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A Reading of Paradise Lost　（V） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　The aim of this paper is to describe Adam as he is perceived in everyday life. Adam 
is a proper noun and, at the same time, a common noun referring to man in general. 
Therefore, we identify him as our own self . The same is true with regard to the 
relationship between Adam and Eve. We cannot but surmise what they were before 
the Fall, from what we are now. Therefore, Adam and Eve closely resemble us. We 
can imagine whatever they had experienced as if it happened to us.
　On “the scale of nature”（V. 509）, man’s position is below that of angels and above 
that of animals. In Heaven, man’s body could be elevated to that of an angel, that is, 
his spiritual body. The ultimate form of love between Adam and Eve is to become  
“one flesh, one heart, one soul”（Ⅷ. 499）, neither influenced nor disturbed by mortal 
organs. However, we are far from this ideal condition, because we are bound and 
destined to die.
　In the last two books, Michael reveals what would happen to Adam and Eve after 
the banishment from the Garden. Adam is shocked at and laments the miserable death 
of people who have fallen prey to many types of diseases. Michael advises Adam to 
maintain temperance for a long life, and says, “Nor love thy life, nor hate; but what 
thou liv’st / Live well; how long or short permit to Heaven”（Ⅺ. 553-554）. Here we 
feel the poet’s own tenderness toward the reader. At the end of the epic, we are filled 
with joy at the vision of “New Heavens, new Earth, Ages of endless date / Founded in 
righteousness and peace and love, / To bring forth fruits, joy and eternal bliss”（Ⅻ. 
549-551）.
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三
．
孤
独
と
愛
と
社
会
（
承
前
）

　

エ
デ
ン
の
園
に
お
け
る
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
の
日
常
生
活
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
が
、
夫
妻
の
愛
を
階き

ざ
は
し梯

と
し
て
神
の
愛
を
め
ざ
し
高
く
昇
れ
と
諭
す
の
に
対
し
て
、
ア
ダ
ム
は
こ
う
答
え
る
、「
イ
ー
ヴ
の
美
貌
や
性
の
歓
び
よ
り
も
、
は
る

か
に
優
っ
て
私
を
喜
ば
せ
る
も
の
は
、
彼
女
の
あ
の
優
美
な
振
舞
い
─
─
常
日
頃
、
愛
情
と
甘
い
素
直
さ
の
に
じ
む
、
あ
ら
ゆ
る
言
葉

や
動
作
か
ら
流
れ
出
て
く
る
彼
女
の
上
品
な
仕
草
で
す
。
こ
れ
こ
そ
心
の
一
致
、
わ
た
し
た
ち
二
人
が
一
つ
の
魂
で
あ
る
こ
と
の
偽
り

な
き
証
し
で
す
。
結
婚
し
た
二
人
の
間
に
見
ら
れ
る
穏
や
か
な
一
致
は
、
耳
に
聞
こ
え
る
ど
ん
な
に
調
和
あ
る
音
声
よ
り
も
快
い
も
の

で
す
」（
八
600
─
606
）
と
。

　

し
か
し
こ
う
語
り
な
が
ら
も
、
わ
れ
な
が
ら
「
女
房
溺
愛
（uxoriousness

）」
の
譏
り
を
懸
念
す
る
の
か
、
け
っ
し
て
こ
う
い
う

愛
情
に
敗
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
最
善
の
も
の
を
よ
し
と
見
、
よ
し
と
見
た
も
の
を
追
い
求
め
て
い
る
、
と
弁
明
す
る
。
そ
し
て
更

に
こ
こ
で
、
愛
が
天
に
通
じ
る
道
で
あ
り
導
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
な
ら
、
天
使
た
ち
の
愛
し
方
は
、
眼
差
し
だ
け
で
か
、
そ
れ
と
も

光
を
交
じ
り
合
わ
せ
て
か
、
つ
ま
り
間
接
的
な
接
触
か
、
そ
れ
と
も
「
直
接
的
な
接
触
（im

m
ediate touch. VIII. 617

）」
に
よ
る
の 

か
、
と
問
う
。

天
使
の

性
生
活

天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
頬
を
バ
ラ
色
に
染
め
て
、
愛
が
な
け
れ
ば
幸
福
は
な
い
、
お
前
が
肉
体
で
楽
し
ん
で
い
る
も
の
は
、
清

ら
か
な
も
の
で
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
天
使
も
豊
か
に
楽
し
ん
で
い
る
、
し
か
も
、
粘
膜
と
か
、
関
節
、
手
足
と
い
っ

た
邪
魔
な
障
害
物
は
何
一
つ
な
い
、
も
し
天
使
た
ち
が
抱
擁
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
純
粹
と
純
愛
と
の
合
一
を
め
ざ
し
て
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空
気
と
空
気
が
交
わ
る
よ
り
も
易
く
、
全
面
的
に
交
わ
り
、
人
間
の
よ
う
に
肉
体
は
肉
体
と
、
魂
は
魂
と
交
わ
る
と
い
う
ふ
う
に
交
流

手
段
を
制
限
す
る
必
要
は
全
く
な
い
の
だ（
八
620
─
629
）、
と
語
る
。

　
「
空
気
と
天
使
」
と
い
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
の‘A

ir and A
ngels’

を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
ダ
ン
の
詩
で
は
、
天
使
は
空
気
の
肉

体
を
も
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
天
使
の
特
性
は
す
で
に
第
一
巻
に
お
い
て
、「
天
使
た
ち
は
好
む
が
ま
ま
に
、
男
女
い
ず
れ
の
性
を
も
、
あ
る
い
は
同

時
に
男
女
両
性
を
も
、
自
分
の
性
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
純
粹
な
霊
質
は
柔
か
く
純
一
で
、
関
節
や
肢
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
た

り
縛
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
厄
介
な
肉
の
よ
う
に
、
堅
た
そ
う
で
脆
い
骨
の
上
に
造
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
天
使
た
ち
は
好

む
が
ま
ま
に
、
膨
張
し
た
り
凝
縮
し
た
り
、
輝
い
た
り
暗
く
な
っ
た
り
、
ど
ん
な
姿
に
も
な
っ
て
空
気
の
よ
う
に
そ
の
目
的
を
果
た
し
、

そ
う
し
て
愛
の
業
も
憎
し
み
の
業
も
成
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
423
─
431
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

天
使
の

肉
体

さ
れ
ば
こ
そ
、
戦
場
で
天
使
マ
イ
ケ
ル
の
鋭
い
剣
の
切
っ
先
が
、
セ
イ
タ
ン
の
右
腹
を
深
く
抉
っ
た
と
き
、
セ
イ
タ
ン
は
痛

さ
の
あ
ま
り
身
を
よ
じ
っ
て
転
げ
ま
わ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
肉
体
は
ま
だ
天
使
と
し
て
の
霊
質
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
か

ら
、
傷
口
は
す
ぐ
に
塞
が
っ
た
。
そ
し
て
傷
口
か
ら
噴
き
出
し
た
血
も
天
国
の
天
使
た
ち
が
流
す
よ
う
な
神ネ

ク
タ
ー酒

に
似
た
体
液

で
あ
っ
た（
六
320
─
333
）。

　

そ
も
そ
も
天
使
と
い
う
も
の
は
、「
脆
い
人
間
の
よ
う
に
、
心
臓
や
頭
脳
や
肝
臓
や
腎
臓
と
い
う
体
の
内
部
の
い
ろ
い
ろ
な
器
官
に

お
い
て
で
は
な
く
、
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
お
い
て
生
き
生
き
と
生
き
て
い
る
か
ら
、
全
面
的
な
滅
亡
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
死
ぬ
と

い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
流
動
的
な
組
織
で
は
、
流
れ
漂
う
空
気
と
同
じ
よ
う
に
、
致
命
的
な
傷
を
う
け
る
は
ず
も
な
い
。
天

使
は
全
身
こ
れ
心
臓
と
な
り
、
頭
脳
と
な
り
、
眼
と
な
り
、
耳
と
な
り
、
知
性
と
な
り
、
感
覚
と
な
っ
て
生
き
、
自
由
自
在
に
み
ず
か
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ら
肢
体
を
具
え
、
密
に
も
あ
れ
疎
に
も
あ
れ
、
い
ち
ば
ん
ふ
さ
わ
し
い
色
、
形
、
大
き
さ
を
と
る
の
で
あ
る
」（
六
344
─
353
）。

　

こ
の
よ
う
な
天
使
の
形
状
の
ほ
か
に
、『
失
楽
園
』
に
お
け
る
天
使
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
ア
ダ
ム
の
食
卓
に
招
か
れ
て
人
間
と

同
じ
食
べ
物
を
食
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
ア
ダ
ム
に
語
る
、「
お
お
よ
そ
被
造
物
は
す
べ
て
食
べ
物
に
よ
っ
て
養
わ

れ
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
五
414
─
415
）、「
人
間
も
天
使
も
そ
の
体
内
に
す
べ
て
の
下
級
な
感
覚
機
能
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
聞
き
、
見
、
嗅
ぎ
、
触
れ
、
味
わ
っ
て
い
る
、
そ
し
て
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
混
ぜ
合
わ
せ
、
消
化
し
、
吸
収
し
、
や
が
て

肉
体
的
な
も
の
を
霊
的
な
も
の
に
変
え
て
ゆ
く
」（
五
409
─
413
）
と
。

自
然
の

階
梯

天
使
は
「
自
然
の
階
梯
（the scale of nature, V

. 509

）」、
換
言
す
れ
ば
「
被
造
物
の
階
梯
」
の
最
高
位
を
占
め
る
存
在

で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
直
ぐ
下
に
位
置
す
る
。
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
人
間
ア
ダ
ム
に
対
し
、「
人
間
は
半
ば
霊
的
で
理
性

的
（rational, V

. 409

）
存
在
で
あ
る
が
、
天
使
は
純
粹
に
霊
的
で
英
知
的
（Intelligential, V

. 408

）
存
在
で
あ
る
」
と

語
る
。
森
羅
万
象
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
対
話
は
次
第
に
深
ま
り
、
霊
魂
の
本
質
で
あ
る
理
性
に
は
、
推
論
的
（D

iscursive, V
. 488

）

と
直
観
的
（intuitive, V

. 488

）
の
区
別
が
あ
り
、
推
論
的
理
性
は
人
間
の
も
の
だ
が
、
直
観
的
理
性
は
天
使
の
も
の
だ
、
た
だ
し
程 

度
の
差
で
あ
り
、
本
質
は
同
じ
だ
、
と
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
い
う
。
こ
の
前
後
二
箇
所
の
言
及
か
らdiscursive reason

はrational

、

intuitive reason

はintelligential

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
自
然
の
階
梯
」
は
あ
た
か
も
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
に
、
上
位
の
存
在
は
下
位
の
存
在
を
ど
っ
か
と
踏
ま
え
、
し
か
も
切

れ
目
な
く
連
続
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
上
位
は
下
位
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
到
達
で
き
な
い
高
み
に
聳
え
て
い
る
。
天
使
の

優
れ
た
資
質
、
輝
け
る
姿
、
神
々
し
い
光
輝
、
高
尚
な
力
は
、
と
う
て
い
人
間
の
及
び
も
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
る
（
五
456
─
459
）。
天
使
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は
人
間
と
同
じ
食
べ
物
を
食
べ
な
が
ら
、
肉
体
的
な
も
の
を
霊
的
な
も
の
に
変
え
、
お
お
よ
そ
人
間
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
空
気
の
体

を
も
ち
、
変
幻
自
在
に
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
使
が
人
間
と
同
じ
感
情
を
も
っ
て
い
る
の
は
微
笑
ま
し
い
。
天
使
間
の
愛
の
交
わ
り
は
「
直
接
的
な
接

触
」
に
よ
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
頬
を
バ
ラ
色
に
赤
ら
め
た（
八
617
─
619
）。
ま
た
ア
ダ
ム
家
の
食
卓
に
招
か

れ
た
と
き
、
イ
ー
ヴ
は
裸
身
の
ま
ま
食
卓
に
つ
き
添
い
、
風
味
豊
か
な
飲
物
を
二
人
の
杯
に
溢
れ
る
ば
か
り
な
み
な
み
と
注
い
で
く
れ

た
。
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
が
イ
ー
ヴ
の
裸
身
に
う
っ
と
り
と
見
惚
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
、
咎
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

M
eanw

hile, at table, Eve

　

M
inister’d naked, and their flow

ing cups

　

W
ith pleasant liquors crow

n’d: O
 innocence,

　

D
eserving Paradise!  if ever, then,

　

T
hen had the sons of God excuse to have been

　

Enam
our’d at that sight.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

V
. 443-448.

　

‘then, T
hen’

の
繰
返
し
が
利
い
て
い
る
し
、
ミ
ル
ト
ン
が
早
速
そ
れ
に
続
け
て
、「
し
か
し
決
し
て
天
使
の
心
を
、
邪
悪
な
愛
が
支

配
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
傷
つ
い
た
恋
人
の
地
獄
と
も
い
う
べ
き
嫉
妬
心
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
」
と
弁
解
す
る
。
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But in those hearts

　

Love unlibidinous reign’d, nor jealousy

　

W
as understood, the injur’d lover’s hell.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

V
. 448-450.

　

だ
が
、
こ
ん
な
弁
解
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
自
体
が
怪
し
い
。libido

の
登
場
は
び
っ
く
り
で
、
現
在
は
も
っ
ぱ
ら
精
神
分

析
の
専
門
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。O
ED

に
も
フ
ロ
イ
ト
に
関
す
る
文
章
が
初
出
で
あ
る
。
し
か
しlibidinous

は
意
外
に

古
く
、
十
五
世
紀
半
ば
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、unlibidinous

は
『
失
楽
園
』
の
こ
の
箇
所
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
、「
自
然
の
階
梯
」
は
昇
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
ア
ダ
ム
に
教
え
る
。
す
べ
て
の
被
造
物
は
「
一
つ
の

原
質
料
（one first m

atter, V
. 472

）」
か
ら
生
成
発
展
、
進
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
後
に
は
人
間
も
天
使
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
、「
天
使
と
同
じ
食
事
を
し
て
も
、
天
使
の
食
事
が
口
に
合
わ
な
い
と
か
、
あ
ま
り

に
軽
す
ぎ
る
と
思
う
こ
と
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
お
前
の
体
は
、
こ
の
よ
う
な
肉
体
の
糧
か
ら
離
れ
て
、
時
が
経
つ
と
と
も

に
浄
化
さ
れ
、
遂
に
は
尽
く
霊
と
な
り
、
翼
が
生
え
て
天
使
の
よ
う
に
空
中
高
く
飛
翔
し
た
り
、
あ
る
い
は
地
上
な
り
、
天
上
の
楽
園 

な
り
、
好
む
が
ま
ま
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」、
た
だ
し
そ
れ
に
は
条
件
が
あ
る
、「
常
に
従
順
で
あ
り
、
子
と
し
て
父
か 

ら
の
愛
を
常
に
堅
く
完
璧
に
保
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
五
493
─
503
）。
楽
園
で
の
生
活
は
い
わ
ば
条
件
つ
き
の
試
用
期
間
で
あ

る
。
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人
間
の

進
化

か
く
し
て
、
人
間
の
目
標
は
天
使
で
あ
る
。
人
間
の
理
想
の
体
は
天
使
の
ご
と
き
空
気
の
体
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ダ
ム

と
イ
ー
ヴ
の
愛
の
理
想
は
、
天
使
と
同
じ
よ
う
に
、
空
気
と
空
気
が
混
じ
り
合
う
よ
り
も
易
き
全
面
的
な
合
一
、
純
粹
と
純

粹
と
の
結
合
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
一
つ
の
体
、
一
つ
の
心
、
一
つ
の
魂
」（
八
499
）
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

藤
井
武
は
、
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
が
天
使
の
愛
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
の
一
節
（
八
620
─
629
）
に
注
を
付
し
て
、「
人
が
そ
の
肉
体
に
於

て
享
受
す
る
純
な
る
愛
の
悦
楽
は
、
更
に
優
れ
た
程
度
に
於
て
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
、
天
使
も
享
受
す
る
。
同
じ
事
が
復
活
後
の

生
活
に
つ
い
て
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。

復
活
後

の
生
活

藤
井
が
復
活
後
の
生
活
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
推
測
を
す
る
根
拠
は
、
パ
ウ
ロ
の
コ
リ
ン
ト
前
書
十
五
章
44
節
「
肉
の
か

ら
だ
で
ま
か
れ
、
霊
の
か
ら
だ
に
よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
。
肉
の
か
ら
だ
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
霊
の
か
ら
だ
も
あ
る
わ
け
で

あ
る
」
と
い
う
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。「
肉
の
か
ら
だ
」
は
「
プ
ッ
シ
ュ
ケ
ー
の
ソ
ー
マ
（σω ̯μα

ψυχικόν

）」
で
あ
り
、

「
霊
の
か
ら
だ
」
は
「
プ
ネ
ウ
マ
の
ソ
ー
マ
（σω ̯μα

πνευματικόν

）」
で
あ
る
。
プ
ネ
ウ
マ
は
息
を
も
風
を
も
意
味
す
る
が
、
詰
り

は
空
気
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

だ
が
、
復
活
体
が
単
に
空
気
の
体
で
あ
る
こ
と
に
、
人
は
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
グ
レ
ア
ム
・
グ
リ
ー
ン
のThe End of the 

A
ffair

に
、
主
人
公
セ
ア
ラ
が
、
パ
ー
ク
・
ロ
ー
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
な
か
で
、
石
膏
像
や
写
実
的
な
絵
画
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、「
肉

体
の
復
活
」
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
場
面
が
あ
る
。
彼
女
は
、
多
く
の
人
を
傷
つ
け
て
き
た
自
分
の
肉
体
に
嫌
悪
感
を
も
つ
。
人
間
と
は

何
の
類
似
も
な
い
、
無
定
形
な
、
宇
宙
的
な
神
、
霧
の
よ
う
に
椅
子
や
壁
の
間
で
動
い
て
い
る
も
の
な
ら
、
信
じ
ら
れ
そ
う
な
気
が
す

る
。
い
つ
か
は
自
分
も
そ
の
霧
の
一
部
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
永
久
に
自
分
か
ら
逃
げ
ら
れ
る
気
が
す
る
。
し
か
し
彼
女
は
自
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分
の
肉
体
で
は
な
く
、
恋
人
モ
リ
ス
の
肉
体
の
こ
と
を
思
っ
た
。
あ
の
肉
体
が
霧
に
な
る
こ
と
を
願
う
だ
ろ
う
か
。
人
生
が
彼
の
顔
に

刻
み
つ
け
た
皺
、
空
襲
で
崩
れ
る
壁
か
ら
セ
ア
ラ
を
守
ろ
う
と
し
て
彼
の
肩
口
に
で
き
た
新
し
い
痣あ

ざ

。
セ
ア
ラ
は
そ
の
痣
が
未
来
永
劫

に
存
在
し
つ
づ
け
る
こ
と
を
願
う
。
で
も
、
霧
の
私
に
あ
の
痣
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
私
は
厭
わ
し
い
私
の

肉
体
を
持
ち
た
い
、
あ
の
痣
を
愛
す
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
た
め
に
。
私
た
ち
は
自
分
の
肉
体
が
必
要
だ
か
ら
、
肉
体
の
復
活

を
発
明
し
た
の
だ
、
と
思
い
始
め
た
と
た
ん
、
石
膏
像
に
対
す
る
違
和
感
は
消
え
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

復
活
後
の
霊
の
体
が
ど
ん
な
も
の
か
、
肉
の
体
の
よ
う
に
明
確
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
曖
昧
な
、
無
定
形
な
、
個

性
の
な
い
霧
（
空
気
）
の
体
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
点
で
は
三
谷
隆
正
の
次
の
一
節
が
最
も
正
鵠
を
得
て
い
る
。

　

 　

基
督
教
の
復
活
論
は
個
人
が
そ
の
諸
々
の
個
性
的
特
殊
相
を
具そ

な

へ
た
ま
ゝ
に
復
活
す
る
、
個
性
的
な
体
を
具
有
し
て
有
形
的
個
別

的
に
復
活
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
…
…
個
性
の
な
い
捉と

ら

へ
ど
こ
ろ
の
な
い
無
形
の
霊
が
模
糊
と
し
て
融と

け
合
っ
た
世
界
で
は
な
く

て
、
ひ
と
り
〴
固〵
有
の
復
活
体
を
有
し
又
個
性
的
意
志
主
体
た
る
人
格
が
、
そ
の
活
潑
々
地
た
る
個
性
の
ま
ゝ
に
生
き
又
相
生

き
て
神
を
讃
む
る
生
活
が
神
の
国
の
生
活
で
あ
る
。
神
の
国
は
死
せ
る
者
の
国
で
な
く
て
活
け
る
者
の
国
で
あ
る
と
イ
エ
ス
は
教
へ

た
が
、
活
け
る
者
と
は
活
け
る
個
性
者
の
謂い

ひ

で
あ
る
。
神
の
国
は
潑
刺
と
し
て
活
け
る
人
格
的
個
性
者
の
国
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
谷
隆
正
『
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
』、『
全
集
第
一
巻
』
326
─
327
頁

　

神
の
国
実
現
の
と
き
、
パ
ウ
ロ
は
、「
神
が
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
と
な
ら
れ
る
」（
1
コ
リ
ン
ト
一
五
28
）
と
い
っ
た
。
内
村
鑑
三 

は
、こ
の
箇
所
の
英
訳‘God m

ay be all in all’

を
敷
衍
し
て‘God m

ay be all in each’

「
神
各
自
に
在
て
凡
て
と
な
ら
ん
為
な
り
」

と
解
釈
し
た
、「
我
は
永
久
に
我
で
あ
る
、
個
人
は
何い

時つ

迄ま
で

も
個
人
性
を
失
は
な
い
、
然
れ
ど
も
神
は
我
等
各
自
に
在
て
一
切
と
な
り
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各
自
を
通
し
て
働
き
給
ふ
の
で
あ
る
」（
全
集
二
四
570
─
571
）
と
。

　

と
こ
ろ
で
、
復
活
体
に
お
い
て
生
前
に
お
け
る
身
体
の
障
害
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
、
復
活
体

は
そ
の
人
の
最
も
完
全
な
る
身
体
の
状
態
を
も
っ
て
顕
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
そ
の
不
完
全
が
神
の
た
め
に
負
う
た
名
誉
の

記
号
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
傷
痕
は
復
活
体
に
も
残
る
で
あ
ろ
う
、「
何
と
な
れ
ば
こ
れ
は
名
誉
の
記
号
で
あ
っ
て
不
具
で
は
な
く
、

彼
ら
の
容
貎
に
輝
き
を
添
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」（『
神
の
国
』
廿
二
19
）
と
答
え
て
い
る（
矢
内
原
全
集
九
439
、『
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
講

義
』）。

　

地
上
で
は
ど
ん
な
に
不
完
全
な
も
の
も
、
復
活
の
あ
し
た
に
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
、
そ
の
個
性
を
生
か
さ
れ
て
完
成
し
、
そ
こ
に

神
が
充
ち
溢
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ダ
ム

と
は
？

『
失
楽
園
』
の
ア
ダ
ム
は
個
性
者
で
あ
る
と
同
時
に
一
般
者
・
普
遍
者
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
の
名
称
が
単
数
・
複
数
両
方
で
用

い
ら
れ
た
こ
と
は
、
創
世
記
第
五
章
一
─
二
節
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
単
数
が
一
般
者
・
普
遍
者
を
表
わ
し
、
複
数

が
個
性
者
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
た
、
そ
の
逆
に
、
個
性
者
が
単
数
で
、
一
般
者
・
普
遍
者
が
複
数
で
表
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。『
失
楽
園
』
と
い
う
作
品
の
な
か
の
ア
ダ
ム
は
、
ひ
と
り
の
登
場
人
物
で
あ
る
。
主
人
公
と
呼
ぶ
こ
と
に
さ
え
反
対
す

る
強
力
な
文
学
者
も
い
る（
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ブ
レ
イ
ク
等
）。
そ
の
意
味
で
は
個
性
者
で
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
読
者
は
す
べ
て
ア
ダ
ム

に
自
分
を
重
ね
、
ア
ダ
ム
の
な
か
に
自
分
を
読
む
。
い
わ
ば
人
間
の
イ
デ
ア
の
ご
と
く
一
般
者
・
普
遍
者
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
「
僅

か
二
人
の
人
間
、
し
か
し
彼
ら
の
う
ち
に
全
人
類
が
含
ま
れ
て
い
る
（T

he only tw
o of m

ankind, but in them

／T
he w

hole 

included race, ⅠⅩ
. 415-416

）」
と
い
っ
て
い
る
。
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ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
の
誕
生
、
出
会
い
、
新
婚
生
活
、
来
客
ラ
フ
ァ
エ
ル
へ
の
歓
待
ぶ
り
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
角

度
か
ら
触
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
の
日
常
生
活
を
眺
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
い
わ
ば
「
或
る
日
の
、
あ

り
の
ま
ま
な
る
、
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
」
で
あ
る
。

ア
ダ
ム
と

イ
ー
ヴ
の

日
常

二
人
は
ま
だ
罪
を
知
ら
ぬ
。
子
ど
も
も
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
。
初
々
し
い
新
婚
の
カ
ッ
プ
ル
で
あ
る
。
一
日
は
夜
か
ら

始
ま
る
。「
大
昔
の
人
々
は
、
太
陽
が
西
に
没
し
て
か
ら
再
び
西
に
没
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
を
一
日
と
し
た
」（
岩
波
『
科

学
の
事
典
』
944
頁
）。
ユ
ダ
ヤ
人
も
ま
た
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
創
世
記
第
一
章
に
お
い
て
も
第
一
の
日
か
ら
第

六
の
日
ま
で
「
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
」
と
、
夕
べ
を
先
に
、
朝
を
後
に
し
て
い
る
。
こ
の
順
序
は
暗
闇
の
深
淵
か
ら
天
地
創
造

の
大
事
業
を
成
し
遂
げ
た
も
う
た
神
の
大
能
へ
の
賛
美
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　

光
は
、
創
造
の
第
一
日
、
神
が
最
初
に
造
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
太
陽
と
月
と
星
が
造
ら
れ
た
の
は
第
四
日
目
で
あ
る
。
と

し
た
ら
、
神
が
最
初
に
造
っ
た
「
光
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
月
本
昭
男
氏
の
注
に
は
「
光
は
生
命
と
秩
序
と
救
い
の
根
源

の
象
徴
」（
岩
波
旧
約
聖
書
『
創
世
記
』
3
頁
）
と
あ
る
。『
失
楽
園
』
で
は
、「
天
来
の
光
、
万
物
の
原は

じ
め初

に
し
て
、
純
乎
た
る
第
五
元

素
（Light

／Ethereal, first of things, quintessence pure, VII. 243-244

）」
で
あ
る
と
い
う
。

　

わ
れ
わ
れ
が
今
に
見
る
天
地
万
物
は
順
序
を
踏
ん
で
六
日
間
で
創
造
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
夕
と
な
り
、
朝
と
な
っ
た
」
と
い
う
同
じ

言
葉
を
繰
返
し
て
、
六
日
間
の
区
切
り
と
し
た
。『
失
楽
園
』
で
は
同
じ
事
柄
な
が
ら
六
回
と
も
異
な
る
言
葉
を
用
い
て
、
そ
の
多
様

性
を
強
調
し
て
い
る
。

⑴

　

T
hus w

as the first day even and m
orn;  VII. 252.
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⑵

　
So even

／A
nd m

orning chorus sung the second day.  VII. 274−
275.

⑶
　

So even and m
orn recorded the third day.  VII. 338.

⑷

　

Glad evening and glad m
orn crow

ned the fourth day.  VII. 386.

⑸

　

Evening and m
orn solem

nized the fifth day.  VII. 448.

⑹

　

So even and m
orn accom

plished the sixth day;  VII. 550.

　

単
純
な
反
復
と
多
彩
な
変
化
。

　

創
造
の
業
自
体
は
六
日
間
で
終
了
し
、
創
世
記
第
一
章
は
こ
こ
で
終
る
。
第
七
日
は
第
二
章
一
─
四
節
に
見
ら
れ
る
。

　

 　

天
地
万
物
は
完
成
さ
れ
た
。
第
七
の
日
に
、
神
は
御
自
分
の
仕
事
を
完
成
さ
れ
、
第
七
の
日
に
、
神
は
御
自
分
の
仕
事
を
離
れ
、

安
息
な
さ
っ
た
。
こ
の
日
に
神
は
す
べ
て
の
創
造
の
仕
事
を
離
れ
、
安
息
な
さ
っ
た
の
で
、
第
七
の
日
を
神
は
祝
福
し
、
聖
別
さ
れ 

た
。

　
　

こ
れ
が
天
地
創
造
の
由
来
で
あ
る
。

第
七
日

第
七
日
に
は
「
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
な
い
。
だ
が
、「
あ
っ
た
」こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
無
け
れ
ば
、

第
七
の
日
は
来
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
最
も
示
唆
に
富
む
の
は
、
黒
崎
幸
吉
『
旧
約
聖
書
略
註
』

で
あ
っ
た
。「
こ
の
神
の
安
息
は
創
造
の
工わ

ざ

よ
り
の
安
息
で
あ
っ
て
、
被
造
物
の
保
持
、
育
成
そ
の
他
の
仕
事
を
休
み
給
へ
る
意
味
で
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は
な
い
。「
父
は
今
に
至
る
ま
で
働
き
給
ふ
」（
ヨ
ハ
ネ
五
・
一
七
）
神
は
今
も
尚
ほ
そ
の
愛
の
働
き
の
御
手
を
休
め
給
は
な
い
。
唯
そ
の

創
造
の
御
業
を
休
止
し
給
う
た
に
過
ぎ
な
い
。
夫
故
に
神
の
経
綸
の
全
体
よ
り
観
察
す
る
な
ら
ば
、
第
七
日
は
キ
リ
ス
ト
来
り
給
ふ
ま

で
の
一
時
代
を
指
す
と
も
見
る
事
を
得
。
即
ち
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
て
神
の
新
な
る
創
造
が
始
め
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
り
て
人
は
新
に

造
ら
れ
（
コ
リ
ン
ト
後
五
・
一
七
）、
世
の
終
り
に
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
て
新
天
新
地
が
創
造
せ
ら
る
る
迄
が
第
七
日
で
あ
る
。
こ
の
罪
の

下
に
あ
る
暗
黒
の
世
は
一
・
二
の
定
形
な
く
曠　

む
　
な
　空

し
く
し
て
混
沌
た
る
状
態
に
匹
敵
し
、
キ
リ
ス
ト
光
と
し
て
来
り
給
ひ
、
か
く
し
て

我
ら
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
も
の
ゝ
上
に
神
の
新
た
な
る
創
造
の
御
業
が
始
め
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
も
の
と
見
る
事
を
得
。
夫
故
に
第
七
日
安

息
の
意
味
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
て
成
就
せ
ら
れ
し
以
上
は
旧
約
的
意
味
の
安
息
日
は
最
早
や
そ
の
必
要
無
き
に
至
れ
る
は
当
然
で
あ
る

（
ヘ
ブ
ル
九
・
一
〇
）」。

　

つ
ま
り
、
今
も
第
七
日
に
し
て
、
し
か
も
こ
の
第
七
日
の
う
ち
に
新
天
新
地
は
創
造
さ
れ
、「
そ
れ
を
照
ら
す
太
陽
も
月
も
、
必
要

で
な
い
。
神
の
栄
光
が
都
を
照
ら
し
て
お
り
、
小
羊
が
都
の
明
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
諸
国
の
民
は
、
都
の
光
の
中
を
歩
き
、
地
上
の

王
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
栄
光
を
携
え
て
、
都
に
来
る
。
都
の
門
は
、
一
日
中
決
し
て
閉
ざ
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
夜
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
人
々
は
諸
国
の
民
の
栄
光
と
誉
れ
と
を
携
え
て
都
に
来
る
」（
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
二
一
23
─
26
）こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
も
は

や
夜
が
来
な
い
。
第
八
日
と
い
う
日
は
存
在
し
な
い
。

　

六
面
繰
返
さ
れ
た
「
夕
べ
が
あ
り
、
朝
が
あ
っ
た
。
第
何
日
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
す
べ
て
、
そ
の
日
を
締
め
く
く
り
、
翌
日

が
あ
る
こ
と
の
予
告
で
あ
っ
た
。
第
七
日
に
そ
の
必
要
は
な
い
。
こ
の
日
、
時
間
は
止
ま
っ
て
、
永
遠
と
な
る
。
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ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス

黒
崎
に
は
偉
大
な
先
蹤
が
あ
っ
た
。
第
七
日
に
つ
い
て
逸
早
く
言
及
し
た
の
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
。『
告
白
』

の
最
後
は
、
第
七
日
を
め
ぐ
る
思
索
で
結
ば
れ
て
い
る
。
六
日
間
に
造
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
は
「
は
な
は
だ
善
く
」、

い
と
も
美
し
い
秩
序
を
な
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
定
め
ら
れ
た
限
界
に
到
達
す
る
と
、
過
ぎ
去
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
時
間
の
経
過
の
う
ち
に
消
え
去
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
朝
が
あ
り
、

ま
た
夕
が
あ
る
と
表
現
す
る
。「
し
か
し
第
七
日
に
は
夕
も
な
く
、ま
た
日
没
も
な
い
。
そ
れ
は
、主
よ
、あ
な
た
が
こ
の
日
を
聖
と
し
、

永
遠
に
続
く
も
の
と
な
し
給
う
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
も
、
善
い
仕
事
を
な
し
終
え
た
の
ち
、
あ
な
た
の
う

ち
に
、
永
遠
の
生
の
安
息
日
に
憩
う
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
予
告
す
る
た
め
で
あ
る
」（
第
三
十
六
章
五
一
）。

　

第
七
日
が
終
り
の
な
い
永
遠
の
生
活
を
示
す
と
い
う
点
で
、
黒
崎
幸
吉
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
解
釈
は
一
致
す
る
。
た
だ
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
中
世
的
な
「
静
寂
主
義
」
と
、
黒
崎
幸
吉
の
近
代
的
な
「
活
動
主
義
」
と
は
顕
著
な
対
照
を
な
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
第
七
日
が
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
の
終
焉
、
宇
宙
の
完
成
の
日
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
第
一
日
は
ど
う
い
う
日
で
あ
っ
た
、

と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
の
末
尾
の
三
巻
（
第
十
一
─
十
三
巻
）
は
創
世
記

第
一
章
の
注
釈
で
あ
る
。
し
か
し
単
な
る
聖
書
の
注
解
で
は
な
く
、
神
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か

の
告
白
で
あ
り
、
か
か
る
理
解
を
賜
っ
た
神
へ
の
賛
美
と
感
謝
の
表
白
と
し
て
、
こ
の
三
巻
は
『
告
白
』
の
掉
尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し

い
の
で
あ
る
。

　
「
初
め
に
、
神
は
天
地
を
創
造
さ
れ
た
」
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天
と
は
？

「
こ
こ
で
「
天
」
と
はheaven of heavens

「
諸
天
の
天
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
が
見
上
げ
て
い
る
空
と

は
違
う
。
こ
れ
は
天
の
使
の
住
家
─
─
天
の
使
が
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
質
は
、
天
の
使
と
同
じ
性
質
、
同
じ

spiritual  
霊
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
を
天
と
言
っ
て
い
る
。「
地
」
と
い
う
の
は
、
地
球
と
わ
れ
わ
れ
が
空
に
見
上
げ
て
い
る
太
陽

と
か
月
と
か
そ
の
他
の
星
と
か
の
天
体
を
含
め
て
言
う
と
い
う
考
え
な
の
で
す
。」
し
た
が
っ
て
「
天
な
る
も
の
は
天
の
使
の
ご
と
く

霊
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
変
化
が
な
い
。」

　

一
方
、「「
地
は
定か

た
ち形

な
く
…
」
と
い
う
の
は
、
ま
だ
こ
の
わ
れ
わ
れ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
地
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
造
ら
れ
な

い
前
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
物
質
は
あ
る
が
形
の
な
い
状
態
で
あ
る
。
…
こ
の
万
物
が
作
ら
れ
る
素
材
と
な
っ
た
物
質
、
形
な
く
見

る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
物
質
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
で
き
た
か
。
そ
れ
は
神
が
造
っ
た
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
神
の
実
体
の

em
anation  

派
出
と
し
て
で
き
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
対
し
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
神

は
無
か
ら
物
質
を
お
造
り
に
な
っ
た
と
い
う
。
神
の
実
体
の
派
生
と
し
て
、
神
の
実
体
が
別
れ
出
で
て
物
質
に
な
っ
た
も
の
で
は
な 

い
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。」

　

こ
れ
は
矢
内
原
忠
雄
『
土
曜
学
校
講
義
㈠　

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
告
白
』
351
─
352
の
文
章
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
冗
長
と
思
わ
れ
る
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
こ
れ
ほ
ど
的
確
明
解
な
要
約
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
も
、『
告
白
』
第
十
二
巻
の
「
は
し
が
き
」
に
は
、「
天
」
と
は
「
い
つ
も
神
の
顔
を
な
が
め
て
い
る
霊
的

な
い
し
知
性
的
被
造
物
」
を
、「
地
」
と
は
「
も
ろ
も
ろ
の
種
類
の
物
体
的
な
も
の
が
そ
こ
か
ら
形
づ
く
ら
れ
た
無
形
の
質
料
を
意
味
す 

る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
天
使
・
天
上
界
の
創
造
に
始
ま
る
宇
宙
の
開
闢
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
・
最
後
の
審
判
・
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宇
宙
の
完
成
に
至
る
ま
で
を
、
創
世
記
巻
頭
の
七
日
間
の
な
か
に
読
み
込
ん
で
い
る
。

　
『
失
楽
園
』
の
世
界
は
如
何
。
神
は
、
す
べ
て
の
天
使
を
、
正
し
く
立
て
る
者
を
も
、
過
ち
を
犯
し
た
者
を
も
共
に
造
っ
た
、
と
い
う
。

　
　
　

I created all the ethereal pow
ers

　

A
nd spirits, both them

 w
ho stood, and them

 w
ho failed, 

…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅲ
. 100-101.

　

悪セ
イ
タ
ン魔

も
ま
た
、「
神
が
私
を
、
輝
け
る
者
と
し
て
造
っ
た
（m

e, w
hom

 he created w
hat l w

as

／In that bright em
inence, 

Ⅳ
. 43-44

）」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

神
み
ず
か
ら
が
住
む
天
国
、
す
な
わ
ちheaven of heavens

も
、
そ
こ
に
住
む
す
べ
て
の
天
使
も
、
神
は
、（
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
て
）

創
造
さ
れ
た
、
と
あ
る
。

　

H
e heaven of heavens, and all the pow

ers therein,

　

By thee created, 

…　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅲ
. 390-391.

　

こ
の
よ
う
に
「
初
め
に
、
神
は
天
地
を
創
造
さ
れ
た
」
の
「
初
め
」
を
「
キ
リ
ス
ト
」
と
解
釈
す
る
説
は
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
『
創
世
記 

講
解
』（
一
・
一
）
に
始
ま
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
創
世
記
逐
語
注
解
』（
一
・
一
・
二
）
に
も
見
え
る
。「
初
め
」
は
、
①
「
時
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間
の
は
じ
め
」
と
も
、
ま
た
②
「
す
べ
て
の
も
の
の
最
初
」
と
も
、
あ
る
い
は
③
「
神
の
言
葉
で
あ
る
独
り
子
と
し
て
の
原
基
的
な
る

も
の
（principium

）」
と
も
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
こ
の
第
三
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
行
を
書
い
て
い
る
。

　

ま
た
、「
地
」
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

T
hus God the heaven created, thus the earth,

　

M
atter unform

ed and void : darkness profound

　

Covered the abyss : but on the w
atery calm

　

H
is brooding w

ings the Spirit of God outspread, 

…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅶ
. 232-235.

　
「
地
は
形
な
く
、
む
な
し
く
、
や
み
が
淵
の
お
も
て
に
あ
り
、
神
の
霊
が
水
の
お
も
て
を
お
お
っ
て
い
た
」（
創
世
記
一
2
）
の
ミ
ル

ト
ン
版
で
あ
る
。m

atter unform
ed and void

はthe earth

と
同
格
で
あ
り
、m

atter

は
第
五
巻
472
行
で
「
す
べ
て
は
一
つ

の
原
質
料
か
ら
出
来
て
い
る
」
と
い
っ
た
、
そ
の
「
原
質
料
（one first m

atter, Ⅴ
. 472

）」
を
指
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
天
」
と
い
い
、「
地
」
と
い
い
、
ミ
ル
ト
ン
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
一
致
す
る
。

　

し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
よ
う
な
人
も
一
つ
の
間
違
い
を
し
て
い
る
。「
第
七
日
に
は
夕
も
な
く
、
ま
た
日
没
も
な
い
」
と
あ
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る
の
は
、
お
か
し
い
。
夕
が
一
日
の
始
ま
り
だ
か
ら
、
夕
が
な
け
れ
ば
第
七
日
は
来
な
い
。
た
だ
日
没
が
な
い
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、 

『
告
白
』
第
三
十
五
章
（
五
〇
）
の
末
尾
に
、
創
造
の
六
日
間
「
そ
こ
に
は
朝
が
あ
り
、
ま
た
夕
が
あ
る
」
と
あ
っ
て
、
創
世
記
の
記

事
と
は
朝
と
夕
と
の
順
序
が
逆
転
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
朝
が
あ
っ
て
勤
労
の
一
日
が
始
ま
り
、
夕
が
あ
っ
て
休
息
が
訪
れ
る
、
と
い

う
普
通
の
人
々
の
感
覚
に
添
う
も
の
で
あ
る
。
聖
書
の
よ
う
に
「
夕
が
あ
り
、
朝
が
あ
る
」
と
い
う
と
、
ま
る
で
一
日
は
夜
間
だ
け
で

昼
間
が
な
い
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
そ
の
点
で
、
朝
を
先
に
し
、
夕
を
後
に
し
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、
聖
書
か
ら
の
逸
脱

で
は
あ
る
。

　

第
六
日
目
に
造
ら
れ
た
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
が
最
初
に
迎
え
る
の
は
第
七
日
の
夕
べ
で
あ
る
。『
失
楽
園
』
で
は
、
第
七
日
目
の
始
ま

る
夕
が
い
ま
エ
デ
ン
を
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
第
六
日
目
の
太
陽
が
沈
み
黄た

そ
が
れ昏

が
東
の
方
か
ら
夜
の
先
触
れ
と
し
て
迫
っ
て
い
る
、

と
い
う
。

　
　
　
　
　
　

A
nd on Earth the seventh

　

Evening arose in Eden, for the sun

　

W
as set, and tw

ilight from
 the east cam

e on,

　

Forerunning night; 

…　
　
　
　
　
　
　

Ⅶ
. 581-584

夕
の
祈
り

　

し
た
が
っ
て
二
人
の
唱
和
す
る
祈
り
は
、
夕
の
祈
り
が
朝
の
祈
り
の
前
に
来
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

　

月
桂
樹
や
天
人
花
な
ど
馥
郁
た
る
樹
木
に
覆
わ
れ
た
住
居
に
着
く
と
、
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
は
共
に
立
ち
共
に
同
じ
方
向

に
向
か
い
、
眼
前
に
ひ
ろ
が
る
大
空
と
大
気
、
地
と
天
、
皎
々
と
輝
く
月
、
満
天
の
星
々
に
思
い
を
こ
め
、
そ
れ
ら
を
造



23

読解『失楽園』（五）

り
た
も
う
た
神
を
賛
え
て
、
言
っ
た
。

　

 　

全
能
の
創つ

く
り
ぬ
し

造
主
よ
、
あ
な
た
は
夜
を
も
、

　

ま
た
昼
を
も
造
り
給
い
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
定
め
ら
れ
た
仕
事
に
従
い
、

　

あ
な
た
の
賜
う
あ
ら
ゆ
る
祝
福
の
極
致
と
も
い
う
べ
き

　

二
人
の
愛
と
助
け
合
い
の
う
ち
、
幸
わ
せ
に

　

一
日
を
終
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
あ
な
た
の
造
り
給
え
る
こ
の
楽
園
は
、

　

わ
た
し
た
ち
二
人
に
は
あ
ま
り
に
も
広
す
ぎ
て
、
溢
れ
る
恵
み
も
、

　

分
け
合
う
人
と
て
な
く
、
取
り
入
れ
な
い
ま
ま
地
に
落
ち
ま
す
。

　

し
か
し
、
あ
な
た
は
、
わ
た
し
た
ち
二
人
か
ら
全
地
を
満
た
す
人
類
の
生
ま
れ
る
こ
と
を

　

約
束
な
さ
い
ま
し
た
。
や
が
て
彼
ら
も
わ
た
し
た
ち
と
共
に

　

あ
な
た
の
限
り
な
き
善
を
、
目
覚
め
る
と
き
も
、
ま
た
今
の
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
に
、

　

眠
り
の
賜
物
を
求
め
る
と
き
も
、
誉
め
賛
え
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
724
─
735　
　

　
　

　

第
六
日
に
も
「
定
め
ら
れ
た
仕
事
（appointed w

ork Ⅳ
. 726

）」
と
い
え
ば
、
食
物
と
し
て
与
え
ら
れ
た
「
全
地
の
面
に
あ
る
、

種
を
つ
け
る
す
べ
て
の
草
と
種
を
つ
け
る
果
実
」（
創
世
記
一
29
）
を
集
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
生
み
、
増
え
、
地
に
満
ち 

て
、
海
・
空
・
地
の
す
べ
て
の
生
き
も
の
を
支
配
す
る
こ
と
が
、
創
造
さ
れ
た
そ
の
日
、
二
人
が
受
け
た
神
命
で
あ
る
。
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『
失
楽
園
』

の
時
間

で
は
、
ア
ダ
ム
が
罪
を
犯
し
て
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
る
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
、
楽
園
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
？　

第
七
日
を
も
っ
て
、
歴
史
の
終
焉
、
新
天
新
地
創
造
の
日
と
見
な
す
黒
崎
幸
吉
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

と
は
お
の
ず
か
ら
異
な
る
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
を
『
失
楽
園
』
は
想
定
し
て
い
る
。A

lastair Fow
ler

は
、
神
が
キ
リ
ス
ト

を
神
の
独
り
子
と
宣
言
し
、
王
と
定
め
、
す
べ
て
の
天
使
に
服
従
を
誓
わ
せ
た
所
謂
キ
リ
ス
ト
高
挙
の
日
を
第
一
日
と
し
（
第
五
巻
）、

そ
の
結
果
起
こ
る
天
の
反
乱
（
第
六
巻
）、
反
逆
天
使
の
追
放
を
補
う
新
し
い
天
地
と
人
間
の
創
造
（
第
七
・
八
巻
）、
反
逆
天
使
た
ち

が
神
へ
の
復
讐
を
謀
る
会
議
（
第
一
・
二
巻
）、
そ
れ
に
備
え
る
天
上
の
集
会
と
悪
魔
の
地
球
へ
の
旅
（
第
三
・
四
巻
）、
人
間
の
誘
惑

と
堕
落
（
第
九
・
十
巻
）
と
い
う
出
来
事
を
経
て
、
人
間
が
楽
園
を
追
放
さ
れ
る
日
を
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
第
三
十
三
日
と
計
算
し
て
い

る
（
註
釈
本
の
序
文
）。
最
終
巻
（
第
十
一
・
十
二
巻
）
の
主
題
は
、
将
来
に
起
こ
る
べ
き
世
界
の
救
済
で
あ
る
。

　
『
失
楽
園
』は
、い
わ
ば
こ
の
三
十
三
日
間
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
扱
う
作
品
で
あ
る
。
天
使
や
彼
ら
が
住
む「
諸
天
の
天
」も
神
に
よ 

っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
、
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
の
言
及
は
な
く
、
所
与

の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ウ
ラ
ー
に
よ
っ
て
見
事
に
計
算
さ
れ
た
、
こ
の
一
覧
表
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
造
ら
れ
た
の
は
第
十
九
日

で
あ
り
（
こ
れ
が
創
世
記
お
よ
び
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
第
六
日
に
当
た
る
）、
そ
し
て
ア
ダ
ム
の
堕
落
は
第
三
十
二
日
の
正
午
で
あ 

り
、
追
放
は
翌
第
三
十
三
日
の
正
午
で
あ
る
。

　

ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
の
、
夢
み
る
よ
う
な
幸
福
な
楽
園
の
生
活
は
、
二
週
間
に
過
ぎ
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
流
に
言
う
な
ら
ば
、

可
感
的
（
可
知
的
に
あ
ら
ず
）
な
天
、
す
な
わ
ち
『
失
楽
園
』
の
「
こ
の
新
し
く
造
ら
れ
た
宇せ

か
い宙

、
第
二
の
天
（this new

-m
ade 

w
orld, another heaven, Ⅶ

. 617

）」
の
創
造
に
要
し
た
時
間
が
一
週
間
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
二
週
間
は
決
し
て
短
い
時
間

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
の
生
活
も
長
い
生
活
の
う
ち
に
倦
怠
を
生
み
、
そ
こ
に
悪
魔
の
忍
び
込
む
隙
も
あ
っ
た
、
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と
言
え
な
く
も
な
い
。
喋
々
喃
々
も
結
構
だ
が
、「
話
が
多
す
ぎ
て
い
や
に
な
る
（m

uch converse perhaps

／T
hee satiate, Ⅸ

. 

247-248

）」
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

分
業
の

提
案

だ
が
、
イ
ー
ヴ
が
ア
ダ
ム
と
離
れ
て
仕
事
を
し
よ
う
と
分
業
を
提
案
し
た
の
は
単
に
倦
怠
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
増

し
に
ふ
え
る
仕
事
量
の
た
め
に
能
率
的
に
片
づ
け
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た（
九
205
─
225
）。

　

ア
ダ
ム
は
そ
れ
に
対
し
、「
神
が
わ
れ
わ
れ
に
退
屈
な
苦
役
を
強
い
ら
れ
る
は
ず
は
な
く
、
理
性
と
結
び
つ
い
た
楽
し
み
を
味
わ
う

た
め
に
造
ら
れ
た
の
だ
」（
九
242
─
243
）、
仕
事
の
合
間
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
、
微
笑
み
を
交
わ
す
会
話
は
心
の
糧
と
な
る
、
微
笑

み
こ
そ
理
性
か
ら
溢
れ
出
る
も
の
で
、
動
物
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
微
笑
み
は
愛
を
養
う
も
の
で
、
愛
こ
そ
人
間
生
活
の
最
高
の

目
標
で
あ
る
、
と
諭
す
。

　

が
、
一
人
に
な
り
た
い
と
い
う
イ
ー
ヴ
の
気
持
ち
も
認
め
て
別
行
動
を
許
す
。
そ
の
と
き‘solitude 

… is best society. Ⅸ
. 249’

と
い
う
、
キ
ケ
ロ
に
由
来
す
る
当
時
広
く
知
ら
れ
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
口
に
す
る
。
一
人
で
あ
れ
ば
、
あ
れ
こ
れ
相
手
の
こ
と
を
思
い
、

か
え
っ
て
思
い
は
深
ま
り
、
甘
美
な
再
会
の
願
い
を
か
き
た
て
る
も
の
だ
、
と
い
う
文

コ
ン
テ
ク
ス
ト

脈
で
使
わ
れ
て
い
る（
が
、
私
に
は
、
コ
ン
テ

ク
ス
ト
と
は
無
関
係
に
、
こ
の
句
だ
け
で
、
ひ
と
り
あ
る
孤
独
こ
そ
、
精
神
の
王
国
に
君
臨
し
、
宇
宙
万
物
を
領
有
し
満
喫
で
き
る
、

満
ち
足
り
た
境
地
を
示
す
名
句
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。

　

と
も
あ
れ
、
事
件
の
始
ま
り
に
、
倦
怠
と
能
率
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
詩
が
近
代
の
詩
で
あ
る
こ
と
を
証
し
す
る
。

夫
婦
間

の
齟
齬

し
か
し
セ
イ
タ
ン
が
身
近
か
に
潜
ん
で
い
る
と
き
、
一
人
き
り
で
い
る
の
は
敵
に
乗
じ
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
、
や
は
り
夫
の

そ
ば
を
離
れ
な
い
の
が
安
全
で
賢
明
な
道
だ
、
と
ア
ダ
ム
は
不
安
を
か
く
せ
な
い
。
そ
の
と
き
彼
は
自
分
の
こ
と
を
「
お
前
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に
生い

の
ち命

を
与
え
、
い
つ
も
庇か

ば

い
、
守
っ
て
い
る
（T

hat gave thee being, still shades thee and protects. Ⅸ
. 266

）」
と
い
う
。

　

が
、
こ
の
セ
リ
フ
は
イ
ー
ヴ
に
と
っ
て
、
い
や
に
恩
着
せ
が
ま
し
く
、
鬱
陶
し
く
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
？　

彼
女
は
果
せ
る
か

な
、
ツ
ン
と
し
て
、「
愛
情
が
踏
み
に
じ
ら
れ
、
不
当
に
も
邪
険
に
扱
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
」
不
気
嫌
と
な
る
（‘A

s one w
ho loves, 

and som
e unkindness m

eets, Ⅸ
. 271’

の
平
井
訳
）。

　

堕
落
前
と
い
う
の
に
二
人
の
心
理
戦
は
す
で
に
熾
烈
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
は
宥な

だ

め
、
お
だ
て
、
セ
イ
タ
ン
は
「
天
使
た
ち
さ
え
惑
わ
す

狡
猾
な
敵
」
だ
、
彼
の
悪
意
と
詭
計
と
を
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
、
お
前
こ
そ
「
な
ぜ
わ
た
し
と
一
緒
に
試
練
に
会
お
う
と
し
な
い
の
か
、

わ
た
し
こ
そ
試
練
に
会
う
お
前
の
美
徳
の
最
善
の
証
人
な
の
に
？
」（
九
315
─
316
）
と
、
あ
く
ま
で
一
緒
に
い
よ
う
と
イ
ー
ヴ
を
引
き

と
め
る
。
心
配
性
で
内
向
き
な
ア
ダ
ム
（dom
estic A

dam
 in his care, Ⅸ

. 318

）。

　

そ
ん
な
ア
ダ
ム
に
業
を
煮
や
す
イ
ー
ヴ
は
、
こ
ん
な
狭
い
と
こ
ろ
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
ひ
と
り
で
は
身
を
守
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た

え
ず
戦
々
競
々
と
し
て
敵
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
エ
デ
ン
で
あ
っ
て
エ
デ
ン
で
な
い
、
ま
た
、
他
人
に
援
け

ら
れ
な
く
て
は
、
ひ
と
り
で
試
み
に
も
遭
え
な
い
、
そ
ん
な
不
完
全
な
者
に
神
は
私
た
ち
を
造
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
反
発
す
る
。

夫
婦
の

諍
い

イ
ー
ヴ
の
攻ア

グ
レ
ッ
シ
ッ
ブ

撃
的
な
口
調
に
対
し
、
ア
ダ
ム
の
口
調
も
激
し
く
な
る
。
先
程
ま
で
は
、「
た
だ
一
人
の
イ
ー
ヴ
よ
、
た
だ
一

人
の
同　

と
　
も
　

伴
者
よ
、
い
か
な
る
生
き
物
に
も
ま
し
て
愛い

と

し
く
、
比
べ
よ
う
も
な
い
！
」（
九
227
─
228
）
な
ど
と
、
ま
た
「
神
と

人
と
の
娘
、
永
遠
不
朽
の
イ
ー
ヴ
よ
！
」（
九
291
）
と
も
呼
び
か
け
て
い
た
の
に
、
つ
い
に
こ
こ
で
は
一
言
「
お
お
、
女
よ
」

（
九
343
）
で
あ
る
。
そ
し
て
高
飛
車
に
彼
の
形
而
上
学
を
説
く
。
そ
れ
は
人
間
の
「
自
由
」
に
関
す
る
問
題
で
、
人
間
が
神
の
所
有
物

か
、
神
に
隷
属
す
る
者
な
ら
ば
背
く
可
能
性
は
な
い
、
し
か
し
神
は
そ
う
い
う
必
然
的
強
制
的
な
服
従
を
喜
ば
な
い
、
人
間
の
側
か
ら

の
「
自
発
的
な
奉
仕
（voluntary service, Ⅴ

. 529

）」
を
要
求
し
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
に
背
く
自
由
も
与
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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そ
れ
は
す
で
に
第
三
巻
（
99
─
128
）
で
「
理
性
も
ま
た
選
択
で
あ
る
（reason also is choice, Ⅲ

. 108

）」
と
い
っ
て
神
が
御
子
に
、

第
五
巻
（
520
─
541
）
で
も
同
趣
旨
の
事
柄
を
、
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
が
ア
ダ
ム
に
語
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
存
在
の
上
位
の
者
が
下
位
の

者
に
諭
し
て
い
る
。
第
九
巻
の
こ
こ
で
も
、
ア
ダ
ム
に
そ
う
い
う
上
位
者
の
意
識
が
あ
っ
た
。

　
「
理
性
」
が
狡
猾
な
セ
イ
タ
ン
に
欺
か
れ
、
罠
に
陥
る
可
能
性
も
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
戒
め
ら
れ
た
と
お
り
警
戒
を
怠
ら
ず
、
誘
惑
さ

れ
そ
う
な
機
会
は
避
け
る
べ
き
だ
、
試
練
は
求
め
な
く
と
も
来
る
も
の
だ
、
と
ア
ダ
ム
は
イ
ー
ヴ
を
引
き
と
め
る
も
の
の
、
終つ

い

に
は

根
負
け
し
て
、
一
人
で
も
警
告
を
う
け
て
警
戒
し
て
い
る
方
が
、
二
人
一
緒
に
い
て
も
お
互
い
に
任
せ
合
っ
て
油
断
し
て
い
る
よ
り

は
安
全
だ
、
と
お
前
が
思
う
の
な
ら
ば
行
く
が
よ
い
、「
み
ず
か
ら
の
意
志
で
な
け
れ
ば
、
い
て
く
れ
た
っ
て
、
い
な
い
の
に
も
劣
る

（thy stay, not free, absents thee m
ore, Ⅸ

. 372

）」
と
匙
を
投
げ
る
。
最
後
に
は
、「
生
来
の
無
垢
の
ま
ま
、
己
が
持
て
る
美
徳

を
頼
り
に
行
く
が
よ
い
。
全
力
を
尽
せ
。
神
は
お
前
に
対
し
そ
の
務
め
を
果
た
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
今
後
は
お
前
が
務
め
を
は
た
せ
」

（
九
373
─
375
）
と
勵
ま
し
て
送
り
出
す
。

　

あ
な
た
の
お
許
し
を
え
た
か
ら
、
と
い
っ
て
イ
ー
ヴ
は
出
か
け
る
。
傲
慢
な
敵
が
よ
も
や
、
か
弱
い
方
を
狙
う
こ
と
も
あ
る
ま
い
が
、

も
し
そ
の
気
で
も
、
退
け
ら
れ
て
い
っ
そ
う
恥
を
か
く
だ
け
だ
、
と
い
っ
て
夫
の
手
か
ら
そ
っ
と
彼
女
は
手
を
離
す
（
九
386
）。
二
人

が
再
び
手
を
握
る
の
は
最
終
第
二
行
、
楽
園
を
離
れ
る
と
き
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
十
二
648
）。

　

彼
女
は
あ
た
か
も
解
放
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
山
の
精
・
森
の
精
の
ご
と
く
軽
や
か
な
足
取
り
で
、
森
の
方
へ
歩
い
て
い
っ
た
。
そ

の
姿
を
ア
ダ
ム
は
、
も
っ
と
傍
に
い
て
欲
し
か
っ
た
、
と
思
い
な
が
ら
熱
い
視
線
で
、
長
く
見
送
っ
て
い
た
。
イ
ー
ヴ
も
、
正
午
ま
で

に
は
戻
り
、
昼
食
や
午
後
の
休
息
は
完
璧
に
楽
し
い
も
の
に
す
る
、
と
約
束
し
た（
九
386
─
403
）。
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だ
が
、こ
の
時
を
最
後
に
、楽
し
い
食
事
も
快
い
休
息
も
楽
園
に
戻
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
花
と
木
蔭
の
間
に
、伏
兵
の
ご
と
く
待
っ

て
い
た
セ
イ
タ
ン
は
、
願
っ
て
い
た
と
お
り
イ
ー
ヴ
が
独
り
で
い
る
の
を
見
つ
け
た
。

　

一
方
、
イ
ー
ヴ
は
馥
郁
た
る
薔
薇
の
香
り
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
色
と
り
ど
り
に
咲
き
誇
る
薔
薇
の
、
垂
れ
さ
が
る
花
を
、
天
人
花
の

茎
で
そ
っ
と
起
こ
し
て
や
っ
て
い
た
、「
彼
女
自
身
が
最
も
美
し
い
花
な
が
ら
、
最
良
の
支
柱
か
ら
遠
く
離
れ
て
支
え
る
も
の
も
な
い

こ
と
を
」（
九
432
─
433
）
も
知
ら
な
い
で
。

イ
ー
ヴ

の
誘
惑

蛇
身
に
乗
り
移
っ
た
セ
イ
タ
ン
は
、
最
高
の
賛
辞
を
捧
げ
、
最
大
の
阿
謏
追
従
を
並
べ
た
て
て（
九
532
─
548
、
606
─
612
、
684
）、

イ
ー
ブ
の
注
意
を
ひ
く
。
イ
ー
ブ
は
蛇
が
人
間
の
言
葉
を
話
す
こ
と
に
先
ず
驚
く
。
イ
ー
ヴ
は
蛇
が
人
語
を
語
る
こ
と
の
で

き
る
理
由
を
訊
く
。

　

蛇
は
イ
ー
ブ
を
「
禁
断
の
樹
（the T

ree

／O
f prohibition, Ⅸ

. 644−
645

）」
へ
と
導
く
。
禁
制
の
不
当
を
鳴
ら
す
セ
イ
タ
ン

の
挙
止
動
作
を
、
ミ
ル
ト
ン
は
ア
テ
ネ
、
ロ
ー
マ
の
雄
弁
家
に
た
と
え
る
。
セ
イ
タ
ン
が
蛇
の
体
を
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
可

視
化
は
難
し
い
が
、
ミ
ル
ト
ン
の
そ
の
描
写
、「
人
間
に
対
す
る
熱
意
と
愛
情
と
、
さ
ら
に
ま
た
人
間
が
蒙
っ
て
い
る
損
害
に
対
す
る

義
憤
と
を
装
い
、
…
…
激
し
い
感
情
に
苛
ま
れ
て
い
る
者
の
ご
と
く
身
悶
え
し
、
…
…
或
る
重
大
な
主
義
・
主
張
を
説
こ
う
と
し
て
従

容
と
し
て
起
ち
上
が
り
、
激
し
い
熱
意
に
か
ら
れ
て
前
口
上
を
述
べ
る
の
も
も
ど
か
し
げ
に
、
激
し
い
調
子
で
い
き
な
り
本
題
に
入
っ

て
い
く
が
、
や
お
ら
身
を
起
こ
し
、
背
を
伸
ば
し
、
全
身
に
熱
情
を
み
な
ぎ
ら
せ
た
、
そ
の
身
ぶ
り
、
態
度
、
動
作
は
、
彼
が
口
を
開

く
前
か
ら
す
で
に
聞
く
者
の
注
意
を
一
身
に
惹
き
つ
け
て
い
た
」（
九
665
─
678
）、
こ
れ
は
古
代
の
雄
弁
家
と
い
う
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
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に
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
演
説
を
連
想
さ
せ
る
。

イ
ー
ヴ

の
堕
落

イ
ー
ヴ
は
セ
イ
タ
ン
の
説
得
に
負
け
て
禁
断
の
木
の
実
に
手
を
の
ば
す
。
こ
こ
が
こ
の
長
い
叙
事
詩
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で

あ
る
。
ア
ダ
ム
が
禁
断
の
実
を
食
べ
る
箇
所
、
あ
る
い
は
、
イ
ー
ヴ
が
詫
び
ア
ダ
ム
が
赦
す
箇
所
に
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を

求
め
る
説
な
ど
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
理
に
過
ぎ
て
い
る
。
具
体
的
な
行
動
と
し
て
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
イ
ー
ブ
堕
落
の
、

こ
の
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

…her rash hand in evil hour

　

Forth reaching to the Fruit, she plucked, she eat:

　

Earth felt the w
ound, and N

ature from
 her seat

　

Sighing through all her w
orks gave signs of w

oe,

　

T
hat all w

as lost. 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅸ
. 780-784.

　

蛇
は
、
こ
の
果
実
は
動
物
を
し
て
人
間
に
等
し
い
も
の
た
ら
し
め
た
よ
う
に
、
人
間
を
し
て
神
々
の
よ
う
に
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
（
九
710
─
711
）。
イ
ー
ブ
は
「
女
と
し
て
自
分
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
補
い
、
い
っ
そ
う
彼
の
愛
情
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き 

る
、
今
以
上
に
彼
と
同
等
な
人
間
に
自
分
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
…
…
い
つ
の
日
か
彼
の
上
に
立
つ
人
間
に
な

れ
る
か
も
し
れ
な
い
」（
九
821
─
825
）
と
思
う
。
こ
の
最
大
の
危
機
の
さ
な
か
に
も
イ
ー
ブ
の
心
を
占
め
る
も
の
は
ア
ダ
ム
へ
の
思
い
で

あ
っ
た
。
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し
か
し
自
分
ひ
と
り
が
死
ん
で
、
ア
ダ
ム
が
「
別
の
イ
ー
ブ
」（
九
828
）
と
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
と
思
っ
た
途
端
、
彼
を
道
連
れ
に

す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

　

一
方
、
ア
ダ
ム
の
方
も
イ
ー
ブ
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
て
、
彼
女
に
捧
げ
る
花
の
冠
な
ど
を
作
っ
て
い
る
。
が
、
彼
女
が
持
ち
帰
っ
た

も
の
は
禁
断
の
木
の
実
で
あ
っ
た
。
イ
ー
ブ
は
果
実
の
効
果
を
強
調
し
て
ア
ダ
ム
に
勧
め
る
。
眼
は
開
け
、
心
は
広
く
、
思
い
は
豊
か

に
な
っ
て
、
神
の
高
さ
に
ま
で
昂
め
ら
れ
た
、
こ
れ
も
ひ
た
す
ら
あ
な
た
の
た
め
に
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
あ
な
た
と
共
に
味
わ
っ
て

こ
そ
幸
福
と
い
う
も
の
、
あ
な
た
が
味
わ
っ
て
下
さ
ら
な
け
れ
ば
、
身
分
が
違
っ
て
二
人
の
仲
は
引
裂
か
れ
、
私
が
神
性
を
棄
て
よ
う

と
し
て
も
、
も
う
遅
す
ぎ
て
、
運
命
が
許
さ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
脅
す
（
九
875
─
885
）。

　

彼
女
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
彼
は
彼
女
を
惜
し
む
が
ご
と
く
最
上
の
賛
辞
を
捧
げ
る
。

　

O
 fairest of creation, last and best

　

O
f all God’s w

orks, creature in w
hom

 excelled

　

W
hatever can to sight or thought be form

ed,

　

H
oly, divine, good, am

iable, or sw
eet!

　

H
ow

 art thou lost! how
 on a sudden lost,

　

D
efaced, deflow

ered, and now
 to death devote!

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅸ
. 896-901.
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ア
ダ
ム
に
と
っ
て
も
イ
ー
ヴ
を
失
う
こ
と
は
自
分
自
身
を
失
う
こ
と
だ
（
九
959
）、
お
前
な
し
で
、
ど
う
し
て
私
は
生
き
て
い
け
よ

う
（H

ow
 can l live w

ithout thee? Ⅸ
. 908

）、
た
と
え
神
が
も
う
ひ
と
り
「
別
の
イ
ー
ブ
（annother Eve, Ⅸ

. 911

）」
を
造
ら

れ
て
も
。（
イ
ー
ブ
が
「
別
の
イ
ー
ブ
」（
九
828
）
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ア
ダ
ム
も
ま
た
全
く
同
じ
言
葉

を
思
い
つ
く
、
た
だ
し
、
イ
ー
ブ
は
嫉
妬
か
ら
、
ア
ダ
ム
は
別
人
で
は
埋
め
ら
れ
な
い
当
人
へ
の
愛
情
か
ら
。）

ア
ダ
ム

の
動
揺

・
堕
落

現
に
蛇
も
イ
ー
ブ
も
と
も
に
生
き
て
い
る
し
、
神
と
て
最
高
の
被
造
物
と
し
て
造
ら
れ
た
人
間
を
滅
ぼ
し
、
万
物
の
創
造
を

ご
破
算
に
し
て
セ
イ
タ
ン
に
勝
ち
誇
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
さ
る
ま
い
、
と
も
思
う
。
こ
う
し
て
ア
ダ
ム
は
、
た
め
ら
わ

ず
果
実
を
食
べ
た
。
大
地
は
再
び
苦
し
み
、
悶
え
る
ご
と
く
奥
底
か
ら
震
え
慄
き
、
自
然
も
ま
た
呻
き
声
を
あ
げ
た
。
空
は

か
き
曇
り
、
雷
鳴
を
と
ど
ろ
か
せ
て
、
人
間
に
死
を
も
た
ら
す
原
罪
が
犯
さ
れ
た
こ
と
に
、
悲
し
み
の
涙
を
流
し
た
。

　
　
　
　

…he scrupled not to eat,

　
　
　
　

・　
　

・　
　

・　
　

・　
　

・

　

Earth trem
bled from

 her entrails, as again

　

In pangs, and N
ature gave a second groan;

　

Sky loured, and m
uttering thunder, som

e sad drops

　

W
ept at com

pleting of the m
ortal sin

　

O
riginal; 

…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅸ
. 997-1004
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二
人
は
新
し
い
葡
萄
酒
に
醉
っ
た
よ
う
に
陽
気
に
な
り
、
翼
が
生
え
て
、
地
を
蹴
っ
て
飛
び
た
つ
神
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

し
か
し
ま
た
偽
り
の
果
実
は
全
く
別
の
作
用
を
ひ
き
起
こ
し
た
。
肉
欲
に
燃
え
て
、
愛
の
戯
れ
に
心
ゆ
く
ば
か
り
耽
っ
た
。
甘
い
肉
の

戯
れ
に
疲
れ
果
て
て
、
や
が
て
深
い
眠
り
に
落
ち
た
が
、
眠
り
は
異
様
な
夢
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
。

　

目
覚
め
て
気
付
い
た
こ
と
は
「
無
垢
」
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
消
え
て
な
く
な
り
、「
羞
恥
」
の
前
に
裸
身
を
さ
ら
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

羞
恥

『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
に
よ
れ
ば
、「
羞
恥
」（
コ
ロ
ン
ビ
ア
版

204

pudor

・
205sham

e

）
は
、「
死
」
の
四
つ
の
段
階

の
第
一
段
階
で
あ
る
。
第
二
段
階
は
「
精
神
の
死
」、
す
な
わ
ち
神
の
恩
寵
の
喪
失
、
神
の
義
の
な
か
に
生
き
て
い
た
生
来

の
義
の
喪
失
で
あ
る
。
第
三
段
階
は
「
肉
体
の
死
」
で
あ
り
、第
四
段
階
は
「
永
遠
の
死
」、永
遠
の
罰
へ
と
断
罪
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

恥
か
し
さ
に
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
た
ア
ダ
ム
が
イ
ー
ヴ
を
詰な

じ

る
。
か
つ
て
は
恍
惚
と
歓
喜
に
溢
れ
て
仰
ぎ
見
て
い
た
天
使
や
神
を

正
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（
九
1080
─
1082
）、「
無い

ち
じ
く

花
果
」（
九
1101
）
の
葉
を
縫
い
合
せ
て
腰
の
ま
わ
り
を
隠
し
、「
罪
」
と
「
羞
恥
」
と

を
避
け
よ
う
と
提
案
す
る
。

　

し
か
し
、
覆
い
は
空
し
く
、「
あ
の
最
初
の
裸
体
の
栄
光
（that first naked glory, Ⅸ

. 1115

）」
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
醜
態
を

さ
ら
す
ば
か
り
で
あ
る
。「
お
前
が
私
の
言
葉
を
聞
き
、
私
の
頼
ん
だ
と
お
り
一
緒
に
い
て
く
れ
た
ら
、
よ
か
っ
た
も
の
を
、
不
幸
に

も
今け

　
さ朝

ど
こ
で
思
い
つ
い
た
か
、
あ
ん
な
奇
妙
な
漂さ

す
ら
い泊

の
欲
望
に
と
り
つ
か
れ
な
け
れ
ば
!　

相
変
ら
ず
幸
わ
せ
て
い
ら
れ
た
の
に
、

今
は
も
う
、
善
い
も
の
は
な
ん
に
も
な
く
な
り
、
た
だ
恥
か
し
く
、
裸
か
で
、
惨
め
な
だ
け
だ
!　

今
後
は
金
輪
際
、
信
頼
を
証
明
し

て
み
せ
る
な
ど
と
要
ら
ぬ
こ
と
を
言
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
証
拠
を
見
せ
る
と
言
い
張
る
な
ん
ぞ
は
堕
落
の
始
ま
り
だ（
九
1134
─
1142
）。

　

言
質
を
と
ら
え
て
非
難
さ
れ
る
と
、
イ
ー
ヴ
も
激
高
し
て
言
い
返
す
、「
な
ん
と
残
酷
な
こ
と
を
!　

こ
ん
ど
の
禍
は
あ
な
た
が
私
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の
そ
ば
に
い
て
も
、
い
や
、
あ
な
た
自
身
に
だ
っ
て
、
起
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
私
だ
け
が
悪
い
、
一
人
で
行
き
た
い
と
い
っ

た
こ
と
が
悪
い
、
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。
私
は
命
の
な
い
一
本
の
肋
骨
の
ま
ま
、
あ
な
た
の
脇
か
ら
離
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
、

と
い
う
ん
で
す
ね
。
あ
な
た
が
女
の
頭か

し
ら

な
ら
、
そ
ん
な
危
険
な
と
こ
ろ
へ
は
絶
対
に
行
く
な
、
と
何
故
命
じ
な
か
っ
た
の
で
す
か
？　

唯
々
諾
々
と
大
し
た
反
対
も
せ
ず
、
む
し
ろ
許
し
、
認
め
、
快
く
送
り
出
し
て
下
さ
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
反
対
な
ら
反
対
と
、

ぶ
れ
ず
に
、
き
っ
ぱ
り
反
対
し
て
下
さ
れ
ば
、
私
が
罪
を
犯
す
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
あ
な
た
も
私
と
一
緒
に
罪
を
犯
す
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
」（
九
1144
─
1161
）。

売
り
言

葉
に
買

い
言
葉

さ
す
が
に
ア
ダ
ム
も
、
こ
の
言
い
分
に
は
初
め
て
怒
っ
て
、
き
り
返
す
、「
何
た
る
忘
恩
!　

お
前
が
失
わ
れ
た
と
き
、
私

自
身
は
生
き
な
が
ら
え
て
幸
わ
せ
に
暮
ら
す
こ
と
も
で
き
た
。
た
だ
お
前
へ
の
愛
を
示
す
た
め
に
、
喜
ん
で
お
前
と
と
も
に

死
ぬ
決
心
を
し
た
の
だ
。
そ
の
私
が
、
今
お
前
の
罪
の
責
任
を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？　

お
前
を
も
っ
と
厳
し

く
引
き
と
め
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
、
と
言
う
が
、
危
険
な
敵
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
、
口
が
酸
っ
ぱ
く
な
る
ほ
ど
言
っ
た
。
そ
れ
以
上

す
れ
ば
強
制
に
な
る
。
自
由
な
意
志
に
対
し
て
、
強
制
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
お
前
は
自
信
満
々
だ
っ
た
、
危
険
に
会
う
心
配
は
な

い
、
い
や
会
え
ば
、
光
栄
あ
る
試
練
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
だ
な
ど
と
い
っ
て
。
私
に
も
過
ち
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
お
前
に
は
、
ど
ん

な
悪
も
お
前
を
試
み
る
こ
と
は
す
ま
い
と
思
え
る
ほ
ど
、
完
全
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
過
大
に
評
価
し
す
ぎ
た
こ
と
だ
。
こ
の
過
ち
が

私
に
罪
を
犯
さ
せ
た
。
そ
れ
が
今
お
前
に
責
め
ら
れ
て
い
る
。
女
の
価
値
を
過
信
し
て
女
の
意
志
ど
お
り
に
さ
せ
る
男
の
身
に
は
こ
ん

な
こ
と
が
ふ
り
か
か
る
の
か
。
女
は
縛
ら
れ
る
こ
と
に
我
慢
で
き
な
い
、
そ
れ
で
任
せ
て
お
け
ば
お
い
た
で
禍
が
起
き
る
。
と
な
る 

と
、
た
ち
ま
ち
、
女
を
気
侭
に
振
舞
わ
せ
た
男
の
気
が
弱
い
か
ら
だ
、
と
非
難
す
る
」（
九
1163
─
1186
）。
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こ
の
よ
う
に
互
い
に
自
分
の
非
を
認
め
ず
、
相
手
を
責
め
つ
づ
け
れ
ば
、
争
い
は
終
る
こ
と
な
く
、
人
間
関
係
は
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
に

陥
る
。

　

人
間
の
力
で
は
二に

っ
ち進

も
三さ

っ
ち進

も
行
か
な
く
な
っ
た
と
き
、
事
態
の
打
開
に
は
別
の
次
元
の
介
入
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
第
九
巻
は
こ
こ
で
終
り
、
第
一
〇
巻
は
舞
台
が
天
上
に
移
り
、
そ
の
影
響
力
が
地
上
の
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
に
も
あ
ら
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

行
詰
り

ア
ダ
ム
は
不
幸
な
現
状
を
嘆
く
、「
あ
あ
、
あ
の
幸
福
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
、
こ
の
惨
さ
は
な
ん
と
し
た
こ
と
か
!
（O

 

m
iserable of happy!  Ⅹ

. 720

）」。
祝
福
の
生
涯
は
一
転
し
て
呪の

ろ
い詛

の
身
と
な
り
、
か
つ
て
は
神
の
御
顔
を
拝
す
る
こ
と

を
最
高
の
幸
福
と
感
じ
て
い
た
の
に
、
今
で
は
そ
の
顔
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
（
一
〇
722
─
725
）。
そ
れ
ば
か
り
か
子
々
孫
々
に
及

ぶ
呪
詛
を
思
う
と
、
な
ぜ
頼
み
も
し
な
い
の
に
土
く
れ
よ
り
人
を
造
り
、
暗
闇
か
ら
引
き
あ
げ
楽
園
に
お
き
た
も
う
た
か
と
創
造
主
を

恨
み
、
違
反
の
結
果
が
死
で
あ
る
な
ら
、
す
ぐ
に
訪
れ
な
い
死
を
怪
し
み
、
即
座
の
死
を
願
う
。

　

そ
し
て
、
お
お
よ
そ
死
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
、
死
に
よ
っ
て
霊
魂
と
肉
体
と
は
ど
う
な
る
か
、
死
後
の
状
態
は
如

何
、
ま
た
死
を
も
た
ら
し
た
責
任
者
は
誰
か
、
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
。

　

や
が
て
ア
ダ
ム
の
心
は
、
結
局
私
が
、
私
一
人
が
、
す
べ
て
の
腐
敗
堕
落
の
源
と
し
て
、
す
べ
て
の
非
難
を
受
け
る
べ
き
だ
、
と
思
う
。

　

O
n m

e, m
e only, as the source and spring

　

O
f all corruption, all the blam

e lights due; 

…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅹ
. 832 _833.
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あ
ゝ
、
し
か
し
そ
れ
さ
え
愚
か
な
願
い
だ
、
地
球
よ
り
重
い
、
い
や
全
宇
宙
よ
り
も
遥
か
に
重
い
、
こ
の
重
荷
︱
︱
た
と
え
あ
の
女

が
分
担
し
て
く
れ
る
と
し
て
も
︱
︱
荷
え
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
（
一
〇
834
─
837
）、
と
も
。

　

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
何
を
願
お
う
と
、
何
を
恐
れ
よ
う
と
、
逃
れ
る
望
み
は
全
く
な
く
、
過
去
・
未
来
の
誰
よ
り
も
惨
め
な
人
間

に
思
え
て
く
る
。
匹
敵
す
る
の
は
セ
イ
タ
ン
だ
け
だ
。「
良
心
」
よ
、
な
ん
と
い
う
恐
怖
と
戦
慄
の
深
渕
に
追
い
込
む
の
か
、
深
み
か

ら
さ
ら
に
深
み
へ
と
投
げ
こ
ま
れ
て
、
逃
れ
る
出
口
が
見
出
せ
な
い（
一
〇
838
─
844
）。

　

ア
ダ
ム
は
大
地
に
身
を
投
げ
出
し
、
声
を
あ
げ
て
嘆
き
悲
し
ん
だ
。
夜
の
空
気
も
、
穏
や
か
で
涼
し
か
っ
た
堕
落
前
と
は
一
変
し
、

陰
湿
な
、
ま
が
ま
が
し
い
暗
闇
と
な
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
一
刻
も
早
く
死
の
裁
き
が
下
る
の
を
願
っ
た
。
悶
え
苦
し
む
ア
ダ
ム
を
見
か

ね
て
、
イ
ー
ヴ
は
慰
め
の
言
葉
を
か
け
る
が
、
ア
ダ
ム
は
厳
し
い
目
付
き
で
、
は
ね
つ
け
る
、「
汝
、
蛇
よ
、
わ
た
し
の
前
か
ら
消
え

去
れ
!
（O

ut of m
y sight, thou serpent!

）、
お
前
は
蛇
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
女
だ
、
お
前
は
蛇
と
共
謀
し
、
蛇
と
同
じ

く
ら
い
陰
険
で
、
憎
む
べ
き
だ
」（
一
〇
867
─
869
）。

　

こ
の
行
は
、
イ
エ
ス
が
「
サ
タ
ン
よ
、
わ
が
後
に
退
け
」（
マ
タ
イ
一
六
23
）
と
い
っ
た
言
葉
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
れ
は
イ
エ
ス
が

ペ
テ
ロ
に
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
ペ
テ
ロ
は
一
番
弟
子
、
や
が
て
教
会
の
築
か
れ
る
べ
き
礎
石
、
イ
エ
ス
の
一
番
身
近
か
で
、
一
番
信

頼
す
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
ペ
テ
ロ
を
サ
タ
ン
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
ア
ダ
ム
は
イ
ー
ヴ
を
蛇
と
、
す
な
わ
ち
サ
タ

ン
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
対
ペ
テ
ロ
、
ア
ダ
ム
対
イ
ー
ヴ
。
最
悪
最
低
の
罵
倒
の
対
象
が
、
最
も
近
し
い
、
最
愛
の
、
将
来
を

託
す
べ
き
人
物
で
あ
る
と
は
!

悔
改
め
へ

の
道
程

こ
の
後
、ア
ダ
ム
は
長
々
と
、あ
ら
ん
限
り
の
女
性
呪
詛
の
言
葉
を
並
べ
る
。
ア
ダ
ム
は
後
悔
は
し
て
い
る
が
、「
悔
改
め
」

は
し
て
い
な
い
。
イ
ー
ヴ
を
責
め
る
ば
か
り
で
、
自
分
を
責
め
て
い
な
い
。
こ
こ
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
た
の
は
イ 
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ー
ヴ
で
あ
る
。
イ
ー
ヴ
が
罪
を
告
白
し
た
の
で
あ
る
。
罪
の
罰
と
し
て
の
死
を
、
自
分
ひ
と
り
で
引
受
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
初

め
は
、
蛇
に
騙
さ
れ
た
と
い
う
弁
解
や
、
捨
て
な
い
で
く
れ
と
い
う
哀
願
で
始
ま
る
が
、
そ
う
い
う
夫
婦
二
人
だ
け
の
人
間
的
関
係
か

ら
、「
罪
を
犯
し
た
」
と
い
う
神
と
の
関
係
に
移
っ
て
ゆ
く
。

　

私
た
ち
二
人
は
罪
を
犯
し
ま
し
た
。
が
、
あ
な
た
は
た
だ

　

神
に
対
し
て
の
み
、
私
は
神
と
あ
な
た
に
対
し
て
犯
し
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
私
は
審さ

ば
き判

の
座
に
帰
り
、

　

そ
こ
で
大
き
な
声
を
あ
げ
て
神
に
哀
願
し
ま
す
、

　

罰
の
宣
告
を
あ
な
た
の
上
に
は
下
さ
な
い
で
、

　

悉
く
私
の
上
に
、
あ
な
た
に
と
っ
て
こ
の
す
べ
て
の
禍
の
源
で
あ
る

　

私
の
上
に
、
た
だ
私
の
上
に
の
み
下
し
て
く
だ
さ
い
と
、

　

神
の
怒
り
が
加
え
ら
れ
て
当
然
な
身
な
の
で
す
か
ら
。

　
　
　
　
　

Both have sinn’d; but thou

　

A
gainst God only,  I against God and thee; 

　

A
nd to the place of judgm

ent w
ill return, 

　

T
here w

ith m
y cries im

portune H
eaven, that all

　

T
he sentence, from

 thy head rem
oved, m

ay light
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O
n m

e, sole cause to thee of all this w
oe;

　

M
e

︱︱m
e only, just object of his ire!

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅹ
. 930 _936.

　

こ
の
終
り
の
二
行
と
、
先
に
ア
ダ
ム
が
口
に
し
た
二
行
を
比
べ
て
み
よ
う
。

　

O
n m

e

︱︱m
e only, as the source and spring

　

O
f all corruption, all the blam

e lights due;

…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅹ
. 832 _833.

　

二
人
と
も
そ
れ
ぞ
れ
自
分
ひ
と
り
に
神
の
裁
き
が
下
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。‘O

n m
e

︱︱m
e only’

の
繰
返
し
は
全
く
同
じ
で

あ
る
。
だ
が
、
男
女
で
、
物
言
い
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
イ
ー
ヴ
の
場
合
の
切
実
さ
の
方
が
ま
さ
っ
て
い
る
。
事
実
、

ア
ダ
ム
は
こ
ん
な
殊
勝
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
そ
の
舌
の
根
も
乾
か
ぬ
う
ち
に
、
女
性
呪
詛
の
あ
り
っ
た
け
を
イ
ー
ヴ
に
浴
び
せ
か

け
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
か
え
、
イ
ー
ヴ
の
弱
り
よ
う
は
本
物
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
も
そ
れ
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　

し
か
し
、
ア
ダ
ム
の
上
か
ら

4

4

4

目
線
で
諭
す
よ
う
な
口
調
は
変
っ
て
い
な
い
。「
お
前
は
今
も
以
前
と
同
じ
よ
う
に
考
え
が
足
り
な
い
。

神
の
怒
り
の
す
べ
て
を
、
お
前
ひ
と
り
で
背
負
う
の
は
無
理
な
話
だ
。
…
…
私
自
身
が
お
前
よ
り
も
先
に
裁
き
の
座
に
行
っ
て
、
︱
︱

本
来
私
が
保
護
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
危
険
な
目
に
あ
わ
せ
て
し
ま
っ
た
お
前
の
女
性
と
し
て
の
弱
さ
と
脆
さ
を

釈
明
し
て
、
ど
う
か
こ
れ
を
許
し
、
す
べ
て
の
罰
と
怒
り
を
私
の
頭
に
加
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
大
声
で
、
お
願
い
す
る
つ
も
り
だ
」 
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（
一
〇
947
─
957
）。

　

T
hy fraily and infirm

er sex forgiven,

　

T
o m

e com
m

itted, and by m
e exposed. 　

Ⅹ
. 956 _957.

　

ア
ダ
ム
は
短
い
言
葉
な
が
ら
、
イ
ー
ヴ
の
言
い
分
を
十
分
に
聞
き
い
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ー
ヴ
に
、
も
は
や
盾
突
く
理
由
は
な
い
。

ア
ダ
ム
は
続
け
る
、「
こ
こ
で
こ
れ
以
上
言
い
争
い
、
互
い
に
責
め
合
う
の
は
や
め
よ
う
で
は
な
い
か
。
こ
の
悲
し
み
を
分
か
ち
あ
い
、

互
い
の
重
荷
を
軽
く
す
る
よ
う
愛
の
務
め
に
励
も
う
で
は
な
い
か
。
宣
告
さ
れ
て
い
た
こ
の
日
の
死
も
ど
う
や
ら
直
ぐ
で
は
な
く
、
ゆ 

っ
く
り
訪
れ
る
禍
の
よ
う
だ
︱
︱
長
い
日
を
か
け
て
、わ
れ
わ
れ
の
苦
痛
を
増
し
、子
々
孫
々
に
ま
で
伝
わ
る
死
と
な
る
よ
う
だ
」（
一

〇
958
─
965
）。

イ
ー
ヴ

の
過
激

な
提
案

さ
す
が
の
イ
ー
ヴ
も
気
を
取
戻
し
、
ア
ダ
ム
へ
の
優
し
さ
を
示
す
。
そ
し
て
心
中
に
決
す
る
提
案
を
述
べ
る
。
そ
れ
は
な
ん

と
子
を
残
さ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
こ
の
呪
わ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
さ
ん
ざ
ん
悲
惨

な
苦
し
み
を
な
め
、
挙
句
の
果
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
子
ど
も
を
残
さ
な
け
れ
ば
、
貪
欲
な
「
死
」
の
胃
袋

も
私
た
ち
二
人
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
。
そ
し
て
こ
の
提
案
は
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
、
自
殺
の

提
案
と
な
る
。

　

し
か
し
あ
な
た
が
、
お
互
い
仲
よ
く
語
り
合
い
、
顔
を
見
詰
め
、
愛
し
合
っ
て
い
る
の
に
、
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愛
の
当
然
の
営
み
で
あ
る
夫
婦
の
甘
い
抱
擁
を
控
え
、

　

 
同
じ
欲
望
に
苦
し
ん
で
い
る
自
分
の
愛
す
る
妻
を
眼
の
前
に
し
な
が
ら
、

　

満
た
さ
れ
る
望
み
も
な
く
、
た
だ
欲
望
に
苛さ

い
な

ま
れ
続
け
る
こ
と
が
、

　

と
て
も
辛
い
、
困
難
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
し
た
ら
、
︱
︱
恐
ら
く
そ
れ
は

　

私
た
ち
が
恐
れ
て
い
る
何
も
の
に
も
劣
ら
な
い
ほ
ど
惨
め
な
苦
し
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︱
︱

　

But if thou judge it hard and diffi
cult, 

　

Conversing, looking, loving, to abstain

　

From
 love’s due rites, nuptial em

braces sw
eet, 

　

A
nd w

ith desire to languish w
ithout hope, 

　

Before the present object langnishing

　

W
ith like desire, w

hich w
ould be m

isery

　

A
nd torm

ent less than none of w
hat w

e dread;
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅹ
. 992 _998.

　

も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
自
分
と
子
孫
た
ち
を
恐
怖
か
ら
解
放
す
る
方
法
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
手
で
「
死
」
の
役
目
を
み
ず
か
ら

に
果
た
す
こ
と
で
す
。
最
後
に
は
死
ぬ
ほ
か
な
い
と
い
う
恐
怖
に
戦お

の
の

き
な
が
ら
生
き
な
が
ら
え
る
よ
り
、
一
番
簡
単
な
方
法
は
「
死
を

も
っ
て
死
を
滅
ぼ
す
こ
と
で
す
」。
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D
estruction w

ith destruction to destroy. 　

Ⅹ
. 1006

　

美
し
い
イ
ー
ヴ
の
口
か
ら
洩
れ
る
こ
の
激
し
い
科
白
は
読
者
を
た
じ
ろ
が
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。「
彼
女
は
た
だ
死
の
こ
と
ば
か
り

思
い
つ
め
、
顔
面
も
蒼
白
で
あ
っ
た
（so m

uch of death her thougths／
H

ad entertained as dyed her cheeks w
ith pale.  

Ⅹ
. 1008 _1009

）」。

　

ア
ダ
ム
は
、
こ
の
提
案
に
少
し
も
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
慎
重
に
思
慮
を
働
か
せ
な
が
ら
心
を
明
る
い
希
望
へ
と
高
め
て
い
っ
た
、

そ
し
て
イ
ー
ヴ
に
自
殺
を
し
て
は
い
け
な
い
理
由
を
説
く
（
こ
こ
が
『
失
楽
園
』
に
お
い
て
自
殺
論
と
も
い
う
べ
き
唯
一
の
箇
所
で
あ

る
）。

自
殺

お
前
が
生
命
と
楽
し
み
を
軽
ん
ず
る
こ
と
は
、
お
前
の
う
ち
に
、
生
命
や
楽
し
み
よ
り
も
、
も
っ
と
崇
高
で
優
れ
た
も
の

4

4

4

4

4

が

あ
る
、と
い
う
証
拠
だ
。
だ
が
自
殺
を
す
れ
ば
、お
前
の
う
ち
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
そ
の
優
れ
た
も
の

4

4

4

4

4

を
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
。

　

ま
た
生
命
は
本
来
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
人
の
も
の
で
は
な
い
。
神
か
ら
預
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
死
は
神
に
委

ね
る
べ
き
で
あ
る
。（「
主
与
え
、
主
取
り
た
も
う
な
り
」（
ヨ
ブ
一
21
）
と
い
う
。）
し
か
る
に
自
殺
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
、
生
命
を
私

有
物
の
ご
と
く
自
分
の
自
由
に
な
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
私
有
物
と
思
え
ば
こ
そ
そ
れ
に
執
着
し
て
、
正
し
い
愛
し
方
を
越
え
て
過

度
に
愛
し
、
失
う
と
な
れ
ば
生
命
を
軽
ん
ず
る
ど
こ
ろ
か
、
苦
悩
・
愁
嘆
の
騒
ぎ
と
な
る
。

　

ま
た
、
も
し
死
は
悲
惨
の
極
み
で
あ
る
か
ら
、
死
に
さ
え
す
れ
ば
宣
告
さ
れ
た
処
罰
を
免
れ
ら
れ
る
と
考
え
て
死
を
願
う
と
す
れ
ば
、

き
っ
と
神
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
先
を
越
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
も
っ
と
賢
明
な
方
法
で
復
讐
の
怒
り
を
揮
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
恐
ろ
し
い
の
は
、
そ
ん
な
捥
ぎ
と
っ
た
よ
う
な
死
で
は
、
宣
告
ど
お
り
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
痛
を
免
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れ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
頑
な
行
為
に
神
が
怒
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
死
を
永
続
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
が
心
配 

だ
、
と
い
う
（
一
〇
1013
─
1028
）。

　

そ
れ
ゆ
え
、「
お
前
の
裔す

え

が
あ
の
蛇
の
頭
を
砕
く
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
た
神
の
宣
告
を
想
い
お
こ
し
、
神
の
よ
り
賢
明
な
解
決
策

を
待
つ
こ
と
に
し
よ
う
、
と
提
案
す
る
。

女
の
裔

し
か
し
「
お
前
の
裔す

え

が
蛇
の
頭
を
砕
く
で
あ
ろ
う
（thy seed shall bruise

／
T

he Serpent’s head, Ⅹ
. 1031

− 

1032

）」
と
い
う
神
の
宣
告
は
、
ア
ダ
ム
が
聞
い
た
も
の
で
も
、
イ
ー
ヴ
が
聞
い
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。「
女
の
末す

え裔
が
や

が
て
お
前
の
頭
を
砕
く
（H

er seed shall bruise thy head,Ⅹ
. 181

）」
と
い
う
の
は
蛇
に
対
す
る
宣
告
で
あ
っ
た
。
ア
ダ
ム
は
そ

れ
を
側
で
聞
い
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。

　

創
世
記
第
三
章
に
お
い
て
も
、
女
の
子
孫
が
お
前
の
頭
を
砕
く
（
三
15
）
と
い
う
宣
告
は
蛇
に
向
っ
て
言
わ
れ
た
も
の
で
、
女
に
向

か
っ
て
は
「
苦
し
ん
で
子
を
産
む
」
こ
と
と
「
男
が
女
を
支
配
す
る
」
こ
と
（
三
16
）
だ
け
で
あ
り
、
ア
ダ
ム
に
向
か
っ
て
は
「
生
涯

食
べ
物
を
得
よ
う
と
苦
し
む
」（
三
17
）
こ
と
と
、
最
後
に
は
「
塵
に
返
る
」（
三
19
）
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
『
失
楽
園
』
で
は
、
こ
の
創
世
記
の
記
述
が
文
学
的
に
敷
衍
さ
れ
る
。
罪
を
犯
し
た
ア
ダ
ム
は
神
の
声
が
聞
こ
え
て
も
、
神
の
顔
を
避 

け
、
身
を
隠
し
た
（
一
〇
97
─
102
）、
神
は
ア
ダ
ム
に
「
出
て
来
い
」（
一
〇
108
）
と
声
を
か
け
る
。
ア
ダ
ム
の
弁
解
に
対
し
て
、
神
は

「
神
の
声
を
無
視
し
て
女
の
命
令
に
従
う
と
は
、
こ
の
女
が
、
お
前
の
神
だ
っ
た
と
い
う
の
か
？
」、
女
を
支
配
す
る
こ
と
こ
そ
男
の
任

務
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
資
格
も
地
位
も
女
に
譲
り
渡
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
叱
る
（
一
〇
144
─
156
）。

　

次
に
神
の
追
求
は
イ
ー
ヴ
に
及
ぶ
、「
女
よ
、
お
前
は
い
っ
た
い
何
を
し
た
の
か
？
」（
一
〇
158
）
と
。
イ
ー
ブ
は
「
蛇
に
騙
さ
れ
て

私
は
食
べ
た
」（
一
〇
162
）
と
答
え
る
。
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こ
れ
を
聞
く
と
直
ち
に
蛇
に
向
か
い
、「
お
前
は
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
地
面
に
腹
を
つ
け
て
這
い
、
た
だ
塵
埃
だ
け
を
食
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（
一
〇
177
─
178
）
と
い
う
こ
と
と
、「
こ
の
女
の
裔
が
、
や
が
て
お
前
の
頭
を
砕
き
、
お
前
も
そ
の
者
の
踵
を
砕
く
で
あ

ろ
う
」（
一
〇
181
）
と
宣
言
す
る
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
蛇
を
裁
い
て
お
い
て
か
ら
、
イ
ー
ブ
に
向
か
い
、「
苦
し
み
の
う
ち
に
子
供
を
産
む
こ
と
に
な
る
」（
一
〇
194
─

195
）
こ
と
と
、「
夫
が
お
前
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
」（
一
〇
196
）
こ
と
を
宣
言
す
る
。

　

次
い
で
ア
ダ
ム
に
は
、「
生
涯
、
額
に
汗
し
て
パ
ン
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
〇
205
）
こ
と
と
、「
本
来
塵
で
あ
る
か
ら
、

塵
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
〇
208
）
こ
と
を
申
渡
す
。
イ
ー
ブ
に
も
ア
ダ
ム
に
も
聖
書
の
記
事
ど
お
り
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
こ

と
が
言
渡
さ
れ
た
。

　
『
失
楽
園
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
一
連
の
宣
告
の
な
か
で
、
蛇
へ
の
裁
き
の
直
後
、
人
間
（
イ
ー
ブ
と
ア
ダ
ム
）
へ
の

裁
き
の
前
に
、
女
の
末
裔
が
蛇
の
頭
を
砕
き
、
蛇
が
そ
の
者
の
踵
を
砕
く
と
い
う
神
託
の
内
容
が
、
地
の
文
と
し
て
簡
潔
に
要
約
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

女
の
末
裔
と
は
「
第
二
の
イ
ー
ブ
で
あ
る
マ
リ
ア
の
子
イ
エ
ス
」（
一
〇
183
）で
あ
り
、
彼
は
「
空
中
の
長お

さ

で
あ
る
セ
イ
タ
ン
が
天
か

ら
稲
妻
の
よ
う
に
落
下
す
る
の
を
見
、
つ
い
で
墓
か
ら
蘇
り
、
墜
落
し
た
権
天
使
、
力
天
使
た
ち
を
捕
ら
え
、
公
然
と
彼
ら
を
さ
ら
し

も
の
に
し
て
凱
旋
し
、
長
ら
く
奪
わ
れ
て
セ
イ
タ
ン
の
領
分
と
な
っ
て
い
た
空
中
を
輝
し
く
、
虜と

り
こ者

を
率
い
て
天
に
昇
っ
て
い
っ
た
。

そ
う
し
て
最
後
に
は
セ
イ
タ
ン
を
わ
れ
わ
れ
の
足
の
下
に
砕
き
た
も
う
で
あ
ろ
う
」（
一
〇
183
─
190
）。

　　
　

Jesus, son of M
ary, second Eve,

　

Saw
 Satan fall like lightning dow

n from
 H

eaven,
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Prince of the air; then, rising from
 his grave,

　

Spoiled Principalities and Pow
ers, trium

phed

　

In open show
, and w

ith ascension bright

　

Captivity led captive through the air,

　

T
he realm

 itself of Satan long usurped,

　

W
hom

 he shall tread at last under our feet; 

…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅹ
. 183 _190.

　

生
誕
、
復
活
、
昇
天
、
審
判
、
キ
リ
ス
ト
教
の
す
べ
て
の
教
義
が
初
め
か
ら
終
り
ま
で
、
す
べ
て
こ
の
八
行
の
う
ち
に
述
べ
尽
さ
れ

る
。
最
後
の
一
行
だ
け
は
未
来
形
で
あ
る
が
、
他
の
七
行
は
す
べ
て
過
去
形
で
あ
り
、
既
往
の
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
「
御
子
」（
一
〇
64
、70
）
と
「
永
遠
な
る
父
（Father Eternal

）」（
一
〇
68
）
と
の
関
係
も
第
十
巻
の
初
め
に
す
で
に
語
ら
れ
て
い 

る
。
父
な
る
神
の
仕
事
は
「
命
ず
る
」（
一
〇
68
）
に
あ
り
、
御
子
の
仕
事
は
天
と
地
に
お
い
て
父
の
「
意
志
を
行
う
」（
一
〇
69
）
に

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
罪
を
犯
し
た
者
を
裁
く
」（
一
〇
71
─
72
）
の
も
御
子
の
仕
事
と
な
る
。
父
の
意
志
を
行
う
者
と
し
て
ま
さ
に
「
一

家
の
父
」（
一
〇
216
）
の
よ
う
に
、
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ブ
の
身
の
上
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
先
ず
「
獣
の
皮
（skins of 

beasts, Ⅹ
. 217

）」
で
二
人
の
裸
形
を
覆
っ
て
や
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

衣
服

罪
を
犯
し
た
と
き
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ブ
を
先
づ
襲
っ
た
も
の
は
「
羞
恥
（sham

e, Ⅸ
. 1058.

）」
で
あ
っ
た
。「
羞
恥
」
が
「
上

着
（robe, Ⅸ

. 1058.

）」
の
ご
と
く
彼
ら
を
覆
っ
た
の
で
あ
る
（
典
拠
は
詩
篇
一
〇
九
篇
29
節
「
恥
を
上
着
と
し
て
ま
と
う
」、
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欽
定
英
訳
で
は
、m

antle

）。
全
身
を
覆
う
羞
恥
に
よ
っ
て
彼
ら
は
神
や
天
使
を
正
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
っ
そ
「
森
の
住
人

と
な
っ
て
孤
独
の
う
ち
に
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
き
た
い
（O

! m
ight I here

／In solitude live savage, Ⅸ
. 1084 _1085. Cf. 

savage, i. e. like an inhabitant of the w
ood

）」
と
さ
え
思
う
。
し
か
し
、
さ
し
あ
た
り
（for the present, Ⅸ

. 1092

）、
い
ち

ば
ん
恥
に
さ
ら
さ
れ
、
い
ち
ば
ん
醜
く
見
え
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
お
互
い
の
眼
か
ら
隠
す
手
段
を
講
ず
る
。
そ
れ
が
「
い
ち
じ
く 

（T
he fig-tree,Ⅸ

. 1101

）」
の
広
く
て
滑
ら
か
な
葉
を
縫
い
あ
わ
せ
て
腰
の
ま
わ
り
に
巻
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に

工
夫
し
て
縫
い
あ
わ
せ
て
も
罪
と
羞
恥
を
覆
い
隠
す
に
は
、「
空
し
い
覆
い
（vain covering, Ⅸ

. 1113

）」
で
し
か
な
か
っ
た
。

義
の
衣

罪
を
犯
し
た
二
人
を
裁
く
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
御
子
は
裁
き
主
で
あ
る
と
同
時
に
救
い
主
で
も
あ
る
。
死
を
遠
い
時
期
ま

で
延
期
す
る
と
と
も
に
（
一
〇
209
─
211
）、
彼
ら
の
裸
形
を
憐
れ
ん
で
「
獣
の
皮
（
一
〇
217
）」
で
覆
っ
て
や
っ
た
。
御
子
は

そ
の
と
き
彼
ら
の
醜
い
「
外
な
る
裸
形
（outw

ard, Ⅹ
. 220

）」
を
獣
の
皮
で
覆
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
醜
い
「
内
な
る
裸
形
（in- 

w
ard nakedness, Ⅹ

. 221

）」
を
彼
の
「
義
の
上
着
（robe of righteousness, Ⅹ

. 222

）」
で
包
み
、
父
な
る
神
の
眼
か
ら
隠
し
た

の
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
『
失
楽
園
』
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
も
と
よ
り
創
世
記
第
三
章
21
節
「
主
な
る
神
は
、
ア
ダ
ム
と
女
に
皮
の
衣
を
作
っ
て
着

せ
ら
れ
た
」
の
記
述
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
節
に
つ
い
て
、
黒
崎
幸
吉
は
次
の
よ
う
な
略
註
を
付
す
、「
手
製
の
無

花
果
の
葉
を
以
て
作
れ
る
裳
を
以
て
は
彼
ら
の
裸
体
を
覆
ふ
に
足
り
な
か
っ
た
。
神
は
手
づ
か
ら
犠
牲
の
動
物
を
屠
り
、
そ
の
皮
を
以

て
衣
を
つ
く
り
て
彼
ら
に
着
せ
給
ひ
、
彼
ら
を
し
て
神
の
前
に
出
で
得
る
様
に
し
給
ふ
た
。
後
に
至
り
神
の
羔
な
る
キ
リ
ス
ト
屠
ら
れ

給
ひ
、
我
ら
は
キ
リ
ス
ト
を
衣
て
（
ロ
マ
一
三
・
一
四
、
ガ
ラ
テ
ヤ
三
・
二
七
）
神
の
前
に
立
ち
得
る
に
至
っ
て
、
始
め
て
完
全
に
人

の
罪
は
贖
は
れ
る
」（『
旧
約
聖
書
略
註
上
』
16
─
17
）、
と
。
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関
根
正
雄
も
そ
の
『
創
世
時
代
講
解
』（『
関
根
正
雄
著
作
集
第
一
三
巻
』
178
頁
）で
、「
皮
衣
」
は
「
恵
み
の
印
」
で
あ
り
、
カ
ル
ヴ 

ァ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
ス
ト
の
義
の
衣
」
と
結
び
つ
き
「
恵
み
の
衣
」
で
あ
る
、
パ
ウ
ロ
の
い
う
「
キ
リ
ス
ト
の
義
を
着
る
」
と
い

う
こ
と
で
、「
恥
と
か
、
恐
れ
と
か
、
罪
と
か
は
、
覆
わ
れ
、
…
…
覆
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
さ
れ
、
と
り
去
ら
れ
る
、
罪
を
た
だ

暴
露
し
て
み
て
も
、
罪
の
問
題
は
片
付
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
罪
の
告
白
を
す
る
人
が
あ
り
ま
す
が
、
問
題
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
解
説
は
、
伝
道
者
に
ふ
さ
わ
し
く
、
直
接
経
験
し
た
具
体
的
事
実
に
則
っ
て
説
明
力
が
あ
り
、
興
味
ぶ
か
い
。

審
判
の

猶
予

と
こ
ろ
で
「
服
従
の
唯
一
の
印
で
あ
る
唯
一
の
命
令
（the sole com

m
and,

／Sole pledge of his obedience, Ⅲ
. 

94 _95

）」
に
背
け
ば
、
そ
の
日
の
う
ち
に
死
ぬ
筈
で
あ
っ
た
。

　

T
he day thou eat’st thereof, m

y sole com
m

and

　

T
ransgress’d, inevitably thou shalt die, 

…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅷ
. 329 _330.

　

し
か
し
、禁
令
を
犯
し
た
イ
ー
ブ
が
生
き
て
い
る
の
を
見
て
、ア
ダ
ム
は
禁
令
を
軽
く
見
な
し
、蛇
が
人
語
を
語
る
と
い
う
先
例
も
あ

る
こ
と
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
「
天
使
や
半
神
（angels, dem

i-gods, Ⅸ
. 937

）」
に
な
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
い
や
、
少
な
く
と
も
せ 

っ
か
く
万
物
の
霊
長
と
し
て
造
ら
れ
た
者
を
む
ざ
む
ざ
亡
ぼ
す
こ
と
は
な
さ
る
ま
い（
九
928
─
938
）、
と
高
を
く
く
り
、
つ
い
に
は
「
そ

の
日
に
死
ぬ
」
と
い
う
宣
告
は
も
う
「
無
力
で
無
効
（vain and void, Ⅹ

. 50
）」
で
あ
る
と
さ
え
思
う
に
至
る
。
し
か
し
、
死
は
直

ち
に
は
臨
ま
な
か
っ
た
が
、「
猶
予
（Forbearance, Ⅹ

. 53

）」
は
「
無
罪
放
免
（acquittance, Ⅹ

. 53

）」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
も 
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っ
ぱ
ら
神
の
「
寛
大
（bounty, Ⅹ

. 54

）」
に
よ
る
の
で
あ
っ
た
、
し
か
し
正
義
は
貫
徹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

義
と
愛

天
地
の
創
造
か
ら
最
後
の
審
判
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
の
業
を
父
は
御
子
に
よ
り
て
為
し
た
も
う
、
と
は
、
す
で
に
第
三
巻

390
─
391
行
に
見
え
る
が
、
こ
こ
第
一
〇
巻
で
も
御
子
は
父
の
「
代
理
者
（V

icegerent, Ⅹ
. 56

）」
と
し
て
彼
ら
を
裁
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
父
の
意
志
は
「
正
義
に
憐
憫
を
伴
わ
し
め
る
（M

ercy colleague w
ith justice, Ⅹ

. 59

）」
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。

　

御
子
は
、
そ
れ
に
応
え
て
、「
両
者
が
共
に
十
分
に
満
た
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
父
の
御
心
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う 

に
、
憐
憫
を
も
っ
て
正
義
を
和
ら
げ
よ
う
」
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　

I shall tem
per so

　

Justice w
ith m

ercy, as m
ay illustrate m

ost

　

T
hem

 fully satisfied, and thee appease.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅹ
. 77 _79.

　

だ
が
、
そ
れ
は
結
局
、
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ブ
が
受
け
る
べ
き
罰
を
代
わ
っ
て
わ
が
身
に
引
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、
い
ず
れ
最
悪
の
事
態

が
御
子
の
上
に
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
（
一
〇
73
─
77
）。
父
が
御
子
を
「
人
間
の
味
方
、
仲
保
者
、
み
ず
か
ら
が
身み

の
し
ろ代

と

な
る
贖
い
主
、
堕
ち
た
人
間
を
裁
く
た
め
に
人
間
と
な
る
べ
く
定
め
ら
れ
た
者
（
一
〇
60
─
62
）」
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
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神
の
黙
示

第
一
〇
巻
の
初
め
に
お
か
れ
た
こ
の
箇
所
は
、
い
わ
ば
第
三
巻
の
要
約
な
い
し
復
習
と
い
え
る
。
第
九
巻
の
堕
落
に
始

ま
っ
て
第
一
〇
巻
へ
と
続
い
て
ゆ
く
人
間
の
ド
ラ
マ
に
、
神
と
御
子
と
の
天
上
の
対
話
が
挿
入
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
だ 

が
、
こ
の
意
味
は
、
人
間
の
ド
ラ
マ
が
人
間
自
身
は
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、
神
の
掌
の
上
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
で
あ
る
。
読
者
は
安
心
し
て
事
態
の
成
行
き
を
見
守
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

同
じ
こ
と
が
、
こ
の
箇
所
に
す
ぐ
続
く
、「
セ
イ
タ
ン
」、「
罪
」、「
死
」
の
場
面
に
も
い
え
る
。
決
定
的
な
戦
闘
は
す
で
に
第
九
巻

に
お
い
て
済
ん
だ
。
第
一
〇
巻
は
い
わ
ば
戦
勝
者
に
よ
る
戦
後
処
理
で
あ
る
。
セ
イ
タ
ン
は
最
高
司
令
官
な
が
ら
単
身
、
身
を
挺
し
て

勝
利
を
獲
得
し
た
。
故
郷
に
凱
旋
し
て
行
う
得
意
の
あ
の
戦
勝
報
告
（
一
〇
460
─
503
）。

　

悪セ
イ
タ
ン魔

を
最
高
司
令
官
と
す
る
な
ら
、
彼
の
側
近
、
麾
下
の
二
将
軍
に
も
譬
え
る
べ
き
は
、
妻
の
「
罪
」
と
、
孫
の
「
死
」
で
あ
る
。

彼
ら
は
父
セ
イ
タ
ン
が
「
星
一
つ
輝
か
ぬ
夜
の
渋
面
」
と
も
、
ま
た
「
常
に
威
圧
す
る
よ
う
な
嵐
が
、
ま
わ
り
に
吹
き
す
さ
ん
で
い
る
」

（
三
424
─
426
）
と
も
い
わ
れ
る
「
虚
し
く
形
な
き
無
限
（the void and form

less lnfinite, Ⅲ
. 12

）」
の
「
混
沌
」
を
か
き
わ
け
て
、

辛
う
じ
て
進
ん
だ
危
険
な
一
筋
の
路
を
見
事
に
拡
幅
舗
装
し
て
「
途
方
も
な
く
長
い
橋
梁
（a bridge

／O
f length prodigious, Ⅹ

. 

301 _302

）」
を
築
造
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
セ
イ
タ
ン
の
航
跡
を
そ
の
ま
ま
辿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
一
〇
314
─
315
、
367
）。
か
く
て
、

地
球
の
地
獄
化
と
い
う
か
、
地
獄
と
地
球
と
の
一
体
化
が
お
こ
っ
て
、
地
球
と
地
獄
と
は
誰
で
も
自
由
に
往
来
で
き
る
一
つ
の
国
、
一

つ
の
大
陸
と
な
っ
た
（
一
〇
391
─
393
）。「
大
地
獄
帝
国
（T

he Infernal Em
pire, Ⅹ

. 389

）」
の
完
成
、
そ
れ
は
栄
誉
あ
る
功
績
、

勝
利
の
偉
業
（
一
〇
390
─
391
）
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
得
意
の
瞬
間
に
セ
イ
タ
ン
は
転
倒
す
る
（
一
〇
513
─
514
）。
一
方
、
そ
の
場
に
は
居
合
わ
せ
ず
楽
園
に
潜
入
し
て
い
た
「
罪
」

と
「
死
」
と
は
所
期
の
作
業
を
盛
ん
に
実
行
す
る
も
の
の
、
つ
い
に
は
地
獄
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
、
し
か
も
最
後
の
最
後
に
。
彼
ら
二

人
を
呑
み
こ
ん
で
地
獄
の
口
は
閉
じ
る
（
一
〇
636
）。
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こ
う
い
う
神
の
黙
示
に
接
し
、
ま
し
て
や
汝
の
裔
が
悪
魔
の
頭
を
砕
く
と
い
う
宣
告
を
思
い
起
せ
ば
、
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ブ
に
も
お
の

ず
か
ら
「
安
全
な
解
決
策
を
求
め
た
い
（let us seek

／Som
e safer resolution, Ⅹ

. 1028 _
1029

）」
と
い
う
気
持
ち
が
お
こ
っ

て
く
る
。

　

み
ず
か
ら
命
を
断
っ
た
り
子
供
を
産
ま
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
（
一
〇
1036
─
1037
）、
セ
イ
タ
ン
の
頭
を
砕
く
と
い
う
復
讐
も
果
た
せ
な

く
な
る
。
最
初
に
宣
告
さ
れ
た
即
座
の
死
も
、
イ
ー
ブ
に
は
出
産
の
苦
し
み（
一
〇
1051
）だ
け
、
ア
ダ
ム
に
は
糧
を
得
る
た
め
の
労
働 

（
一
〇
1054
─
1055
）だ
け
に
軽
減
さ
れ
た
。
し
か
も
出
産
の
苦
し
み
は
、
子
供
誕
生
の
喜
び
に
よ
っ
て
直
ち
に
償
わ
れ
る
し
（
一
〇
1052
─ 

1053
）、
労
働
と
て
怠
情
を
命
じ
ら
れ
る
よ
り
は
遥
か
に
ま
し
だ
（
一
〇
1055
）。
呪
わ
れ
た
大
地
（
一
〇
201
）
は
厳
し
い
寒
さ
と
な
っ
た 

が
、
神
は
衣
類
を
与
え
た
も
う
た
。
こ
の
よ
う
に
「
や
さ
し
く
、
恵
み
深
い
御
心
（m

ild / A
nd gracious tem

per, Ⅹ
. 1046 _ 

1047

）」
に
祈
り
求
め
る
な
ら
ば
、
多
く
の
慰
め
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
思
う
に
至
る
（
一
〇
1081
─
1085
）。

　

こ
の
と
き
、
堕
罪
後
、
追
放
以
前
と
い
う
こ
の
段
階
で
、「
火
の
発
明
」
に
言
及
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

知
の
起
源

　

堕
罪
以
前
は
「
地
上
に
は
絶
え
ず
春
が
微
笑
ん
で
春
の
花
を
咲
か
せ
て
い
た
し
、
昼
も
夜
も
同
じ
長
さ
の
時
間
で
あ
っ

た
」（
一
〇
678
─
680
）が
、
堕
罪
の
結
果
、
天
球
の
軸
と
地
球
の
軸
と
は
「
二
十
度
あ
ま
り
も
傾
斜
」（
一
〇
668
─
670
）し
、
太

陽
は
「
ほ
と
ん
ど
耐
え
難
い
ほ
ど
の
寒
さ
と
暑
さ
を
地
球
に
及
ぼ
す
」（
一
〇
653
─
654
）に
至
っ
た
。
原
罪
は
「
突
き
刺
す
よ
う
な
酷
寒

と
灼
け
つ
く
猛
暑
」（
一
〇
691
）を
も
た
ら
し
た
。「
激
し
い
狂
い
が
先
ず
生
命
な
き
事
物
か
ら
始
ま
っ
た
」（
一
〇
707
）の
で
あ
る
。

　

気
象
の
急
激
な
変
化
の
た
め
、
ア
ダ
ム
が
冷
え
き
っ
た
体
を
暖
め
る
必
要
を
感
じ
る
折
も
折
、
近
く
で
落
雷
に
よ
っ
て
発
生
し
た
火

が
、
太
陽
に
代
わ
る
快
い
熱
気
を
送
っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
ア
ダ
ム
は
、「
屈
折
し
て
集
っ
た
太
陽
光
線
を
枯
葉
に

受
け
て
火
を
燃
え
上
ら
せ
る
」（
一
〇
1070
─
1071
）か
、「
二
つ
の
物
体
を
激
し
く
衝
突
さ
せ
、
空
気
を
摩
擦
さ
せ
て
火
を
起
こ
す
」（
一
〇
1072
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─
1073
）と
い
う
方
法
を
思
い
つ
く
。
素
朴
な
が
ら
、
他
の
動
物
と
区
別
さ
れ
る
人
間
独
自
の
科
学
・
文
明
の
始
ま
り
で
は
な
い
か
。

　

神
の
与
え
た
「
獣
の
皮
」
は
先
に
は
羞
恥
を
隠
す
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
寒
さ
で
体
を
壊
さ
ぬ
よ
う
保
温
の
役
に
立
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
ち
ら
か
ら
求
め
な
く
て
も
神
の
方
か
ら
時
宜
に
か
な
っ
た
配
慮
を
し
て
下
さ
る
（
一
〇
1057
─
1059
）。
落
雷
に
よ
っ
て

発
生
し
た
火
も
ま
た
、
そ
の
一
端
で
あ
る
。「
こ
の
よ
う
な
火
の
用
い
方
や
、
わ
れ
わ
れ
の
過
ち
が
招
い
た
禍
を
救
い
癒
や
す
、
い
ろ

ん
な
そ
の
他
の
方
法
を
、
神
は
き
っ
と
教
え
て
下
さ
る
に
違
い
な
い
」（
一
〇
1078
─
1081
）。
た
だ
し
そ
れ
に
は
、「
祈
り
、
恩
寵
を
求
め
て

懇
願
す
る
」（
一
〇
1081
─
1082
）と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

悔
改
め

そ
れ
ゆ
え
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
為
し
う
る
こ
と
は
、「
神
が
わ
れ
わ
れ
を
裁
か
れ
た
あ
の
場
所
へ
引
き
か
え
し
、
う
や
う
や

し
く
神
の
御み

ま
え前

に
ひ
れ
伏
し
、
謙
虚
に
自
ら
の
罪
を
告
白
し
て
、
許
し
を
乞
い
、
い
さ
さ
か
も
偽
り
の
な
い
悲
し
み
と
柔
和

な
謙
遜
の
し
る
し
と
し
て
、
悔
い
た
心
か
ら
溢
れ
出
る
二
人
の
涙
で
大
地
を
う
る
お
し
、
二
人
の
溜
息
で
あ
た
り
一
帯
の
大
気
を
み
た

す
ほ
か
は
な
い
。」

　

W
hat better can w

e do than, to the place

　

Repairing w
here he judged us, prostrate fall

　

Before him
 reverent, and there confess

　

H
um

bly our faults, and pardon beg, w
ith tears

　

W
atering the ground, and w

ith our sighs the air

　

Frequenting, sent from
 hearts contrite, in sign
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O
f sorrow

 unfeigned and hum
iliation m

eek?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅹ
. 1086 _1092.

　
「
神
の
も
と
め
た
ま
ふ
祭そ

な
へ
も
の物

は
く
だ
け
た
る
霊た

ま
し
ひ魂

な
り　

神
よ
な
ん
ぢ
は
砕
け
た
る
悔く

い

し
こ
ゝ
ろ
を
藐か

ろ

し
め
た
ま
ふ
ま
じ
」（
詩
篇
五

一
17
）
と
い
う
。
神
は
必
ず
や
御
心
を
や
わ
ら
げ
、不
興
も
消
え
、そ
の
澄
み
わ
た
る
御
顔
に
は
「
慈
し
み
と
恵
み
と
憐
れ
み
（favour, 

grace, and m
ercy, Ⅹ

. 1096

）」
だ
け
が
輝
く
で
あ
ろ
う
。

　

ア
ダ
ム
が
そ
う
語
る
と
、ア
ダ
ム
と
同
じ
く
悔
改
め
た
イ
ー
ブ
も
ま
た
ア
ダ
ム
と
同
じ
行
動
を
と
っ
た
。
第
十
一
巻
最
後
の
七
行
は
、

先
に
引
用
し
た
七
行
の‘our’
を‘their’

に
、‘us’

を‘them
’

に
変
え
、
動
詞
の
時
制
を
過
去
形
に
し
て
そ
の
ま
ま
繰
返
し
、
決
意
を

如
実
に
実
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

悔
改
め

の
深
化

こ
の
第
十
一
巻
最
後
の
箇
所
に
お
い
て
顕
著
な
特
徴
は
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
注
記
が
示
す
と
お
り
、「
悔
改
め
」
の
心
の

深
ま
り
よ
う
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
第
一
巻
19
章
「
悔
改
め
（D

e resipiscentia, i. e. O
f 

Repentance

）」
の
な
か
で
、「
悔
改
め
」
の
段
階
的
に
深
ま
る
次
の
五
段
階
を
区
別
し
て
い
る
、「
罪
の
自
覚
」「
後
悔
」 

「
告
白
」「
悪
か
ら
の
離
脱
」「
善
へ
の
転
向
」
で
あ
る
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
版
一
五
385
、エ
ー
ル
版
六
468
）。
だ
が
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
『
公

教
要
理
』
に
見
ら
れ
る
「
悔
悛
」
の
五
段
階
に
何
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、「
糺
明
」「
痛
悔
」「
遷
善
の
決
心
」「
告
白
」

「
償

つ
ぐ
の
い」

で
あ
る
（
も
っ
と
も
最
近
の
『
カ
ト
リ
ッ
ク
要
理
』
は
糾
明
を
「
反
省
」、
痛
悔
を
「
悔
い
改
め
」、
遷
善
の
決
心
を
「
悔
い
改

め
に
伴
う
決
心
」
に
改
め
て
い
る
、
告
白
と
償
（
い
）
は
そ
の
ま
ま
）。
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な
お
、「
二
つ
の
物
体
を
摩
擦
さ
せ
て
空
気
を
熱
し
火
を
起
こ
す
」

　
（w

e
）. . . by collision of tw

o bodies grind

　

T
he air attrite to fire ; 

… 　
　

Ⅹ
. 1072 _1073.

　

フ
ァ
ウ
ラ
ー
はattrite

に
つ
い
て
もO

ED

か
ら
引
用
す
る
。

　

1. W
orn or ground dow

n by friction. ? Obs.

　

2. Theol. H
aving attrition : see A

T
T

RIT
IO

N
 4.

と
あ
り
、
1.
の
引
例
に
は
ミ
ル
ト
ン
の
こ
の
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
全
体
の
な
か
で
、

2.
の
意
味
を
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
はattrition

を
引
く
。

　
　
　

 attrition. 4. Theol. A
n im

perfect sorrow
 for sin, as if a bruising w

hich does not am
ount to utter crushing 

　

 （contrition

）; ‘horror of sin through fear of punishm
ent, w

ithout any loving sense, or taste of God’s 

m
ercy’

（H
ooker

）, w
hile contrition has its m

otive in the love of god. 

（A
 sense invented by scholastic 

theologians in 12th c. ; the earliest in Eng.

）
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と
あ
り
、
次
の
引
例
が
あ
る
。

　
　
　
　

 1765 T
ucker Lt. Nat. 

Ⅱ65. T
hree stages in the passage from

 vice to virtue: attrition, contrition, and 

repentance. T
he first is a sorrow

 for m
ischiefs m

en have brought upon their heads by their ill doings.

　

こ
う
な
れ
ば  contrition, contrite, repentance, penitent 

の
該
当
箇
所
も
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
　
　

 contrition.  2. fig. T
he condition of being bruised in heart; sorrow

 or affl
iction of m

ind for som
e fault or  

　

injury done ;  spec. penitence for sin.  Cf. A
ttrition.

　
　
　

 contrite,  2. fig. Crushed or broken in spirit by a sense of sin, and so brought to com
plete penitence.  

　

1667 M
ilton P. L. Ⅹ

 1091.

　
　
　

 repentance.  1. T
he act of repenting or the state of being penitent;  sorrow

, regret, or contrition for past  

　

action or conduct ; an instance of this.

　
　
　

 penitent.  A
. 1. a. T

hat repents, w
ith serious purpose to am

end the sin or w
ongdoing, repentant, contrite.  

　

1667 M
ilton P. L. Ⅹ

 1097.
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O
ED

の
こ
れ
ら
の
語
釈
を
見
て
い
る
と
、attrition

とcontrition

の
違
い
は
、『
公
教
要
理
』
の
「
不
完
全
な
痛
悔
」
と
「
完
全 

な
痛
悔
」
の
違
い
に
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
。「
不
完
全
な
痛
悔
」
と
は
「
天
主
を
愛
す
る
た
め
で
な
く
、
罪
の
醜
さ
を
恥
じ
た
り
、

天
国
の
幸
福
を
失
い
、
な
お
地
獄
或
は
煉
獄
の
罰
を
招
く
こ
と
を
恐
れ
た
り
し
て
、
罪
を
忌
み
嫌
う
こ
と
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
完

全
な
痛
悔
」
と
は
「
天
主
を
深
く
愛
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
御
旨
に
逆
っ
た
こ
と
を
悲
し
み
、
或
は
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
受

難
の
因も

と

と
な
っ
た
こ
と
を
悔
ん
で
、
罪
を
い
み
嫌
う
こ
と
」
で
あ
る
、
と
い
う
。

　

attrition

が
ま
だ
自
己
本
位
で
あ
る
の
に
対
し
て
、contrition

は
何
よ
り
も
「
神
の
愛
」
が
そ
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
。 

‘

−trite’, ‘

−trition’

の
部
分
は
共
通
だ
か
ら
、
違
い
は‘at

−’

と‘con

−’

の
違
い
だ
け
で
あ
る
。‘at

−’

は‘ad

−’

と
同
じ
く‘to’, ‘at’

「
移
動
・
方
向
・
近
似
・
開
始
」
を
、‘con

−’

は‘together’

「
共
同
・
共
通
・
相
互
・
同
等
」
を
意
味
す
る
。‘

−trite’, ‘

−trition’

は
ラ
テ
ン
語‘tero’

に
由
来
し
、‘to rub’
「
摩
擦
・
彫
琢
す
る
」
こ
と
を
表
わ
す
。
い
ず
れ
も
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
す
り
つ
ぶ
さ
れ
、

打
砕
か
れ
て
、
あ
る
い
は
疲
れ
は
て
て
到
り
つ
く
心
境
で
あ
る
か
ら
、「
擦
り
磨
く
」
と
い
う
含
意
が
あ
る
こ
と
は
意
味
深
い
こ
と
で

あ
る
。

　

し
か
し
『
失
楽
園
』
第
一
〇
巻
1073
行
で
は
、「
空
気
」
が
摩
擦
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
注
記
は
興
味
深
い
が
強
引

の
き
ら
い
な
し
と
し
な
い
。
と
は
い
え
第
一
〇
巻
で
は
、「
空
気
」
ま
で
が
研
き
澄
ま
さ
れ
て
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ブ
の
打
砕
か
れ
て
悔
い

し
心
に
天
来
の
火
を
点
火
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。『
失
楽
園
』
第
一
〇
巻
結
び
の
文
脈
の
な
か
で
、
こ
の
悔
改
め
深

化
の
道
程
ほ
ど
適
わ
し
い
も
の
は
な
い
。O

ED

に
お
い
て attrite, contrite, penitent 

の
語
釈
に
三
語
と
も
『
失
楽
園
』
の
こ
の

箇
所
か
ら
の
引
例
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
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追
放
へ

神
は
御
子
の
執
成
し
に
よ
り
、
悔
改
め
た
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ブ
の
祈
り
を
受
け
い
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
以
上
人
間
が
楽
園
に
住

む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
宣
言
す
る
（
十
一
48
─
49
）。
な
ぜ
な
ら
、
堕
落
に
よ
っ
て
穢
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
を
楽
園
自
体

が
吐
き
出
し
て
し
ま
う
、
楽
園
は
不
純
物
を
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
は
神
が
「
自
然
」
に
与
え
た
法
則
で
あ
る
。
フ
ァ

ウ
ラ
ー
の
注
は
、
こ
れ
は
追
放
を
罰
と
し
て
で
は
な
く
、
堕
落
に
よ
る
性
質
の
変
化
の
物
理
的
不
可
逆
的
結
果
と
し
て
表
現
し
た
も
の

で
あ
る
、
と
い
う（
十
一
49
─
57
）。
神
が
ひ
と
た
び
自
然
に
法
則
を
与
え
た
以
上
は
、
神
も
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

先
行
的

恩
寵

神
が
定
め
た
法
則
で
あ
る
。
神
は
そ
の
法
則
に
任
せ
き
り
に
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
先
ん
じ

て
「
先
行
的
恩
寵
（Prevenient grace, Ⅺ

. 3

）」
な
る
も
の
が
あ
る
。
楽
園
か
ら
の
追
放
と
い
う
大
仕
事
の
責
任
を
担
う

こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
今
回
は
天
使
マ
イ
ケ
ル
で
あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
は
「
神
の
如
き
（
に
似
る
）
者
」
と
い
う
名
を
も
つ
天

使
で
、
黙
示
録
に
「
天
で
戦
い
が
起
こ
っ
た
。
ミ
カ
エ
ル
と
そ
の
使
い
た
ち
が
、
竜
に
戦
い
を
挑
ん
だ
」（
黙
十
二
7
）
と
あ
る
に
よ
っ

て
も
分
か
る
と
お
り
武
勇
に
秀
で
た
戦
い
の
天
使
で
あ
り
、『
失
楽
園
』
第
二
巻
に
お
い
て
堕
天
使
た
ち
が
雷い

か

霆づ
ち

と
と
も
に
恐
れ
た
の

は
マ
イ
ケ
ル
の
剣
で
あ
っ
た（
二
294
）。
第
六
巻
で
は
「
天
使
の
指
揮
者
（of celestial arm

ies prince, Ⅵ
. 44

）」
に
任
じ
ら
れ
る
も

魔
軍
と
の
戦
い
は
五
分
に
五
分
、
つ
い
に
マ
イ
ケ
ル
対
セ
イ
タ
ン
の
一
騎
打
ち
に
な
る
が
勝
負
は
つ
か
ず（
六
320
─
353
）、
結
局
は
キ
リ

ス
ト
の
出
陣
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
マ
イ
ケ
ル
で
あ
る
。「
社
交
的
な
天
使
（the sociable Spirit, Ⅴ

. 221

）」
と

い
わ
れ
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
「
な
ん
で
も
打
ち
明
け
て
話
せ
る
よ
う
な
親
し
み
易
さ
は
な
く
、
威
厳
が
あ
っ
て
凛
と
し
た
厳
し
さ
を
も
つ

（
十
一
234
─
236
）」
マ
イ
ケ
ル
。
神
は
彼
に
、「
罪
深
い
夫
婦
、
こ
の
聖
か
ら
ざ
る
者
た
ち
を
聖
別
さ
れ
た
土
地
か
ら
容
赦
な
く
追
放
し
、

彼
ら
と
彼
ら
の
子
孫
に
と
っ
て
永
久
の
追
放
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
さ
せ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
和
ら
い
だ
心
を
も
っ
て
涙
を
流
し
、
罪
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を
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
恐
怖
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
は
一
切
控
え
、
忍
耐
強
く
素
直
に
従
う
な
ら
ば
、
未
来
に
は
何
が
起

こ
る
か
、
女
の
裔
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
新
し
い
契
約
の
こ
と
も
交
え
て
明
か
し
、
心
安
ら
か
に
送
り
出
し
て
や
っ
て
も
ら
い
た
い
」

と
言
う（
十
一
105
─
116
）。
マ
イ
ケ
ル
は
、
義
と
愛
と
、
情
と
理
と
、
と
も
に
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
任
を
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

未
来
の

予
告

マ
イ
ケ
ル
は
ア
ダ
ム
を
楽
園
の
な
か
で
も
最
も
高
く
頂
上
か
ら
は
地
球
の
半
分
が
一
望
で
き
る
ほ
ど
の
高
い
山（
十
一
377
─

379
）へ
導
き
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
先
、
人
類
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
か
を
示
す（
十
一
357
）。

か
く
し
て
、
第
十
一
・
十
二
巻
は
最
も
簡
略
で
、
要
点
を
お
さ
え
た
全
世
界
史
あ
る
い
は
全
宇
宙
史
。
こ
こ
に
最
後
の
審
判

を
経
て
新
天
新
地
が
到
来
す
る
ま
で
の
全
人
類
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
親
の
罪
は
直
ち
に
子
に
報
い
、
ア
ダ
ム
の
罪
が
惹
き
お
こ
し
た

最
初
の
出
来
事
は
、
兄
カ
イ
ン
に
よ
る
弟
ア
ベ
ル
の
殺
害
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
「
死
が
人
間
に
臨
む
最
初
の
姿
」（
十
一
466
─
467
）
で
あ
っ

た
。「
主
は
ア
ベ
ル
と
そ
の
献
げ
物
に
目
を
留
め
ら
れ
た
が
、カ
イ
ン
と
そ
の
献
げ
物
に
は
目
を
留
め
ら
れ
な
か
っ
た
」（
創
四
4
─
5
）。

聖
書
に
は
そ
の
理
由
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
失
楽
園
』
は
端
的
に
、
カ
イ
ン
の
「
献
げ
物
に
は
誠
意
が
な
か
っ
た
か
ら
だ 

（for his w
as not sincere, Ⅺ

. 443

）」
と
い
う
。
兄
は
初
生
り
の
果
物
に
緑
の
初
穂
や
黄
色
い
束
を
、
手
当
り
次
第
、
ろ
く
に
選
別

も
し
な
い
で
掻
き
集
め
て
持
っ
て
き
た
だ
け
だ
が
、
弟
は
自
分
の
飼
っ
て
い
る
羊
の
群
の
中
か
ら
特
に
立
派
な
初
子
を
数
頭
選
ん
で
屠

り
、
臓
腑
と
脂
肪
を
切
り
分
け
、
香
を
ふ
り
か
け
、
薪
に
か
け
て
、
定
め
ら
れ
た
儀
式
の
と
お
り
に
犠い

け
に
え牲

を
献
げ
た
の
で
あ
る（
十
一

435
─
440
）。

　

悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
ア
ダ
ム
に
天
使
マ
イ
ケ
ル
は
、「
た
と
え
塵
と
血
に
塗ま

み

れ
て
死
ん
で
も
、そ
の
信
仰
は
神
に
認
め
ら
れ
て
、

正
当
な
報
酬
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
」（
十
一
458
─
460
）、
と
い
っ
て
慰
め
る
。
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
、
す
べ
て
の
正
し
い
人
の
死
後
の
運

命
を
、『
失
楽
園
』
は
こ
こ
に
要
約
し
て
い
る
。
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ア
ベ
ル
を
初
め
と
し
て
、「
唯
一
人
の
生
け
る
正
し
き
人
間
（T

he one just m
an alive, Ⅺ

. 818

）」
と
認
め
ら
れ
た
ノ
ア
、「
信

仰
の
人
」（
十
二
152
）、「
正
し
き
人
」（
十
二
273
）
と
称
え
ら
れ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
ま
た
、「
や
が
て
現
れ
る
大
い
な
る
仲
保
者
の
神
聖
な

任
務
を
予
め
前
も
っ
て
自
か
ら
担
っ
た
モ
ー
セ
」（
十
二
240
─
242
）、
こ
れ
ら
一
連
の
人
達
は
す
べ
て
、
キ
リ
ス
ト
を
指
し
示
す
「
型
と

影
（types

／A
nd shadow

s, Ⅻ
. 232

−233

）」
で
あ
る
（
ヘ
ブ
ル
書
八
5
に
由
来
）。

　

マ
イ
ケ
ル
は
ア
ダ
ム
に
死
の
姿
と
、
死
に
至
る
途
の
多
様
さ
、
恐
ろ
し
さ
を
示
す
。
非
道
な
暴
力
や
火
災
、
洪
水
、
飢
饉
、
さ
ら
に

は
飲
食
の
不
節
制
が
も
た
ら
す
病
気
。
そ
の
病
気
の
名
前
は
、
よ
く
も
並
べ
た
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
数
多
く
列
挙
す
る（
十
一
479
─
489
）。

先
の
山
頂
か
ら
見
渡
せ
る
古
今
東
西
の
大
都
市
の
名
前
の
列
挙
と
同
じ
よ
う
に（
十
一
385
─
411
）、
叙
事
詩
が
百
科
事
典
的
と
い
わ
れ
る

所
以
も
こ
こ
に
あ
る
か
、
と
読
者
は
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。

　

ア
ダ
ム
は
、
か
つ
て
神
の
姿
に
似
せ
て
造
ら
れ
た
人
間
が
「
か
く
も
常
人
に
は
耐
え
が
た
い
苦
痛
に
押
し
ひ
し
が
れ
、
見
る
も
無
惨

な
苦
難
に
落
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」（
十
一
509
─
511
）
と
嘆
く
。
が
、
こ
の
よ
う
な
現
状
は
自
か
ら
招
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
マ
イ
ケ
ル
に
戒
め
ら
れ
、
ぐ
う
の
音
も
出
な
く
て
全
面
降
伏
す
る
。

　

“I yield it just”, said A
dam

, “and subm
it”,　

　
　

Ⅺ
 526.

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
い
死
に
方
の
ほ
か
に
、
元
の
、
同
じ
性
質
の
塵
に
帰
る
途
は
な
い
の
か
、
と
尋
ね
る
。
マ
イ
ケ
ル 

は
、
あ
る

0

0

、
と
答
え
る
。
そ
れ
は
「
度
を
過
ご
す
忽
れ
（N

ot too m
uch, Ⅺ

. 531
）」
と
い
う
（
デ
ル
ポ
イ
の
神
殿
に
「
汝
自
身
を
知 
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れ
」
と
と
も
に
刻
ま
れ
て
い
た
）
掟
を
守
り
、
飲
食
に
お
い
て
節
制
を
心
掛
け
、
口
腹
の
快
楽
を
貪
ら
ず
、
適
切
な
栄
養
を
摂
取
し
て

歳
月
を
送
れ
ば
、
熟
し
た
果
実
の
よ
う
に
母
な
る
大
地
の
膝
に
落
ち
る
こ
と
が
で
き
る
、
少
な
く
と
も
荒
々
し
く
捥
き
と
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
死
を
迎
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
熟
し
た
も
の
と
し
て
安
ら
か
に
摘
み
と
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
が
老
齢
と
い
う
も
の

で
あ
る
、
そ
の
と
き
に
は
若
さ
も
力
も
美
し
さ
も
失
せ
、
枯
れ
て
、
弱
く
、
灰
色
に
変
っ
て
ゆ
く
、
感
覚
も
鈍
く
、
す
べ
て
の
快
感
を

味
わ
う
こ
と
も
な
く
な
り
、
希
望
と
喜
び
に
満
ち
て
い
た
若
き
日
の
血
気
に
代
っ
て
、
冷
た
く
乾
か
ら
び
た
憂
鬱
な
無
気
力
が
血
管
を

支
配
し
、
お
前
の
心
を
重
苦
し
く
圧
し
、
遂
に
は
生
き
る
楽
し
さ
を
一
切
消
滅
さ
せ
て
ゆ
く
、
と
語
る（
十
一
530
─
546
）。

　

ア
ダ
ム
は
答
え
て
、「
今
後
、
私
は
死
を
避
け
て
逃
げ
る
こ
と
も
、
ま
た
無
理
に
生
命
を
長
ら
え
る
こ
と
も
望
ま
ず
、
ど
う
し
た
ら

美
し
く
安
ら
か
に
、
こ
の
煩
わ
し
い
重
荷
か
ら
解
き
放
た
れ
る
か
に
心
を
傾
け
、
生
命
を
引
渡
す
べ
く
定
め
ら
れ
た
日
ま
で
は
背
負
い
、

忍
耐
強
く
生
命
の
終
る
の
を
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
十
一
547
─
552
）
と
い
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
マ
イ
ケ
ル
は
、「
自
分
の
生
命
を
愛
し
て
も
憎
ん
で
も
い
け
な
い
。
だ
が
、
生
き
る
限
り
は
、
よ
く
生
き
よ
。
長
い

か
短
い
か
は
、
天
に
任
せ
よ
」
と
諭
す
。

　

“N
or love thy life, nor hate; but w

hat thou livest

　

Live w
ell; how

 long or short, perm
it to H

eaven.”　
　
　
　

Ⅺ
 553 _554.

　

第
十
一
・
十
二
巻
は
超
速
で
駆
け
抜
け
る
よ
う
に
歴
史
を
概
観
す
る
。
第
十
一
巻
の
、
こ
の
よ
う
な
天
使
と
ア
ダ
ム
の
応
答
に
は
、

詩
人
ミ
ル
ト
ン
そ
の
人
の
本
音
と
や
さ
し
さ
を
感
じ
る
。
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創
世
記
第
五
章
3
節
に
は
、
ア
ダ
ム
は
百
三
十
歳
に
し
て
セ
ト
を
も
う
け
、
そ
の
八
百
年
後
、「
ア
ダ
ム
は
九
百
三
十
年
生
き
、
そ

し
て
死
ん
だ
」
と
あ
る
。

　

イ
ー
ブ
の
没
年
は
分
ら
な
い
。
イ
ー
ヴ
が
産
ん
だ
セ
ト
の
子
孫
か
ら
「
セ
イ
タ
ン
の
頭
を
砕
き
、
そ
の
力
を
粉
砕
し
、
そ
の
両
腕
と

し
て
猛
威
を
揮
っ
て
い
た
『
罪
』
と
『
死
』
を
亡
ぼ
す
」（
十
二
430
─
431
）
救
い
主
が
生
ま
れ
、「
新
し
い
天
と
新
し
い
地
と
、
正
義
と

平
和
と
愛
と
に
も
と
づ
く
永
遠
無
窮
の
代
々
を
起
こ
し
、
歓
喜
と
永
遠
の
祝
福
の
実
り
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
」（
十
二
549
─
551
）
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）


