O

pus
propositionum

）、「
問
題
集
」（O

pus

quaestionum

）、「
註
解
集
」（O
pus

expositionum
）
か
ら
成
り
、
そ
の
う
ち
「
註
解
集
」
は
本
来
の
「
註
解
」（Expositiones

）
と

「
ラ
テ
ン
語
説
教
集
」（O

pus
serm

onum

）
か
ら
成
立
し
て
い
た
。
現
存
の
ラ
テ
ン
語
著
作
の
う
ち
「
三
部
作
全
般
的
序
文
」（Prolgus-

generalis
in

opus
tripartitum

）、「
提
題
集
序
文
」（Prologus

in
opus

propositionum

）、「
註
解
集
序
文
」（Prologus

in
opus

exposi-

tionum

）
は
、
そ
の
「
序
文
」
に
あ
た
り
、『
創
世
記
註
解
』（Expositio

libriG
enesis

）、『
創
世
記
比
喩
解
』（Liber

parabolarum
G

ene-

sis

）、『
出
エ
ジ
プ
ト
記
註
解
』（Expositio

libri
Exodi

）、『
知
恵
の
書
註
解
』（Expositio

libri
Sapientiae

）、『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註

解
』、『
雅
歌
註
解
』（
断
片
）（Expositionis

C
antici

C
anticorum

）、
そ
れ
に
コ
ッ
ホ
に
よ
る
と
⑻
、『
シ
ラ
書
２４
章
に
つ
い
て
の
説
教

と
講
解
』（Serm

ones
et

Lectiones
super

Ecclesiastici
c.

24

）
は
、
そ
の
「
註
解
集
」
に
あ
た
る
が
、「
提
題
集
」
と
「
問
題
集
」
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
に
属
す
る
作
品
は
伝
承
さ
れ
て
き
て
お
ら
ず
、
僅
か
に
「
三
部
作
全
般
的
序
文
」
に
そ
の
あ
ら
ま
し
の
形
態
が
素
描
さ
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れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。『
パ
リ
討
論
集
』（Q

uaestiones
Parisienses

）
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
そ
の
「
問
題
集
」
に
属
す
る
も
の
で

は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。他
の
二
つ
の
ラ
テ
ン
語
説
教
、『
一
二
九
四
年
の
復
活
祭
に
パ
リ
で
行
わ
れ
た
説
教
』（Serm

o
Paschalis

a.1294

Parisius
habitus

）、『
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
祝
日
に
パ
リ
で
行
わ
れ
た
説
教
』（Serm

o
die

b.
Augustini

Parisius
habitus

）
は
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
若
年
時
代
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
三
部
作
』
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
の
著
作
の
な
か
に
は
、『
ロ
ー
マ
書
註
解
』
を
は
じ
め
、
多
く
の
作
品
が
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
も
、
そ
も
そ
も
現
存
し
な
か
っ
た
と
見
る
研
究
者
も
い
る
が
⑼
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
異
端
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
伝
承
の

過
程
で
失
わ
れ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
だ
ろ
う
。

さ
て
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
全
５６
篇
の
ラ
テ
ン
語
説
教
が
そ
の
「
説
教
集
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
コ
ッ
ホ
は
特

に
立
ち
入
っ
た
議
論
も
す
る
こ
と
も
な
く
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
が
草
稿
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、「
説
教
集
」
に
属
す
る
と
い
う
見
解
に

は
否
定
的
で
あ
る
⑽
。
し
か
し
著
名
な
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
者
で
あ
る
Ｋ
・
ル
ー
は
、
そ
れ
ら
は
草
稿
で
は
あ
る
が
、「
説
教
集
」
に
属

す
る
と
考
え
る
。
ル
ー
に
よ
れ
ば
、
ラ
テ
ン
語
説
教
の
伝
承
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
通
常
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
⑾
。
そ
も
そ
も
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
の
タ
ブ
ラ
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
の
聖
句
を
二
つ
の
様
態
、
す
な
わ
ち
註

解
の
様
態
と
説
教
の
様
態
で
解
釈
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
⑿
。
そ
こ
か
ら
「
註
解
集
」
が
本
来
の
「
註
解
」
と
「
ラ
テ
ン
語
説
教

集
」
に
分
か
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
事
実
、『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
に
出
て
く
る
聖
句
は
「
そ
の
書

の
最
後
に
あ
る
説
教
」
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
⒀
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
ル
ー
と
同
じ
く
、
こ
れ
ら
の
ラ
テ

ン
語
説
教
は
『
三
部
作
』
の
「
ラ
テ
ン
語
説
教
集
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
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３

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
ラ
テ
ン
語
説
教
の
執
筆
時
期
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
確
定
的

な
こ
と
は
何
も
言
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
、
い
く
つ
か
手
が
か
り
が
あ
る
。
一
つ
は
や
は
り
『
ヨ
ハ
ネ
福
音

書
註
解
』
の
本
文
と
タ
ブ
ラ
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
明
確
に
、「
こ
の
書
の
最
後
に
あ
る
説
教
」
に
、
し
か
じ
か
の
聖
句
は
論
じ
ら
れ
て
い

る
旨
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
ラ
テ
ン
語
説
教
が
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
の
前
に
、
た
と
え
草
稿
で
あ
る
に
せ
よ
、
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
。
前
論
⒁
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
は
そ
の
本
文
の
う
ち
に
「
聖
ト
マ
ス
」（sanctus

Thom
as

）⒂
と
い
う

表
現
を
含
ん
で
お
り
、
ト
マ
ス
が
列
聖
さ
れ
た
の
は
、
一
三
二
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
年
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
か
つ
て
自
分
が
学

ん
だ
ケ
ル
ン
の
ド
ミ
ニ
コ
会
神
学
大
学
の
学
頭
に
就
任
し
た
年
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
は
、
少
な
く
と
も
そ

の
一
部
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
晩
年
の
ケ
ル
ン
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ラ
テ
ン
語
説
教
に
も
、「
聖
ト
マ
ス
」
と
い
う
表
現
が
見
出
さ
れ
る
⒃
。
こ
の
こ
と

は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
の
一
部
は
や
は
り
、
ケ
ル
ン
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ラ
テ
ン

語
説
教
が
ド
イ
ツ
語
説
教
と
は
異
な
り
、
一
般
在
俗
信
徒
を
相
手
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
学
僧
を
対
象
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
「
大
学
説
教
」（akadem

ische
Predigten

）
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
神
学
教
授
の
主
要

な
任
務
は
、
聖
書
を
講
解
し
、
討
論
を
主
宰
し
、
ラ
テ
ン
語
の
説
教
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
ラ
テ
ン
語
説
教
も
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
は
、
ケ
ル
ン
時
代
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に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
説
教
は
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
』
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
は
一
三
二
八
年
に
は
、
当
時
教
皇
庁
の
あ
っ
た
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
で
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
上
記
の
二
つ
の
作
品
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
晩
年
の
作
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
ラ
テ
ン
語
説
教
が
ト
ル
ソ
ー
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
説
明

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
ラ
テ
ン
語
説
教
の
う
ち
に
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
思
想
の
最
終
的
な
根
本
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
霊

魂
に
お
け
る
神
の
（
子
）
の
誕
生
」（partus

dei
in
anim

a

）
と
い
う
用
語
が
、
唯
一
ラ
テ
ン
語
著
作
の
う
ち
で
見
出
さ
れ
る
が
⒄
、
こ

の
こ
と
も
こ
れ
ら
の
説
教
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
最
終
的
形
態
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

４

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
ラ
テ
ン
語
説
教
に
お
い
て
内
容
的
に
注
目
さ
れ
る
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
は
「
愛
」
の
概
念
だ
と
思

う
。
周
知
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
徳
の
う
ち
で
「
愛
」
は
卓
越
し
た
位
置
を
占
め
て
お
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
さ
ま
ざ
ま
な
著
作

で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
「
愛
」（am

or,
dilectio,

caritas

）
の
概
念
に
つ
い
て
そ
の
ラ
テ
ン
語
説
教
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
か
を
簡
潔
に
振
り
返
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
愛
」
の
概
念
が
最
も
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
４０
番
目
に
編
入
さ
れ
て
い
る
「
三
位
一
体
の

祝
日
の
後
の
第
１８
の
主
日
に
お
い
て
」（D

om
inica

octava
decim

a
post

Trinitatem

）
と
題
さ
れ
て
い
る
説
教
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
マ
タ
イ
福
音
書
か
ら
二
つ
の
聖
句
を
選
ん
で
、
そ
れ
ら
に
依
拠
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ま
ず
第
一

に
、「
あ
な
た
は
主
で
あ
る
あ
な
た
の
神
を
あ
な
た
の
心
を
尽
く
し
て
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
２２
・
３７
）
で
あ
り
、
第
二
に
、「
あ

な
た
は
あ
な
た
の
隣
人
を
あ
な
た
自
身
と
同
じ
よ
う
に
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
２２
・
３９
）
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ま
ず
神
へ
の
愛
を
ど
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
か
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
愛
と
は
、
愛
さ
れ
る
も

の
へ
の
「
運
動
」（m

otus

）
で
あ
り
、
愛
は
愛
さ
れ
る
も
の
と
一
つ
に
な
る
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
へ
の
愛
は
神

と
一
つ
に
な
る
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
⒅
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
「
あ
な
た
が
心
を
尽
く
し
て
愛
す
る
」
す
べ
て
の
も
の

は
、
あ
な
た
の
神
で
あ
り
、
神
と
し
て
そ
の
も
の
を
崇
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
聖
書
に
お
い
て

は
言
わ
れ
て
い
る
。「
彼
ら
の
神
は
腹
で
あ
る
」（
フ
ィ
リ
３
・
１９
）。
こ
こ
で
は
、
神
へ
の
愛
は
け
っ
し
て
所
与
の
も
の
で
は
な
く
、
容

易
に
転
倒
さ
れ
る
可
能
性
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
「
神
へ
の
秩
序
」（ordo

in
deum

）

は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
に
お
い
て
、
善
性
の
唯
一
の
根
拠
で
あ
る
⒆
。
そ
し
て
次
に
述
べ
ら
れ
る
隣
人
へ
の
愛

も
こ
の
「
神
へ
の
秩
序
」
に
基
づ
い
て
初
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
は
す
で
に
含
意
さ
れ
て
い
る
。

５

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
あ
な
た
は
あ
な
た
の
隣
人
を
あ
な
た
自
身
と
同
じ
よ
う
に
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
聖
句
を
解
釈
し
て

次
の
よ
う
に
言
う
。
こ
こ
で
は
愛
の
行
為
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
愛
の
効
用

で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
愛
は
霊
魂
に
生
命
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
か
ら
霊
魂
を
解
放
す
る
⒇
。
第
二
に
、
愛
は
知
性
を
照
ら
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
神
的
な
も
の
の
観
想
と
認
識
と
を
明
る
み
に
も
た
ら
す
21
。
第
三
に
、
愛
は
敵
で
あ
る
悪
魔
を
憎
む
こ
と
を
可
能
に
す

る
22
。
こ
の
こ
と
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
は
愛
な
く
し
て
は
、
自
然
本
性
的
に
は
、
悪
へ
の
傾
向
性
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
悪
を
憎
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
、
愛
は
神
と
人
を
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
を
神
の
子
に
す

る
23
。
人
間
は
自
然
本
性
的
に
は
、
愛
な
く
し
て
は
、
神
の
子
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
あ
な
た
の
隣
人
を
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
あ
な
た
は
あ
な
た
の
隣
人
を
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
私
が
私
自
身
を
神
の
う
ち
で
の
み

真
に
愛
す
る
よ
う
に
、
ま
た
わ
た
し
の
隣
人
を
神
の
う
ち
で
の
み
真
に
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
私
が
隣
人
を
自
分
自

身
と
同
様
に
愛
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
私
は
彼
の
報
い
、
功
徳
、
栄
光
に
つ
い
て
、
私
自
身
の
そ
れ
ら
と
同
じ
だ
け
享
受

し
、
喜
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
隣
人
を
自
分
自
身
と
「
同
じ
だ
け
」（tam

quam

）
愛
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
隣
人
に
属
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
隣
人
の
災
い
、
不

幸
、
病
気
な
ど
も
、
私
の
そ
れ
ら
と
し
て
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
罪
と
し
て
で
は
な
く
、
功
徳
と
し
て

で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
私
に
と
っ
て
神
に
よ
っ
て
意
志
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
私
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
重

荷
で
は
な
く
、
甘
美
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

６

以
上
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
愛
は
愛
し
て
い
る
人
を
自
分
の
外
に
置
き
、
彼
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
て
い
る
人
の
う
ち
に
移
す
こ

と
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
脱
我
」（exstasis
）
に
他
な
ら
な
い
24
。
そ
れ
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
我

執
を
滅
却
し
、
自
分
の
外
へ
と
出
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
愛
の
本
質
を
そ
の
よ
う
な
脱
我
の
う
ち
に
見
出
し
た
こ
と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
愛
の
解
釈
の
最
も
深
遠
な
到
達
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
真
に
愛
す
る
人
は
愛
さ
れ
る
も
の
以
外
の
い
か

な
る
も
の
も
求
め
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
人
が
自
分
自
身
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
に
よ
り
少
な
く
自
分
の
も
の
を
求
め

る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
よ
り
真
な
る
仕
方
で
そ
の
人
は
愛
さ
れ
る
も
の
を
愛
す
る
こ
と
に
な
る
25
。
同
様
に
し
て
神
を
完
全
な
仕
方
で
愛
す
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る
人
は
い
か
な
る
他
の
も
の
も
ま
っ
た
く
愛
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
人
は
、
神
の
外
な
る
す
べ
て
の
善
を
、
そ

れ
が
い
か
な
る
徳
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
た
だ
そ
の
う
ち
に
彼
が
そ
れ
の
み
を
愛
し
て
い
る
神
の
似
像
が
輝
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し

て
の
み
愛
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
も
し
人
が
そ
れ
と
違
う
在
り
方
を
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
愛
に

お
い
て
完
全
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
完
全
な
愛
は
い
か
な
る
貪
欲
も
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
26
。
す
な
わ
ち
、
最
後
に
完
全
に
我
執

を
脱
却
し
た
愛
と
し
て
の
「
神
愛
」（caritas

）
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
執
に
根
ざ
す
い
か
な
る
貪
欲
と
も
無
縁
な
も
の
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
神
愛
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
愛
の
う
ち
で
最
も
高
貴
な
愛
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
「
神
愛
」
の
概
念
の
う
ち
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
倫
理
思
想
の
一
つ
の
頂
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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