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A Reading of Paradise Lost（III） 

one Almighty is, from whom
All things proceed, and up to him return, . . .

V.　469─470.
　　Both in the beginning and in the end, God is present, because He is 
“Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last”

（Rev.22.13）. Therefore, He created the heaven and the earth, not “ex nihilo,” 
but “ex Deo.”
　　The process of the creation is vividly described by Raphael to Adam in 
Book VII of Paradise Lost. The heavenly muse Urania, the spirit of 
knowledge, that is, scientia, is first mentioned here. The scientific information 
in Book VII marks the beginning of the poem’s treatment, in its latter half, of 
all things knowable on earth, and has associations with the evolution theory 
of Charles Darwin. In fact, Paradise Lost was Darwin’s favorite poem: he 
carried it about and read it during his voyage on the Beagle.
　　Book VII contains many excellent descriptive lines, one of which is on the 
beautiful figure of a swan that makes readers feel as though they can see it 
and the image it symbolizes, that of the “Lady of Christ’s.” The final object of 
evolution is man, which reminds us of the last words of another evolutionist 
Teihard de Chardin.
　　According to the “ex Deo” theory, all things come not only from God but 
also out of God, and so nothing can be annihilated. But all things were 
deprived of good because of the original sin of man, and they must be saved 
from the resultant evils and deficiencies of the sin through the method of 
dissolution in the end. Then God becomes “all in all.”
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二
、
贖
罪
・
創
造
・
審
判
（
承
前
）

創
造

第
三
巻
に
お
け
る
神
と
御
子
と
に
関
す
る
記
述
は
、
時
空
を
超
え
た
天
上
界
の
消
息
と
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

地
上
の
人
間
に
知
ら
さ
れ
る
と
き
に
は
、
場
所
を
選
び
、
時
間
を
か
け
て
、
徐
々
に
次
第
に
明
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
贖
罪
」

の
場
合
に
は
、
第
三
巻
の
神
な
る
父
と
子
の
約
束
が
、
第
十
二
巻
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
人
間
に
啓
示
さ
れ
た
。「
創
造
」
に
つ

い
て
も
同
じ
手
続
き
が
踏
ま
れ
る
。

　
第
三
巻
に
お
い
て
は
、
父
の
み
が
「
全
能
・
不
変
・
不
滅
・
無
限
・
永
遠
な
る
王
」（
三
372
─
374
）
に
し
て
ま
た
「
万
有
の
創
造
者
（A

u-

thor of all being, III. 374

）」
と
呼
ば
れ
る
。
御
子
す
ら
「
創
造
さ
れ
し
万
物
の
最
初
の
者
（of all creation first, III. 383

）」
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
第
三
章
14
節
「
神
に
創
造
さ
れ
た
万
物
の
源
で
あ
る
方
（the beginning of the creation of 

G
od

）」、
ま
た
コ
ロ
サ
イ
書
第
一
章
15
節
「
御
子
は
、
…
す
べ
て
の
も
の
が
造
ら
れ
る
前
に
生
ま
れ
た
方
（the firstborn of every crea-

ture

）」
に
由
来
す
る
。
こ
の
よ
う
な
注
は
、
一
九
六
八
年
のFow

ler

よ
り
、
は
る
か
に
早
く
一
七
三
四
年
、R

ichardson, N
otes 

and R
em

arks on M
ilton

’s Paradise Lost

に
見
え
る
。

　
と
も
あ
れ
、
父
以
外
は
す
べ
て
「
被
造
物
（creature, III. 387

）」
で
あ
る
。
た
だ
御
子
ひ
と
り
、
他
の
被
造
物
と
異
な
る
点
は
、
外

形
的
に
は
「
父
の
栄
光
の
輝
き
が
刻
印
さ
れ
た
よ
う
に
残
り
」（
三
388
）、
内
面
的
に
は
「
父
の
豊
か
な
霊
が
注
入
さ
れ
た
よ
う
に
留
ま

る
」（
三
389
）、
ま
こ
と
に
「
全
能
の
父
（the A

lm
ighty Father, III. 386

）」
を
、
遮
る
雲
ひ
と
つ
な
く
、
眼
の
あ
た
り
に
見
る
よ
う
な
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「
神
の
似
姿
（D

ivine Sim
ilitude, III. 384

）」
で
あ
る
こ
と
だ
。
父
は
、「
天
の
中
な
る
天
も
、
そ
こ
に
住
む
す
べ
て
の
天
使
も
」（
三
390
）、

御
子
に
よ
っ
て
「
創
造
し
た
（created, III. 391

）」、
い
や
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
反
逆
し
た
天
使
た
ち
も
御
子
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
の
で

あ
る
（
三
391
─
392
）。

　
人
間
は
第
四
巻
に
な
っ
て
初
め
て
登
場
す
る
。『
失
楽
園
』
に
お
け
る
ア
ダ
ム
の
第
一
声
は
、
愛
す
る
妻
イ
ー
ヴ
に
呼
び
か
け
て
、
創

造
主
を
賛
美
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
神
は
「
わ
れ
わ
れ
を
造
り
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
こ
の
広
々
と
し
た
豊
か
な
世
界
を
造
り
給
う
た
力

（
あ
る
神
）（the Pow

er/T
hat m

ade us, and for us this am
ple W

orld, IV
. 412

─413

）」
と
呼
ば
れ
る
。
ア
ダ
ム
は
、
人
間
も
自
然
も
、

あ
る
い
は
自
己
も
他
者
も
、
要
す
る
に
全
て
の
も
の
が
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
一
日
を
終
え
て
後
、
ア
ダ
ム
と

イ
ー
ヴ
が
唱
和
す
る
就
寝
の
祈
り
に
お
い
て
も
、
蒼あ

お

穹ぞ
ら

を
仰
ぎ
、
今
自
分
た
ち
の
前
に
展
開
す
る
空
と
大
気
と
地
と
天
と
、
皎
々
と
輝
く

月
と
、
さ
ら
に
ま
た
星
屑
の
瞬
く
夜
空
を
造
り
給
う
た
神
を
「
全
能
の
創つ

く
り造

主ぬ
し

（M
aker O

m
nipotent, IV

. 725

）」
と
賛
え
る
。

被
造
性

の
意
識

こ
の
よ
う
な
被
造
性
の
意
識
は
、
い
か
に
し
て
生
じ
た
の
か
。
ア
ダ
ム
は
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
に
、
彼
の
意
識
の
始
ま
り
か
ら
話

す
、「
そ
も
そ
も
人
間
に
と
っ
て
、
人
間
生
活
が
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
を
話
す
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
。
自

分
で
自
分
の
始
め
を
誰
か
知
っ
て
い
る
者
が
い
る
で
し
ょ
う
か
？
」

　
　For M

an to tell how
 hum

an life began

　Is hard; for w
ho him

self beginning knew
?

V
III.

250

─251
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こ
れ
は
当
時
の
ラ
ム
ス
論
理
学
か
ら
し
て
も
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。「
記
憶
が
生
ず
る
前
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
」（
八
203
─
204
）

は
、
他
者
か
ら
聞
く
以
外
に
方
法
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　「
こ
の
世
界
と
、
眼
に
映
る
万
象
の
姿
が
、
初
め
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
、
自
分
の
記
憶
が
生
ず
る
以
前
の
そ
も
そ
も
の
初

ま
り
か
ら
何
ご
と
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
を
知
り
た
い
、
そ
し
て
子
孫
に
も
自
分
の
口
を
通
し
て
知
ら
せ
て
や
り
た
い
」（
七
636

─
639
）、
こ
の
「
記
憶
以
前
（B

efore his m
em

ory, V
II. 66

）」「
知
ら
せ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
人
間
的
知
識
の
と
う
て
い
到
達
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
（U

nknow
n, . . . hum

an know
ledge could not reach, V

II. 75

）」
天
地
の
起
原
を
ぜ
ひ
と
も
知
り
た
い
と
い
う
ア
ダ
ム

の
渇
望
が
、
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
を
引
き
と
め
て
話
さ
せ
た
理
由
で
あ
っ
た
。
第
七
・
八
巻
の
創
造
物
語
は
、
か
く
し
て
「
神
聖
な
る
解
説

者
（D

ivine interpreter, V
II. 72

）」
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
口
述
で
あ
る
。

我
の

自
覚

だ
が
、
世
界
と
万
象
の
始
原
は
、
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
教
示
を
仰
ぐ
ほ
か
は
な
い
け
れ
ど
、
自
己
の
意
識
の
始
ま
り
は
、
努
め
て

こ
れ
を
自
覚
的
に
把
え
直
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
第
八
巻
に
お
け
る
ア
ダ
ム
の
告
白
で
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
「
ア
ダ
ム
に
お
け
る

我
の
自
覚
史
」
に
な
っ
て
い
る
。

　「
熟
睡
か
ら
覚
め
た
と
で
も
い
っ
た
感
じ
で
」
彼
は
ど
こ
に
い
る
か
を
知
る
。

　
　
　
　
　A

s new
-w

aked from
 soundest sleep,

　Soft on the flow
ery herb I found m

e laid, . . .

V
III.

253

─254.
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横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
眼
に
入
っ
て
く
る
も
の
は
天
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
の
視
線
は
「
上
を
」
向
い
て
い
る

（‘Straight tow
ard H

eaven, ’ V
III. 257

）。

　
広
い
大
空
を
凝
視
す
る
う
ち
、
や
が
て
「
本
能
的
な
生
気
に
促
が
さ
れ
て
、
天
に
昇
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
跳
び
起
き
、
真
っ
直
ぐ

に
地
上
に
両
足
で
立
っ
た
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　. . . raised

　B
y quick instinctive m

otion up I sprung,

　A
s thitherw

ard endeavouring, and upright

　Stood on m
y feet.

V
III.

258
─261.

　
両
足
で
立
つ
ま
で
は‘laid ’

や‘raised ’

の
よ
う
に
他
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
立
は
ま
さ

に
こ
の
行
為
の
な
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
立
て
ば
、
お
の
ず
か
ら
視
線
は
「
横
を
」
向
き
、
周
囲
の
山
、
谷
、
森
、
野
原
、
川
が
眼
に

入
る
（‘A

bout m
e round I saw

. . . ’V
III. 261

）。
そ
し
て
そ
こ
に
「
生
き
、
動
き
、
歩
き
、
飛
ぶ
…
…
す
べ
て
の
も
の
（Creatures 

that lived and m
oved, and w

alked or flew
, /. . . all things, V

III. 264
─265

）」
が
、
ア
ダ
ム
の
心
を
爽
や
か
な
香
り
と
喜
び
で
溢
れ

さ
せ
る
。
次
に
視
線
は
お
の
ず
か
ら
「
下
を
」
向
い
て
、
自
己
の
肢
体
を
確
か
め
る
（‘M

yself I then perused, and lim
b by lim

b/

Surveyed, . . . ’V
III. 267

─268

）。
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だ
が
、
そ
こ
ま
で
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
外
を
」
向
い
て
い
た
視
線
が
、
こ
こ
で
一
挙
に
「
内
を
」
覗
く
。「
し
か
し
、
自
分
が
果
し

て
何
者
な
の
か
、
自
分
が
何ど

処こ

に
い
る
の
か
、
い
か
な
る
理わ

由け

で
、
こ
こ
に
こ
う
し
て
い
る
の
か
、
自
分
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」

　B
ut w

ho I w
as, or w

here, or from
 w

hat cause,

　〔I

〕K
new

 not.

V
III.

270

─271.

　
そ
れ
ゆ
え
、
天
と
地
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
「
生
き
動
く
美
し
い
被
造
物
（ye that live and m

ove, fair creatures, V
III. 276

）」
に
呼

び
か
け
て
問
う
、「
ど
う
か
言
っ
て
く
れ
、
見
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
こ
こ
へ
来
た
の
か
、
ど
う
し
て
こ
こ
に

い
る
の
か
、
を
。」

　T
ell, if ye saw

, how
 cam

e I thus, how
 here!

V
III.

277.

　
問
う
こ
と
は
答
え
る
こ
と
で
あ
る
、
答
は
直
ち
に
浮
ん
で
く
る
、「
自
分
自
身
で
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
、
と
す
れ
ば
、

…

或
る
偉
大
な
創つ
く
り造
主ぬ
し

が
私
を
造
ら
れ
た
は
ず
だ
。」

　N
ot of m

yself; by som
e greater M

aker then, . . .
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V
III.

278.
　「
私
が
こ
う
や
っ
て
動
き
、
生
き
、
な
に
よ
り
も
幸
福
感
を
頭
で
分
か
る
よ
り
心
で
感
じ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
創
造
主
の
お
か
げ
だ
、

と
し
た
ら
、
そ
の
方
を
ど
う
し
た
ら
知
り
、
拝
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
教
え
て
く
れ
。」

　T
ell m

e, how
 m

ay I know
 him

, how
 adore,

　From
 w

hom
 I have that thus I m

ove and live,

　A
nd feel that I am

 happier than I know
!

V
III.

280

─282.

　
こ
れ
は
、
使
徒
行
伝
十
七
章
に
み
え
る
パ
ウ
ロ
の
ア
テ
ネ
伝
道
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
の
真
ん
中
に
立
っ
て

言
っ
た
、
市
内
に
「
知
ら
れ
ざ
る
神
に
」
と
刻
ま
れ
た
祭
壇
を
見
つ
け
た
、
こ
の
神
こ
そ
「
世
界
と
そ
の
中
の
万
物
と
を
造
ら
れ
た
神
」

で
あ
り
、「
天
地
の
主
」
で
あ
る
、
も
し
人
が
探
し
求
め
さ
え
す
れ
ば
、
神
は
わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
か
ら
遠
く
離
れ
て
は
い
な
い
か
ら
、

た
や
す
く
神
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
証
と
し
て
、
ア
テ
ネ
市
民
周
知
の
「
我
ら
は
神
の
中
に
生
き
、
動
き
、
存
在
す
る
」
と
い

う
詩
を
引
用
す
る
（
使
一
七
22
─
28
）。
こ
れ
は
前
六
世
紀
の
ク
レ
タ
人
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
の
作
と
さ
れ
る
詩
で
あ
る
（
岩
波
版
荒
井
献
訳
『
使

徒
行
伝
』
230
）。
こ
こ
で
は
「
神
」
は
ゼ
ウ
ス
を
指
す
か
ら
汎
神
論
的
文
脈
で
う
た
わ
れ
た
詩
を
、
パ
ウ
ロ
が
五
〇
〇
年
後
に
キ
リ
ス
ト
教

的
文
脈
の
な
か
に
移
し
、
さ
ら
に
一
六
〇
〇
年
を
隔
て
て
ミ
ル
ト
ン
が
そ
れ
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。「
生
き
、
動
き
」
は
三
者
に
共
通

で
あ
る
が
、「
存
在
す
る
」
だ
け
が
ミ
ル
ト
ン
に
は
な
い
。
ミ
ル
ト
ン
も
264
行
と
276
行
で
は
「
生
き
、
動
き
」
の
順
序
で
、
二
度
繰
返
す
。
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‘live ’

が
植
物
魂
（vegetable soul

）
を
も
つ
も
の
、‘m

ove ’

が
そ
の
上
に
動
物
魂
（anim

al soul

）
を
加
え
た
も
の
の
特
性
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
順
序
は
「
存
在
の
階
梯
」
に
し
た
が
っ
て
植
物
と
動
物
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
281
行
で‘I m

ove and live, ’

と
逆
転

す
る
の
は
何
故
か
。

　
外
な
る
自
然
に
眼
を
注
ぐ
限
り
、‘live and m

ove, V
III. 264, 276 ’

と
い
う
順
序
が
自
然
で
あ
る
、
宜
な
る
か
な
、
そ
の
主
語
は

「
被
造
物
」
一
般
で
あ
る
。「
太
陽
」（
八
273
）
か
ら
大
地
・
丘
・
谷
・
川
・
森
、「
歩
き
、
飛
ぶ
」（
八
264
）
生
き
物
、「
枝
に
囀
る
小
鳥
」

（
八
265
）
ま
で
、「
万
物
が
微
笑
む
（all things sm

iled, V
III. 265

）」。
ま
さ
に
「
美
わ
し
き
天
然
（fair creatures, V

III. 276

）」
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
「
我
」
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
「
汝
」
と
呼
び
か
け
う
る
他
者
で
あ
る
。
主
語
が
「
我
」
に
変
っ
た
途
端
、‘I 

m
ove and live, V

III. 281 ’
と
逆
転
す
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
り
、
人
間
の
実
感
に
即
し
て
い
る
。
し
か
も
「
造
っ
た
」「
造
ら
れ

た
」
の
関
係
だ
け
で
は
な
い
。
使
徒
行
伝
で
は
単
に
「
存
在
す
る
」
と
あ
る
箇
所
が
、
こ
こ
で
は‘A

nd feel that I am
 happier 

than I know
. V

III. 282 ’

と
敷
衍
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ア
ダ
ム
が
理
性
魂
（rational soul

）
を
備
え
た
人
間
と
し
て
優
位
な
立
場
か
ら
己

が
生
の
実
態
を
把
え
直
し
、「
存
在
す
る
」
こ
と
の
生
き
生
き
と
し
た
実
感
を
具
体
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
解
釈
さ

れ
る
。

　
し
か
し‘I m

ove and live, V
III. 281 ’

の
行
末
に
は
コ
ン
マ
が
あ
る
の
で
、
前
の
二
つ
の‘live and m

ove ’

と
同
じ
く
、
こ
こ
で
一

旦
切
れ
、‘feel, V
III. 282 ’

は
281
行
の‘m

ove ’

や‘live ’

と
で
は
な
く‘have ’

と
並
び
、
直
接‘Form

 w
hom

 I ’

へ
繋
が
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。‘from

’

はO
E

D
 11

に

Indicating a person as a m
ore or less distant source of action, esp. as a giver, or sender, or the like. In O

E
. 

also indicating the agent = by.

と
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
281
─
282
行
は
、
そ
の
人
「
～
か
ら
」
あ
る
い
は
「
～
の
お
か
げ
で
」、「
動
き
、
生
き
る
こ
と
を
得
て
」、
生
き
る
こ
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と
の
幸
わ
せ
、
歓
び
を
、
何
よ
り
も
実
感
す
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。

　
こ
れ
は
単
に
被
造
物
か
ら
創
造
主
へ
、
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
可
視
・
可
感
的
な
事
物
は
そ
の
存
在
の
根
拠
を
内
に
も
た
ず
、
つ
ね
に
他

の
存
在
に
依
存
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
連
鎖
を
辿
っ
て
ゆ
け
ば
、
終
に
は
、
そ
の
存
在
の
根
拠
を
自
己
の
内
に
も
つ
第
一
原
因
、
す
な

わ
ち
「
動
か
さ
れ
ず
し
て
動
か
す
も
の
」
に
到
達
す
る
、
と
い
う
自
然
神
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
け
る
ア
ダ
ム
の
告
白

は
、「
知
る
」
と
い
う
知
識
の
階
段
を
超
え
た
、
全
人
的
な
「
感
じ
る
」
と
い
う
感
情
の
反
応
で
あ
る
。

何
事
の
お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も
、
か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
る
ゝ
　
　
西
行

と
い
う
の
と
共
通
の
感
情
で
あ
ろ
う
。「
ど
う
し
た
ら
そ
の
存
在
を
知
り
拝
む
こ
と
が
で
き
る
か
」（
八
280
）
を
尋
ね
て
、「
ど
こ
へ
向
か

う
の
か
も
分
か
ら
ず
迷
い
歩
く
」（
八
283
）
が
、「
答
え
は
返
っ
て
来
な
い
」（
八
285
）。
腰
を
お
ろ
し
て
物
思
い
に
ふ
け
れ
ば
、
そ
の
と
き

初
め
て
疲
労
感
か
ら
「
眠
気
に
襲
わ
れ
」（
八
287
）、
気
だ
る
い
感
覚
に
或
る
柔
か
い
重
み
が
か
か
り
、
以
前
の
無
意
識
な
状
態
に
陥
る
と

思
っ
た
瞬
間
、
自
己
が
「
解
き
放
（dissolve, V

III. 291
）」
た
れ
て
い
く
の
を
感
じ
た
。
そ
の
と
き
突
然
「
夢
」（
八
292
）
の
な
か
に
「
神

の
姿
（shape divine, V

III. 295

）」
と
思
わ
れ
る
も
の
が
現
れ
る
。

　
幾
何
学
の
精
神
と
繊
細
の
精
神
を
区
別
し
た
パ
ス
カ
ル
は
、『
パ
ン
セ
』
の
な
か
で
「
神
を
感
ず
る
の
は
、
心
情
で
あ
っ
て
、
理
性
で

は
な
い
。
こ
れ
が
信
仰
と
い
う
も
の
で
あ
る
」（
278
）、「
信
仰
は
神
の
た
ま
も
の
で
あ
っ
て
、
推
理
の
た
ま
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
は
な

ら
ぬ
」（
279
）、「
わ
れ
わ
れ
が
真
理
を
知
る
の
は
、
理
性
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
心
情
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
第
一
原
理
を
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知
る
の
は
、
後
者
の
方
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
」（
282
）、
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
ミ
ル
ト
ン
が
引
用
し
た
使
徒
行
伝
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
の
ア
テ
ネ
伝
道
は
、
文
字
ど
お
り
多
神
教
の
異
邦
人
、
ギ
リ
シ
ア
人

を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
マ
書
に
な
る
と
、
パ
ウ
ロ
の
論
旨
は
、
い
っ
そ
う
明
確
で
あ
る
、「
神
に
つ
い
て
知
り
う
る
事
が
ら
は
、

彼
ら
〔
異
邦
万
民
〕
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
神
が
そ
れ
を
彼
ら
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
天
地
創
造
以
来
、
神
の
見
え
な
い
性

質
、
す
な
わ
ち
、
神
の
永
遠
の
力
と
神
性
と
は
、
被
造
物
に
現
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
通
し
て
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」（
ロ
マ
一
19
─

20
）。

　
こ
れ
は
「
一
般
啓
示
（G

eneral revelation

）」
も
し
く
は
「
自
然
啓
示
」
と
よ
ば
れ
、
旧
約
で
は
ヨ
ブ
記
（
三
六
24
─
三
七
24
、
三
八
）、

詩
編
（
一
九
）、
旧
約
続
編
知
恵
の
書
（
一
三
4
─
5
）
に
始
ま
り
、
新
約
で
は
パ
ウ
ロ
の
リ
ス
ト
ラ
伝
道
（
使
徒
一
四
15
─
17
）、
ア
テ
ネ
伝

道
（
一
七
24
─
28
）、
そ
し
て
ロ
マ
書
へ
引
継
が
れ
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
ア
ダ
ム
は
、
天
地
自
然
に
呼
び
か
け
て
問
う
。

　T
ell, if ye saw

, how
 cam

e I thus, how
 here!

　N
ot of m

yself; by som
e great M

aker then,

　In goodness and in pow
er pre-em

inent.

　T
ell m

e, how
 m

ay I know
 him

, how
 adore,

　From
 w

hom
 I have that thus I m

ove and live,

　A
nd feel that I am

 happier than I know
!

V
III.

277

─282.
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こ
の
一
節
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
り
中
世
の
ス
コ
ラ
に
受
継
が
れ
て
い
く
自
然
神
学
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
聖
書
そ
の
も
の
の

記
述
（
一
般
啓
示
）
に
従
っ
て
い
る
、
と
思
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
て
一
旦
神
を
知
っ
た
ア
ダ
ム
、
神
に
頼
ん
で
イ
ー
ヴ
の
創
造
を
願
う
ま
で
に
成
長
し
た
ア
ダ
ム
に
と
っ
て
、
あ
た
か

も
エ
ジ
プ
ト
の
富
が
正
当
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
所
属
に
帰
し
た
よ
う
に
、
も
は
や
自
然
神
学
の
用
語
に
も
抵
抗
は
な
い
。
ア
ダ
ム
の
求
め
に

答
え
て
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
、
天
地
創
造
最
終
の
第
六
日
（
第
七
日
は
安
息
の
日
）、「
偉
大
な
る
原
動
者
の
手
（the great First M

over ’s 

hand, V
II. 500

）」
に
よ
っ
て
全
天
体
は
そ
の
定
め
ら
れ
た
軌
道
の
回
転
を
始
め
、
天
は
栄
光
に
輝
い
た
、
と
い
う
（
七
499
─
501
）。

楽
園

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
ダ
ン
テ
論
に
お
い
て
「
高
い
夢
」
と
「
低
い
夢
」
と
を
区
別
し
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
を
高
い
夢
と
呼
ん

で
い
る
。
こ
の
区
別
を
借
り
れ
ば
、『
失
楽
園
』
第
四
巻
803
行
で
も
ふ
れ
ら
れ
る
が
、
第
五
巻
28
─
93
行
で
、
イ
ー
ヴ
が
見
る
夢

は
「
低
い
夢
」
に
当
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
夢
を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
実
際
の
堕
落
は
起
こ
っ
て
し
ま
う
（
九
532
─
784
）。
そ
れ
に
引

き
か
え
、
第
八
巻
で
ア
ダ
ム
の
見
る
夢
は
文
字
ど
お
り
「
高
い
夢
」
で
あ
る
。
夢
の
中
で
、
神
は
ア
ダ
ム
の
手
を
と
っ
て
引
き
起
こ
し
、

足
が
地
に
つ
か
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
あ
た
か
も
空
中
を
滑
る
よ
う
に
野
を
越
え
、
水
の
面
を
越
え
て
、
鬱
蒼
と
樹
木
の
茂
っ
た
山
の
頂
上
へ
連

れ
て
行
く
。
そ
こ
は
平
坦
で
、
広
く
、
周
囲
は
ぐ
る
っ
と
美
事
な
樹
木
が
囲
み
、
小
道
や
四あ

づ
ま
や阿

風
な
木
蔭
も
多
く
、
こ
れ
ま
で
目
に
し
て

き
た
地
上
の
光
景
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
趣
き
の
な
い
も
の
に
思
わ
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ア
ダ
ム
の
「
住す

み

処か

（m
ansion, V

III. 296

）」、

ア
ダ
ム
の
た
め
に
神
が
備
え
た
「
祝
福
の
園
（the garden of bliss, V

III. 299

）」、「
楽
園
（Paradise, V

III. 319

）」
で
あ
っ
た
。
そ
の

形
状
は
、
第
四
巻
131
─
153
行
に
描
か
れ
た
光
景
と
照
合
す
る
と
、
あ
た
か
も
巨
大
な
コ
ロ
ッ
セ
オ
の
外
側
に
も
急
な
階
段
席
状
の
坂
が
あ

り
、
そ
れ
を
鬱
蒼
た
る
樹
木
が
覆
っ
て
い
る
、
さ
ら
に
そ
の
梢
越
し
に
楽
園
の
生
籬
が
取
り
巻
き
、
そ
の
生
籬
の
上
に
、
美
し
い
花
も
実

も
あ
る
樹
々
の
列
が
垣
間
見
え
る
、
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
第
十
二
巻
の
末
尾
近
く
に
も
「
急
坂
を
く
だ
っ
て
下
に
遥
か
に
横
た
わ
る
平
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原
へ
（dow

n the cliff. . ./T
o the subjected plain, X

II. 639

─640

）」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
崖
の
上
に
、「
楽
園
、
…
二
人
の
幸

福
な
住す

ま
い処

（Paradise, . . .their happy seat, X
II. 642

）」
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
夢
の
う
ち
に
ア
ダ
ム
は
楽
園
に
連
れ
て
い
か
れ
た
が
、
目
覚
め
る
と
、
そ
こ
は
、
夢
が
生
き
生
き
と
写
し
出
し
て
い
た
よ
う
に
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
現
実
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　. . . I w

aked, and found

　B
efore m

ine eyes all real, as the dream

　H
ad vividly shodow

ed.
　
　
　V

III.
309

─311.

‘shadow
’

はO
E

D

に
よ
り‘7. a. T
o represent by a shadow

y or im
perfect im

age; to indicate obscurely or in slight 

outline; to sym
bolize, typify, prefigure. ’

が
当
る
と
思
う
。Paradise

の
方
に
、
実
在
の
優
位
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
点
は

H
eaven

もH
ell

も
同
じ
で
、
こ
の
よ
う
な
異
界
と
も
い
う
べ
き
次
元
の
世
界
へ
の
移
行
に
は
、「
夢
」
と
い
う
方
法
も
し
く
は
時
間
が

必
要
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。

　
な
お
「
エ
デ
ン
」
は
創
世
記
第
二
章
8
節
に
見
ら
れ
、
そ
の
語
源
は
「
歓
喜
」
と
も
、
ア
ッ
カ
ド
語
で
「
荒
野
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、

詳
細
不
明
（
月
本
照
男
訳
『
創
世
記
』
岩
波
版
7
頁
）、
と
い
う
。
神
は
、
そ
の
エ
デ
ン
の
東
の
方
に
「
園
」
を
設
け
、
自
ら
形
づ
く
っ
た
人

を
そ
こ
に
置
い
た
、
と
あ
る
。
ま
た
15
節
に
は
「
主
な
る
神
は
人
を
連
れ
て
来
て
、
エ
デ
ン
の
園
に
住
ま
わ
せ
、
人
が
そ
こ
を
耕
し
、
守

る
よ
う
に
さ
れ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
ア
ダ
ム
は
別
の
場
所
で
造
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　「
楽
園
（Paradise, IV

. 132

）」
は
、
元
来
ペ
ル
シ
ア
語
で
囲
わ
れ
た
場
所
を
意
味
し
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
ペ
ル
シ
ア
王
の
庭
園
を
ク
セ
ノ
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ポ
ン
が
楽パ
ラ
ダ
イ
ス園
と
呼
ん
だ
の
が
最
初
の
用
例
と
さ
れ
る
（O

E
D

お
よ
び
平
井
正
穂
訳
注
）。
な
お
、
楽
園
が
山
の
頂
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

エ
ゼ
キ
エ
ル
書
二
八
章
13
節
の
「
神
の
園
」
が
、
14
節
の
「
神
の
聖
な
る
山
」
と
同
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　
だ
が
、
私
は
『
失
楽
園
』
の
な
か
に
一
つ
の
矛
盾
を
感
じ
る
。
第
七
巻
529
─
530
行
で
は
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
が
同
時
に
造
ら
れ
た
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
が
、
第
八
巻
で
は
、
ア
ダ
ム
が
楽
園
に
移
さ
れ
て
後
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
の
番つ

が
いを
臨
検
し
命
名
し
た
う
え
、
神
と
の
孤
独
問

答
を
経
て
、
神
に
懇
願
し
て
イ
ー
ヴ
を
得
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
八
412
─
490
）。
と
す
れ
ば
、
ア
ダ
ム
の
出
生
地
に
ま
だ
は
っ
き
り
し
た

地
名
は
な
か
っ
た
（
七
535
─
536
）
と
あ
る
が
、
イ
ー
ヴ
の
そ
れ
は
は
っ
き
り
「
エ
デ
ン
区
内
楽
園
」
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
第
七
巻
が
創
世
記
一
章
の
創
世
神
話
に
依
拠
し
た
の
に
対
し
、
第
八
巻
は
創
世
記
二
章
の
そ
れ
に
依
拠
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
た
。
ア
ダ
ム
は
ア
ダ
マ
（
土
）
か
ら
造
ら
れ
た
か
ら
そ
の
名
が
あ
り
（
創
世
記
二
7
）、
イ
ー
ヴ
は
、
ア
ダ
ム
が
、
お
の

が
骨
か
ら
造
ら
れ
た
ゆ
え
に
、
エ
バ
（
命
）
と
名
付
け
た
、
と
あ
る
（
創
世
記
三
20
）。
二
人
は
出
生
地
も
、
造
ら
れ
た
材
料
も
違
う
。

第
七
巻
の
イ
ン
ヴ

ォ
ケ
イ
シ
ョ
ン

ア
ダ
ム
の
成
長
過
程
を
問
題
と
し
た
た
め
第
八
巻
を
第
七
巻
の
前
に
扱
っ
た
が
、
成
年
に
達
し
、
妻
を
迎
え
、
天
上

か
ら
の
客
人
を
招
く
ま
で
に
な
っ
た
ア
ダ
ム
に
、
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
が
聞
か
せ
る
の
が
「
創
造
」
物
語
で
、
第
七
巻

の
内
容
を
な
す
。
だ
が
、
第
七
巻
冒
頭
の
イ
ン
ヴ
ォ
ケ
イ
シ
ョ
ン
は
、
他
の
三
つ
の
イ
ン
ヴ
ォ
ケ
イ
シ
ョ
ン
と
く
ら

べ
て
少
し
違
っ
た
趣
き
が
あ
る
。
第
一
巻
の
場
合
に
は
全
体
を
見
渡
し
て
高
邁
な
調
べ
が
あ
り
、
第
三
巻
で
は
神
と
「
わ
れ
」
の
み
が
向

か
い
合
う
緊
張
を
感
じ
さ
せ
、
第
九
巻
で
は
い
よ
い
よ
差
迫
っ
た
大
事
件
に
身
構
え
よ
う
と
す
る
覚
悟
が
あ
ら
わ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

第
七
巻
の
場
合
は
、
あ
る
余
裕
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
天
な
る
詩
神
（H

eavenly M
use, I. 6, III. 19

）」
と
の
み
呼
び
か
け
て
き

た
天
来
の
霊
感
を
「
ウ
ラ
ニ
ア
（U

rania, V
II. 1, 31

）」
と
名
付
け
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
。

　
そ
の
名
前
が
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
「
九
人
の
詩
女
神
の
ひ
と
り
」（
七
6
）
を
指
す
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
詩
人
が
こ
こ
で
必
要
と
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す
る
の
は
ウ
ラ
ニ
ア
の
「
天
に
て
生
ま
れ
た
（heavenly-born, V

II. 7

）」
と
い
う
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。
か
つ
、
ウ
ラ
ニ
ア
は
そ
の
姉

妹
な
る
「
永
遠
の
知
恵
（Eternal W

isdom
, V

II. 9

）」
と
と
も
に
「
山
い
ま
だ
現
れ
ず
、
泉
い
ま
だ
流
れ
ざ
る
」（
七
8
）
天
地
創
造
以

前
よ
り
存
在
す
る
、
と
い
う
。

　B
efore the hills appeared or fountain flow

ed,

　T
hou w

ith Eternal W
isdom

 didst converse,

　W
isdom

 thy sister, and w
ith her didst play

　In presence of th
’ A

lm
ighty Father, pleased

　W
ith thy celestial song.

　
　
　
　
　
　V

II.
8

─12.

　
か
か
る
ウ
ラ
ニ
ア
の
正
体
を
探
ろ
う
と
す
る
学
者
た
ち
の
多
岐
に
わ
た
る
論
究
を
、
こ
こ
に
繰
返
す
繁
は
避
け
て
、
そ
の
結
論
だ
け
を

い
え
ば
、
ウ
ラ
ニ
ア
は
天
地
創
造
の
動
力
因
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
（
い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
の
属
性
）
で
あ
り
、「
知
恵
（sapientia

）」
は
父
な
る

神
の
「
予
知
」（『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
第
一
巻
第
三
章
）
で
あ
る
。
知
恵
は
「
人
間
の
言
葉
で
い
え
ば
、
神
が
何
か
を
定
め
給
う
前
に
そ

の
心
に
き
め
ら
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意ア

イ
デ
ア匠

に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
（
イ
エ
ー
ル
版
散
文
全
集
六
154
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
版
全
集
十

四
64
）。

　『
失
楽
園
』
第
七
巻
、
神
は
天
地
と
そ
こ
に
住
む
人
間
の
創
造
を
意
図
し
、
実
行
を
御
子
に
委
ね
る
（
七
139
─
161
）。
御
子
は
そ
の
神
意

（
神
慮
）
を
体
し
て
実
行
す
る
。
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　So spake the A

lm
ighty, and to w

hat he spake
　H

is W
ord, the Filial G

odhead, gave effect.

V
II.

174

─175.

　
創
造
の
第
六
日
、
御
子
は
す
べ
て
の
創
造
を
終
っ
て
天
に
帰
り
、
玉
座
か
ら
新
し
く
造
ら
れ
た
世
界
を
眺
め
て
、
そ
れ
が
神
の
「
大
い

な
る
意
匠
（great idea, V

II. 537

）」
に
応
え
て
、
い
か
に
善
く
、
い
か
に
美
し
い
か
を
確
め
た
、
と
い
う
。
こ
の‘idea ’

こ
そ
ウ
ラ
ニ

ア
の
姉
妹
な
る‘w

isdom
’

に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
先
に
言
及
し
た
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
の
神
の
知
恵
（sapientia

）
で
あ
り
、
万
物

の
意
匠
（idea

）
で
あ
る
。

　
ロ
ビ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、「
ミ
ル
ト
ン
の
神
学
で
は
知
恵
は
、
神
の
内
的
動
力
因
、
す
な
わ
ち
神
意
も
し
く
は
神
慮
（decretum

、『
教
義

論
』
コ
ロ
ン
ビ
ア
版
十
四
62
）
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
内
的
動
力
因
、
す
な
わ
ち
神
意
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
御
子
、
す
な
わ
ち
外

的
動
力
因
に
先
行
す
る
」（H

arry F. R
obins, If This B

e H
eresy, p. 170

）。

　「
全
能
に
し
て
永
遠
の
父
な
る
神
（the om

nipotent/Eternal Father, V
II. 136

─137

）」
は
御
子
に
、「
汝
、
わ
が
『
言こ
と
ば』、

わ
が
生
み

た
る
子
よ
（thou, m

y W
ord, begotten Son, V

II. 163
）」
と
呼
び
か
け
、
創
造
の
業
を
命
ず
る
。

　
イ
ン
ヴ
ォ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
ウ
ラ
ニ
ア
は
、
こ
の
「
言
」
を
指
し
、「
知
恵
」
と
は
姉
妹
で
あ
る
、
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
知
恵
は
姉
で
、

ウ
ラ
ニ
ア
は
妹
で
あ
る
。
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知
恵
と

知
識

と
こ
ろ
で
、
御
子
が
創
造
の
途
に
つ
こ
う
と
し
て
そ
の
姿
を
現
わ
し
た
と
き
、「
腰
に
は
全
能
の
力
を
帯
び
、
頭
に
は
広
大
無

辺
の
知
恵
（sapience

）
と
愛
に
輝
く
冠
を
つ
け
、
父
な
る
神
の
す
べ
て
が
御
子
の
う
ち
に
輝
い
て
い
た
」（
七
194
─
196
）、
と
い

う
。
こ
こ
に
あ
る‘sapience, V

II. 195 ’

は‘w
osdom

’

と
同
義
語
で
あ
る
。
そ
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の‘sapientia ’

は

‘scientia ’
と
並
べ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　「
あ
あ
、
神
の
知
恵
と
知
識
と
の
富
は
深
い
か
な
」（
ロ
マ
十
一
33
）

　「
キ
リ
ス
ト
に
は
知
恵
と
知
識
と
の
凡す
べ

て
の
宝
蔵か
く

れ
あ
り
」（
コ
ロ
サ
イ
二
3
）

　
知
恵
はsophia

（
希
）、sapientia
（
羅
）、w

isdom

（
英
）、
知
識
はgnosis

（
希
）、scientia

（
羅
）、know

ledge

（
英
）
で
あ
る
。

十
七
世
紀
初
期
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
は
、「
知ノ

ー
リ
ツ
ジ識

」
す
な
わ
ちscientia

は
、
知
的
各
分
野
で
「
分
析
」
に
よ
っ
て
真
理
を
積
み

上
げ
、
法
則
を
引
き
だ
し
て
結
論
に
至
る
営
為
で
あ
り
、「
知ウ

イ
ズ
ダ
ム恵

」
す
な
わ
ちsapientra

は
、
多
様
な
結
論
か
ら
、
よ
り
高
く
統
一
的

な
法
則
を
「
総
合
」
し
よ
う
と
す
る
最
高
の
知
的
営
為
と
さ
れ
た
（W

illiam
 T

. Costello, The Scholastic Curriculum
 at E

arly Sev-

enteenth-Century Cam
bridge, p. 96

）。
か
つ
、
学
部
生
の
履
修
科
目
で
は
「
行ア
ク
シ
ヨ
ン為

」
に
関
わ
るarts

と
し
て
論
理
・
修
辞
・
倫
理
が
、

「
知ノ

ー
リ
ツ
ジ識

」
に
関
わ
るsciences

と
し
て
形
而
上
学
・
物
理
学
・
数
学
・
天コ
ズ
モ
グ
ラ
フ
イ

地
学
（
宇
宙
構
造
論
）
が
科
せ
ら
れ
た
（
上
掲
書
147
─
149
頁
）。
そ

の
結
果
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
け
る
哲
学
科
の
正
式
名
称
は
今
もthe Faculty of M

oral Science

で
あ
る
。
こ
こ
にscientia

の
内
包
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
知
恵
の
姉
妹
な
る
者
の
正
体
は
上
述
の
と
お
り
。
だ
が
『
失
楽
園
』
は
そ
の
名
前
を
「
ウ
ラ
ニ
ア
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
彼
女
は
「
全
能
の
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父
の
御
前
で
、
そ
の
天
上
の
歌
で
父
を
喜
ば
せ
な
が
ら
、
姉
の
知
恵
と
遊
び
戯
れ
て
い
た
」（
七
9
─
12
）。

　
こ
の
四
行
の
出
典
は
箴
言
八
章
30
節
で
、
欽
定
訳
で
は
た
だ‘T

hen I w
as by him

, as one brought up w
ith him

: and I 

w
as daily his delight, rejoicing alw

ays before him
’

と
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
ウ
ル
ダ
カ
訳
で
は‘rejoicing

’

の
と
こ
ろ
が

‘ludens ’
と
な
っ
て
い
る
。‘ludo ’

は
「
遊
ぶ
、
遊
戯
す
る
」
で
あ
り
、「
踊
る
、
舞
う
、
演
ず
る
」
の
意
味
も
あ
る
。
関
根
正
雄
訳
で
は

「
わ
た
し
は
愛
児
と
し
て
彼
の
傍

か
た
わ
らに
あ
り
、
日
々
わ
た
し
は
彼
の
喜
び
と
な
り
／
い
つ
も
彼
の
み
前
で
遊
ん
で
い
た
」（
教
文
館
版
『
新
訳

旧
約
聖
書
Ⅳ
諸
書
』

1591
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。
新
共
同
訳
で
は
「
御
も
と
に
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
巧
み
な
者
と
な
り
／
日
々
、
主
を
楽
し
ま
せ

る
者
と
な
っ
て
／
絶
え
ず
主
の
御
前
で
楽
を
奏
し
」
と
あ
る
。
し
か
し
聖
書
で
は
い
ず
れ
も
「
わ
た
し
」
は
「
知
恵
」
の
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
ミ
ル
ト
ン
で
は
「
知
識
」、
と
い
う
よ
り
「
ウ
ラ
ニ
ア
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
自
然
な
連
想
と
し
て
は
、
そ
れ
が
天
よ

り
の
使
者
の
天
女
で
あ
れ
ば
、
羽
衣
伝
説
の
よ
う
に
「
舞
を
ま
う
」
印
象
が
強
い
。‘play

’

の
原
義
に‘to dance, leap for joy, re-

joice, be glad ’

（O
E

D

）
と
あ
る
の
だ
か
ら
必
ず
し
も
無
茶
な
連
想
で
は
な
い
。『
失
楽
園
』
前
半
の
超
越
界
を
離
れ
、
い
よ
い
よ
後
半

の
「
よ
り
狭
く
限
ら
れ
た
、
眼
に
見
え
、
日
々
、
天
体
の
運
行
す
る
（narrow

er bound/W
ithin the visible diurnal sphere, V

II. 21

─

22

）」
天
地
の
記
述
に
移
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
天
圏
の
音
楽
」
が
聞
こ
え
、「
宇
宙
の
舞
踊
」
が
見
え
る
と
も
不
自
然
で
は
な
い
（cf.

‘m
ystic dance, not w

ithout song, ’ V
. 178

）。

　
だ
が
勢
い
に
あ
ま
っ
て
不
首
尾
に
終
る
不
安
も
隠
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
詩
人
にB

ellerophon

（V
II. 18

）
を
連
想
さ
せ
た
。
天
馬

ペ
ガ
サ
ス
に
乗
っ
て
天
界
に
到
り
、
神
々
の
仲
間
入
り
を
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
不
遜
の
ゆ
え
に
神
々
の
憎
し
み
を
買
い
、
天
馬
か
ら

突
き
落
さ
れ
て
ア
レ
ー
イ
オ
ン
の
野
に
墜
落
し
、
狂
気
に
陥
り
、
盲
目
と
な
っ
て
、
死
に
至
る
ま
で
迷
い
歩
い
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ

れ
が
ミ
ル
ト
ン
に
直
ち
に
共
通
の
悲
劇
を
連
想
さ
せ
る
。「
盲
目
（darkness, V

II. 27

）」
と
「
孤
独
（solitude, V

II. 28

）」
で
あ
る
。
個

人
的
に
も
社
会
的
に
も
最
悪
の
悲
惨
な
情
況
に
あ
る
。
今
や
バ
ッ
カ
ス
と
狂
宴
に
あ
け
く
れ
る
そ
の
一
味
は
宮
廷
に
は
び
こ
り
、
そ
れ
に
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煽
ら
れ
て
オ
ル
ペ
ウ
ス
を
八
つ
裂
き
に
し
た
ト
ラ
キ
ア
の
女
た
ち
、
そ
れ
に
も
似
た
罵
詈
雑
言
が
ミ
ル
ト
ン
を
も
飲
み
こ
み
そ
う
だ
。
ミ

ル
ト
ン
は
オ
ル
ペ
ウ
ス
に
自
己
を
重
ね
合
わ
せ
る
。
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
母
は
、
九
人
の
詩
女
神
の
ひ
と
り
カ
リ
オ
ペ
ー
（
あ
る
い
は
ま
た
ポ
リ

ュ
ム
ニ
ア
）
と
さ
れ
る
。
彼
女
は
息
子
の
命
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
七
37
─
38
）。
し
か
し
ミ
ル
ト
ン
の
頼
む
ウ
ラ
ニ
ア
は
、
名

こ
そ
彼
女
た
ち
の
仲
間
、
九
人
の
詩
女
神
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
、「
空
し
い
夢
想
」（
七
39
）
に
す
ぎ
な
い
オ
リ
ン
パ
ス
の
女
神
と
は
違
っ

て
天
来
の
も
の
だ
、
保
護
を
切
願
す
る
者
を
ど
う
か
裏
切
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
、
と
祈
る
。
こ
う
し
て
詩
神
ウ
ラ
ニ
ア
へ
の
イ
ン
ヴ
ォ
ケ

イ
シ
ョ
ン
は
第
一
行
に
帰
っ
て
終
る
。
こ
の
間
に
特
長
的
な
こ
と
は
、
知
識
、
学
へ
の
楽
し
み
を
全
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
匹
夫
も

こ
れ
を
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
必
ず
や
少
数
の
理
解
者
、‘fit audience, V

II. 31. ’

は
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
確
信

で
あ
る
。

　
な
お
、
第
一
巻
、
第
三
巻
、
第
七
巻
、
第
九
巻
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ン
ヴ
ォ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
並
べ
て
気
付
く
点
は
、
第
一
巻
は
霊
（
一

17
）、
第
三
巻
は
光
（
三
1
）、
が
そ
の
祈
願
の
対
象
で
あ
っ
た
。
第
七
巻
は
第
一
巻
の
「
天
の
詩
神
」（
一
6
）
を
受
け
て
、
ギ
リ
シ
ア
起

源
の
具
体
名
「
ウ
ラ
ニ
ア
」（
七
1
）
を
出
し
た
。
そ
れ
が
内
実
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
と
し
て
キ
リ
ス
ト
を
指
す
な
ら
ば
、
人
、
と
も
い
え

る
。
こ
う
し
て
霊
か
ら
光
、
光
か
ら
人
へ
と
次
第
に
可
視
化
、
ま
た
具
体
化
し
た
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
九
巻
は
不
思
議
な
こ
と

に
イ
ン
ヴ
ォ
ケ
イ
シ
ョ
ン
と
は
名
ば
か
り
詩
人
自
身
の
覚
悟
を
吐
露
し
た
だ
け
で
、‘thou

’

と
呼
び
か
け
る
対
象
は
な
い
。‘m

y celes-

tial patroness, IX
. 21. ’

と
客
観
的
な
記
述
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
第
七
巻
と
第
八
巻
、
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
を
迎
え
て
、
あ
た
か
も
友
人
同
志
の
よ
う
に
親
し
く
田
舎
風
の
食
事
を
し
な
が
ら
天

地
創
造
の
物
語
を
聞
く
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
が
終
っ
て
か
ら
振
り
か
え
り
、
第
九
巻
の
冒
頭
で
そ
の
と
き
の
会
話
を‘V

enial dis-

course unblam
ed, IX

. 5. ’

と
評
し
て
い
る
こ
と
に
私
は
興
味
を
懐
く
。
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　O
E

D

の
挙
げ
る‘venial ’

の
第
一
義
は
、‘W

orthy or adm
itting of pardon, forgiveness, rem

ission; not grave or hei-

nous; pardonable, light ’

で
特
に
神
学
に
お
い
て‘sin

’

に
用
い
て
、‘deadly

’

や‘m
ortal ’

の
反
意
語
と
あ
る
。
つ
ま
り
重
い
七
つ

の
「
大
罪
」
に
対
し
、
軽
い
「
小
罪
」「
微
罪
」
に
用
い
ら
れ
る
。‘venial ’

と
聞
い
て
直
ち
に
思
い
つ
く
の
は‘venial sin

’

で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
義
に‘

†3, A
llow

able, perm
issible; blam

eless. rare. ’

と
し
て
『
失
楽
園
』
の
こ
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
主
筋
に
無
関
係
な
長
談
義
に
ふ
け
っ
た
後
ろ
め
た
さ
を
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
堕
落
後
の
人
間
の
知
識
が
人
間
ば
か
り
か
森
羅

万
象
の
存
在
を
も
脅
か
す
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
の
に
く
ら
べ
、
堕
落
以
前
は
ま
だ
「
咎
め
だ
て
る
こ
と
も
な
い
議
論
」（
九
5
）
で
あ

っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
人
類
に
死
を
も
た
ら
す
、
最
大
の
「
大
罪
（D

eadly Sin

）」
が
迫
っ
た
第
九
巻
の
イ
ン
ヴ
ォ
ケ
イ

シ
ョ
ン
に‘venial ’

の
語
が
あ
る
こ
と
に
は
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
二
巻
ほ
ど
読
者
の
知
識
欲
を
刺
戟
す
る
箇
所
は
な
い
。

ミ
ル
ト
ン
・

カ
テ
キ
ズ
ム

天
に
お
け
る
出
来
事
、「
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
人
間
の
知
識
で
は
及
び
え
な
い
事
柄
」（
七
75
）
を
説
き
明
か

し
て
く
れ
た
「
神
聖
な
る
解
説
者
（D

ivine interpreter, V
II. 72

）」
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
、
片
や
超
自
然
界
の
消
息
か
ら
、

も
っ
と
身
近
か
な
「
こ
の
眼
に
見
え
る
天
と
地
の
世
界
が
、
初
め
、
い
か
に
し
て
生
じ
た
か
、
い
つ
、
何
か
ら
造
ら
れ
た

の
か
、
ま
た
な
ん
の
た
め
に
造
ら
れ
た
の
か
」（
七
62
─
64
）
と
、
鹿
の
谷
川
の
水
を
し
た
い
喘
ぐ
が
ご
と
く
、
尋
ね
求
め
る
ア
ダ
ム
、
両

者
が
交
わ
す
問
答
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ミ
ル
ト
ン
・
カ
テ
キ
ズ
ム
を
編
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
カ
ル
ヴ
ァ
ン
『
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
教
会
信
仰
問
答
』
に
は
、「
問
一   
人
生
の
主
な
目
的
は
何
で
す
か
。
答
　
神
を
知
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
」

と
あ
る
。
こ
れ
に
倣な

ら

え
ば
ミ
ル
ト
ン
の
答
は
、
ア
ダ
ム
の
口
か
ら
は
「
神
の
意
志
に
従
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
」
と
な
る
（cf. ‘to observe/

Im
m

utably his sovran w
ill, the end/O

f w
hat w

e are, ’ V
II. 78

─80

）。

　
ま
た
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
小
教
理
問
答
』
で
は
、「
答
　
人
間
の
主
な
目
的
は
、
神
の
栄
光
を
あ
ら
わ
し
、
永
遠
に
神
を
喜
ぶ
こ
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と
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
天
使
ラ
フ
ァ
エ
ル
な
ら
、「
創つ
く
り
ぬ
し

造
主
に
栄
光
を
帰
し
、
人
生
を
さ
ら
に
幸
福
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
答

え
た
で
あ
ろ
う
（‘T

o glorify the M
aker, and infer/T

hee also happier, ’ V
II. 116

─117.

）。

　
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
、
人
間
の
幸
福
に
資
す
る
知
識
を
伝
え
る
「
天
か
ら
の
使
命
（com

m
ission from

 above, V
II. 118

）」
を
帯
び
て
遣
わ

さ
れ
、
創
世
記
「
以
前
」
の
出
来
事
は
す
で
に
第
五
・
六
巻
で
語
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ダ
ム
は
、
今
や
創
世
記
「
以
後
」、
だ
が
「
彼
の

記
憶
以
前
（B

efore his m
em

ory, V
II. 66

）」
の
出
来
事
を
尋
ね
る
。
け
だ
し
太
陽
も
己
が
出
生
の
由
来
を
聞
く
た
め
に
立
ち
ど
ま
り

（
ヨ
シ
ュ
ア
記
十
13
に
因
む
）、「
眠
り
」
も
目
を
覚
ま
す
、
い
や
徹
夜
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
、
と
ア
ダ
ム
は
い
う
（
七
98
─
108
）。
こ
れ
は

詩
人
が
寸
暇
を
惜
し
み
孜
々
と
し
て
励
ん
だ
勉
学
の
日
々
を
連
想
さ
せ
る
。
だ
が
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
知
識
も
食
物
も
同
じ
く
精
神
の
容
量

を
こ
え
て
過
剰
に
な
る
と
、
飽
食
が
滋
養
物
を
「
放
屁
（w

ind, V
II. 130

）」
に
変
え
る
よ
う
に
、
せ
っ
か
く
身
に
つ
く
は
ず
の
知
恵
を

も
愚
か
さ
に
変
え
て
し
ま
う
（
七
126
─
130
）、
と
パ
ッ
セ
ー
ジ
の
最
後
に
屁
理
屈
へ
の
戒
め
を
潜
め
る
。

両コ
ン
パ
ス

脚
器

か
く
し
て
御
子
の
創
造
が
始
ま
る
。
御
子
は
「
混
沌
」（
七
220
）
の
只
中
へ
乗
り
出
す
。
御
子
に
従
う
天
使
た
ち
が
見
守
る
な

か
、
御
子
は
戦
車
を
止
め
、
手
に
黄
金
の
「
両コ

ン
パ
ス

脚
器
」
を
取
り
、「
こ
の
宇
宙
と
す
べ
て
の
被
造
物
の
限
界
を
定
め
る
（to cir-

cum
scribe/T

his universe, and all created things, V
II. 226

─227

）」。
一
方
の
脚
を
中
心
に
お
き
、
他
方
の
脚
を
広
漠
と
し

て
暗
澹
た
る
深
淵
の
な
か
ぐ
る
り
と
一
回
転
さ
せ
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
こ
こ
ま
で
拡
が
る
が
よ
い
。
こ
こ
ま
で
を
汝
の
境
界
と
せ
よ
。

こ
れ
が
汝
の
定
め
ら
れ
た
正
し
い
周
辺
で
あ
る
。
お
お
、
世
界
よ
！
」

　
　
　T

hus far extend, thus far thy bounds;
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　T
his be thy just circum

ference, O
 W

orld!

V
II.

230

─231.

‘circum
scribe ’

は
、‘circum

, around + scribere to m
ake lines, w

rite. ’

か
ら‘to draw

 a line around, encom
pass, lim

-

it, confine. ’

の
意
と
な
る
。‘circum

ference ’

も
同
様
に‘circum

 + fer-re to bear ’

か
ら
ラ
テ
ン
語
の
原
義
は‘a bearing

（of 

anything

）about ’
で
あ
る
。
コ
ン
パ
ス
の
脚
が
御
子
の
手
に
運
ば
れ
て
、
ピ
タ
リ
と
マ
ル
が
か
か
れ
た
と
き
、‘O

 W
orld ’

と
な
る
。

御
子
（
と
い
う
よ
り
ミ
ル
ト
ン
の
）
満
面
の
笑
み
が
見
え
る
。

　
コ
ン
パ
ス
は
、
イ
ン
ヴ
ォ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
ウ
ラ
ニ
ア
と
同
じ
く
、
箴
言
第
八
章
に
由
来
す
る
。
そ
の
27
節
「
主
は
深
淵
の
面
に
輪
を
描

い
て
境
界
と
さ
れ
た
」（
新
共
同
訳
）
と
あ
る
。
そ
こ
が
欽
定
訳
で
は‘he set a com

pass upon the face of the depth
’

と
な
っ
て

い
る
。
コ
ン
パ
ス
は
イ
ザ
ヤ
書
四
四
章
13
節
に
も
、
円
を
描
く
の
に
用
い
る
大
工
道
具
と
し
て
登
場
す
る
（
た
だ
し
こ
こ
で
は
偶
像
を
造
る

場
面
、
文
語
訳
で
は
「
文ふ
み

回ま
は
し」）。
古
く
か
ら
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
に
登
場
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
（「
天
国

篇
」
第
一
九
歌
40
行
）。
ミ
ル
ト
ン
の
影
響
を
う
け
無
韻
詩
で
翻
訳
し
たH

enry Francis Cary, The D
ivine Com

edy

（1812

）
で
は

‘H
e/W

ho turned his com
pass on the w

orld ’s extrem
e, ’

（Paradise, Canto X
IX

. 37

─38

）
と
あ
る
。

　
次
に
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
口
絵
を
な
す
「
日
の
老
い
た
る
者
」
で
あ
る
。「
日
の
老
い
た
る
者
」
と

は
ダ
ニ
エ
ル
書
（
七
9
、
13
、
22
）
に
登
場
す
る
神
で
あ
る
が
、
ブ
レ
イ
ク
に
あ
っ
て
は
、
不
吉
と
さ
れ
る
左
手
に
コ
ン
パ
ス
を
持
ち
、

左
か
ら
吹
き
つ
け
る
強
い
風
に
白
髪
白
髯
を
な
び
か
せ
な
が
ら
、
下
の
混
沌
に
向
か
っ
て
、
開
い
た
コ
ン
パ
ス
を
降
ろ
し
て
い
る
。「
彼

は
黄
金
の
コ
ン
パ
ス
を
造
り
、
深
淵
を
探
り
始
め
た
」。
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　H

e form
ed golden com

passes,
　
　A

nd began to explore the A
byss; . . .

1 U
rizen, V

II. 39

─40.

　
ミ
ル
ト
ン
に
あ
っ
て
は
、
全
能
の
力
を
帯
び
、
威
厳
と
知
恵
と
愛
と
を
冠
と
す
る
栄
光
に
輝
く
御
子
で
あ
る
が
、
ブ
レ
イ
ク
に
お
い
て

は
白
髪
の
老
い
た
る
ユ
リ
ゼ
ン
で
あ
る
。
ユ
リ
ゼ
ン
は
時
に
セ
イ
タ
ン
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
対
照
的
に
異

な
る
人
物
で
あ
る
。

二
つ

の
天

と
も
あ
れ
、
コ
ン
パ
ス
を
ま
わ
し
て
「
神
は
天
を
造
り
、
地
を
造
っ
た
（T

hus G
od the heaven created, thus the earth, V

II. 

232

）」。
こ
の
天
と
地
は
い
ま
だ
「〈
定か
た
ち形

な
く
曠む
な
し空

〉（
文
語
訳
創
世
記
一
2
）
き
物
質
（M

atter unform
ed and void, V

II. 233

）」

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
天
は
、
先
に
門
を
開
い
て
創
造
の
業
に
御
子
を
送
り
だ
し
た
「
天
」（
七
205
）、
ま
た
や
が
て
そ
の
業
を
終
え
て
凱
旋
す
る
御
子
を

迎
え
い
れ
た
「
天
」（
七
553
）
で
は
な
い
。
こ
ち
ら
は
、
御
子
が
父
な
る
神
と
と
も
に
住
ま
う
「
高
き
住す
み
か処

な
る
天
の
天
（the heaven of 

heavens, his high abode, V
II. 553

）」
で
あ
る
。
だ
が
「
こ
の
新
ら
し
く
造
ら
れ
た
世
界
」（
七
617
）
の
天
は
、「
天
の
門
か
ら
遠
か
ら
ざ

る
と
こ
ろ
に
あ
る
第
二
の
天
（another heaven/From

 heaven gate not far, V
II. 617

─618

）」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
の
天
が
、

人
の
住
む
地
球
の
天
で
あ
る
。
い
ま
御
子
が
造
っ
た
天
と
地
（
七
232
）
は
こ
れ
で
あ
っ
た
。
ウ
ラ
ニ
ア
の
領
分
に
属
し
、
人
間
が
科
学
的

に
知
識
を
も
っ
て
知
り
う
る
世
界
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
引
き
か
え
、「
主
の
祈
り
」「
天
に
ま
し
ま
す
わ
れ
ら
の
父
よ
（O

ur Father w
hich art in heaven

）」
の
「
天
」
は
、『
失
楽
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園
』
に
お
け
る
第
一
の
天
で
あ
る
。『
使
徒
信
条
』
冒
頭
「
我
は
天
地
の
造
り
主
、
全
能
の
父
な
る
神
を
信
ず
（I believe in G

ot the 

Father A
lm

ighty, M
aker of heaven and earth.

）」
は
創
世
記
第
一
章
第
一
節
を
踏
ま
え
た
も
の
に
違
い
な
い
。
が
、
こ
の
「
元は
じ
め始
に

神
天
地
を
創つ

く
り造
た
ま
へ
り
」
に
し
て
か
ら
が
、
も
っ
ぱ
ら
神
へ
の
賛
美
と
い
う
こ
と
に
意
味
は
つ
き
、
第
二
節
以
下
と
は
切
離
し
、
表
題

も
し
く
は
主
題
の
提
示
と
見
る
べ
き
だ
、
と
い
う
（『
関
根
正
雄
著
作
集
13
創
世
時
代
講
解
』
10
─
13
）。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
天
」
も
『
失
楽

園
』
第
七
巻
の
第
二
の
天
で
は
な
い
。
第
一
の
天‘the heaven of heavens

（V
II. 13 &

 553

）’

は
、
神
の
絶
対
他
者
的
主
権
性
、
超
越

性
、
聖
性
、
遍
在
性
、
尊
厳
性
を
表
わ
す
象
徴
的
表
現
で
、
実
際
に
は
こ
の
天
と
い
え
ど
も
神
を
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
小
さ
な

存
在
で
し
か
な
い
（
列
王
紀
上
八
27
、
歴
代
志
下
二
6
、「
神
は
果
た
し
て
地
上
に
お
住
ま
い
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
天
も
、
天
の
天
も
あ
な
た
を
お
納

め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。‘B

ut w
ill G

od indeed dw
ell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain 

thee, ’ 1 kings 8: 27

」）。

漱
石
の
『
文

学
論
』

夏
目
漱
石
の
『
文
学
論
』
は
、
英
訳
聖
書
の
「
創
世
記
第
一
章
の
冒
頭
」
第
五
節
ま
で
、
即
ち
創
造
第
一
日
の
記
述
を
引

用
し
、「
此
一
節
を
読
む
者
は
信
徒
た
る
と
信
徒
た
ら
ざ
る
と
に
論
な
く
自
ら
壮
大
の
感
に
打
た
れ
て
ひ
と
り
襟
を
正
す

を
禁
じ
得
ざ
る
べ
し
。
…

た
ヾ
吾
前
に
あ
る
は
神
力
の
偉
大
な
る
叙
述
の
み
。
而
し
て
吾
感
ず
る
は
偉
大
な
る
情
緒
の

み
。
知
を
離
れ
識
を
絶
し
て
只
此
叙
述
を
壮
厳
と
の
み
思
ふ
」、
そ
し
て
後
代
の
文
学
者
で
「
此
法
を
襲
用
し
た
る
も
の
」
数
多
い
な
か

で
、「
其
最
も
成
功
し
た
る
も
の
はM

ilton

な
り
」
と
し
て
、Paradise Lost, V

II. 210

─31

を
引
用
し
、
こ
う
付
加
え
る
、
聖
書
の

一
節
は
「
巨
人
の
斧
を
用
ゐ
て
咄
嗟
に
成
る
が
如
く
自
か
ら
雄
渾
に
し
て
亳
も
巧
を
求
め
た
る
の
痕
跡
な
し
。『
失
楽
園
』
に
至
つ
て
は

瑰
麗
眼
を
喜
ば
し
む
る
に
足
る
と
雖
も
多
少
の
芝
居
気
あ
り
。
叙
述
明
快
に
し
て
理
路
整
然
た
る
と
同
時
に
崇
高
の
感
を
弱
む
る
が
如
し
。

従
つ
て
其
価
値
（
単
に
崇
高
的
価
値
を
云
ふ
）
聖
書
に
対
し
て
遜
色
な
き
能
は
ず
」
と
（『
漱
石
全
集
』
十
四
201
─
202
、
204
）。『
失
楽
園
』
か
ら
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の
引
用
は
、
御
子
が
怒
濤
逆
ま
く
混
沌
に
乗
り
出
し
、
コ
ン
パ
ス
を
ま
わ
し
て
宇
宙
と
す
べ
て
の
被
造
物
の
境
界
を
画
し
た
箇
所
で
あ
る
。

　
漱
石
の
引
用
は
や
ゝ
恣
意
的
に
す
ぎ
る
。『
失
楽
園
』
の
こ
の
箇
所
は
、
創
世
記
以
前
の
出
来
事
、
せ
い
ぜ
い
第
一
章
第
一
節
に
当
る

だ
け
で
あ
る
。
第
二
節
は
さ
ら
に
10
行
（
七
233
─242
）、「
光
あ
れ
」
と
い
わ
れ
た
第
一
日
（
創
世
記
一
3
─
5
）
は
18
行
（
七
243
─
260
）
に
、

そ
れ
ぞ
れ
拡
げ
ら
れ
る
。

　
聖
書
の
記
述
の
崇
高
性
に
異
を
挟
む
も
の
で
は
な
い
が
、
仏
の
顔
も
三
度
ま
で
、
円
空
仏
だ
け
が
仏
像
で
は
な
い
。
日
曜
日
な
ど
聖
書

に
飽
い
た
読
者
が
ミ
ル
ト
ン
に
向
か
っ
た
の
も
自
然
の
理
で
、
今
日
、
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
の
物
語
と
い
え
ば
ミ
ル
ト
ン
が
挙
げ
ら
れ
、
サ

タ
ン
と
い
え
ば
ミ
ル
ト
ン
の
セ
イ
タ
ン
が
聖
書
の
蛇
に
と
っ
て
代
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
（John B

ailey, M
ilton, 143

）。

　
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
大
学
教
授
Ｂ
・
Ａ
・
ラ
イ
ト
は
、
漱
石
が
挙
げ
た
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
箇
所
（
七
205
─
223
）
を
引
用
し
、
御
子
が

「
栄
光
の
王
」（
七
208
）
と
し
て
創
造
の
使
命
を
帯
び
、
大
き
く
開
い
た
天
の
門
か
ら
出
発
し
、
混
沌
を
分
け
ゆ
く
場
面
に
響
く
「
妙
な
る

和
音
（harm

onious sound, V
II. 206

）」
と
、
第
二
巻
で
セ
イ
タ
ン
が
破
壊
の
た
め
に
地
獄
の
門
を
出
発
す
る
場
面
の
「
軋き
し

む
…
耳
障
り

な
、
雷
霆
さ
な
が
ら
の
轟
音
（jarring. . ./H

arsh thunder, II. 880

─882

）」
と
を
対
比
す
る
。
そ
し
て
創
造
第
五
日
の
描
写
（
七
399
─
441
）

を
掲
げ
て
、「
ミ
ル
ト
ン
の
最
高
の
詩
的
偉
業
」
と
称
え
る
（B

. A
. W

right, M
ilton

’s ‘Paradise Lost ’, 148

）。
創
世
記
の
数
節
を
テ
キ

ス
ト
と
し
、
叙
事
詩
々
法
を
駆
使
し
て
、
こ
の
よ
う
な
創
造
物
語
を
描
き
き
る
に
は
膨
大
、
か
つ
柔
軟
な
博
物
の
学
識
を
必
要
と
す
る
、

と
い
う
。

創
世
記

光
が
造
ら
れ
た
第
一
日
、
大
空
が
造
ら
れ
た
第
二
日
は
、
ま
だ
序
盤
で
端
々
と
事
は
運
ぶ
が
、
第
三
日
に
な
る
と
、
に
わ
か
に

忙
し
く
な
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば

第
三
日
、（
地
質
）
私
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
連
想
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
海
底
か
ら
巨
大
な
山
々
が
隆
起
し
、
世
界
の
最
高
峰
と
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な
る
。
と
同
時
に
夥
し
い
水
量
の
長
い
瀑
布
が
飛
沫
を
あ
げ
て
大
洋
に
な
だ
れ
こ
む
。（
植
物
）
一
方
、
出
来
た
ば
か
り
の
大
地
に
緑
が

芽
生
え
た
と
思
う
と
、
た
ち
ま
ち
葉
が
伸
び
、
花
が
咲
き
、
芳
し
い
香
り
に
包
ま
れ
、
つ
い
に
は
亭
々
た
る
大
樹
が
並
び
、
山
も
谷
も
泉

も
川
も
緑
に
飾
ら
れ
て
、
さ
な
が
ら
天
国
の
よ
う
に
見
え
、
大
地
は
潤
い
を
お
び
る
。

　
第
四
日
、（
天
文
）
太
陽
は
多
孔
質
の
球
体
で
、
第
一
日
目
に
創
造
さ
れ
た
光
の
大
半
は
こ
こ
に
移
さ
れ
て
、
今
見
る
よ
う
な
光
の
宮

殿
と
な
る
。
他
の
多
く
の
星
々
は
泉
に
水
を
汲
み
に
行
く
が
ご
と
く
、
こ
の
宮
殿
に
来
て
は
黄
金
の
壺
に
光
を
汲
ん
で
ゆ
く
。
明
け
の
明

星
の
角
が
輝
く
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
月
も
ま
た
満
面
に
太
陽
か
ら
の
光
を
受
け
、
無
数
の
星
と
と
も
に
夜
の
支
配
権
を
分
か
ち
合
う
。

　
第
五
日
、（
動
物
）
魚
類
と
鳥
類
の
誕
生
。「
産
め
よ
、
増
え
よ
」
と
い
わ
れ
る
と
、
海
は
豊
饒
の
海
に
か
わ
る
。
瀬
戸
、
海
、
入
江
、

湾
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
稚
魚
は
あ
ふ
れ
、
鰭
、
鱗
の
輝
く
成
魚
が
群
れ
を
な
し
て
泳
ぎ
、
海
の
真
ん
中
に
山
の
よ
う
に
盛
り
あ
が
る
、

「
魚
の
な
か
に
は
、
ひ
と
り
で
、
ま
た
は
伴
侶
と
、
海
草
を
牧
草
の
よ
う
に
食
べ
、
珊
瑚
の
林
の
な
か
を
彷さ

ま
よ徨

う
も
の
、
あ
る
い
は
、
戯

れ
に
チ
ラ
と
お
日
さ
ま
を
見
上
げ
、
金
色
の
班
点
も
鮮
や
か
な
波
う
つ
上
着
を
見
せ
び
ら
か
す
も
の
、
真
珠
貝
の
殻
の
な
か
に
身
を
ひ
そ

め
て
餌
を
待
つ
も
の
、
か
と
思
え
ば
、
岩
陰
に
縅

お
ど
し

鎧よ
ろ
いを

ま
と
っ
て
餌
食
を
狙
う
も
の
」、

　
　
　
　
　
　
　Part, single or w

ith m
ate, 

　G
raze the sea-w

eed, their pasture, and through groves

　O
f coral stray, or, sporting w

ith quick glance, 

　Show
 to the sun their w

aved coats dropt w
ith gold; 

　O
r, in their pearly shells at ease, attend 

　M
oist nutrim

ent, or under rocks their food 
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　In jointed arm
our w

atch; . . .

V
II.

403

─409.
　
最
新
設
備
の
水
族
館
か
、
あ
る
い
は
ゴ
ー
グ
ル
を
か
け
て
海
に
潜
っ
た
よ
う
な
楽
し
さ
。
さ
ら
に
は
海あ
ざ
ら
し豹
や
海い
る
か豚
の
シ
ョ
ー
も
あ
り
、

ホ
エ
ー
ル
・
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
も
あ
る
。

　
鳥
類
も
ま
た
鷲
、
鸛

こ
う
の
と
り、
鶴
、
夜
ナ
イ
テ
イ
ン
ゲ
ー
ル

鳴
鶯
、
鶏と
さ
か冠
の
派
手
な
雄
鶏
、
孔
雀
、
と
き
ら
び
や
か
に
並
ぶ
が
、
私
の
一
番
印
象
を
う
け
た
の
は

白
鳥
の
描
写
で
あ
る
。「
誇
ら
し
げ
に
真
白
な
両
翼
を
マ
ン
ト
の
よ
う
に
羽
織
っ
た
間
か
ら
頸
を
弓
形
に
高
く
も
た
げ
、
櫂
の
よ
う
な
脚

で
水
を
掻
い
て
い
た
。
そ
の
堂
々
た
る
有
様
は
御
座
船
さ
な
が
ら
で
あ
っ
た
、
が
、
時
に
水
面
を
け
っ
て
、
力
強
く
翼
を
は
ば
た
き
中
空

へ
高
く
舞
い
上
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
」（
七
438
─
440
）。
こ
れ
は
、
ミ
ル
ト
ン
が
か
つ
て
カ
ム
川
で
見
た
白
鳥
の
姿
で
は
な
い
か
。
心
な
し

か
、「
ク
ラ
イ
ト
学
寮
の
淑
女
」
と
綽
名
さ
れ
た
彼
自
身
の
姿
と
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
六
日
、（
高
等
動
物
、
人
間
）
創
造
の
最
後
の
日
。
地
上
の
動
物
で
あ
っ
て
、「
家
畜
、
這
う
も
の
、
地
の
獣
（Cattle, and creeping 

things, and beast of the Earth, V
II. 452

）」。‘Cattle ’
と
い
う
言
葉
が
元
来capital

と
同
じ
く
「
財
産
」
を
あ
ら
わ
し
、「
頭
」
を
意

味
す
る
こ
と
は
多
く
の
連
想
を
呼
び
お
こ
し
興
味
ぶ
か
い
。

　
先
ず
は
、
の
ど
か
な
牧
場
の
風
景
で
あ
る
が
、
最
初
に
名
前
を
あ
げ
ら
れ
る
の
は
獅ラ

イ
オ
ン子

で
あ
っ
た
。
草
地
が
盛
り
上
っ
た
か
と
思
う
と
、

「
黄
褐
色
の
ラ
イ
オ
ン
が
半
身
を
現
わ
し
、
前
脚
で
け
っ
て
後
半
身
を
地
か
ら
出
し
、
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
跳と

び
上
が
る

と
、
立
ち
上
が
っ
て
斑
ら
な
た
て
が
み
を
う
ち
振
っ
た
」。

　T
he grassy clods now

 calved; now
 half appeared 
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　T
he taw

ny lion, paw
ing to get free 

　H
is hinder parts, then springs, as broke from

 bonds,
　A

nd ram
pant shakes his brinded m

ane; . . .

V
II.

463

─466.

　
最
後
に
は
「
地
上
で
一
番
抜
け
目
な
い
蛇
（T

he serpent, subtlest beast of all the field, V
II. 495

）」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
だ
が
、
蛇

も
ま
だ
害
は
な
く
、
人
間
に
は
素
直
に
従
っ
た
。

　「
天
は
栄
光
に
輝
き
、
偉
大
な
る
原
動
者
の
手
（the great First M

over ’s hand

）
が
回
す
軌
道
に
従
っ
て
回
転
し
、
地
は
完
璧
な
装

い
を
ま
と
っ
て
、
に
こ
や
か
に
微
笑
ん
で
い
た
」（
七
499
─
501
）。

　「
こ
う
い
う
緊
張
し
た
描
写
は
、
単
に
書
物
の
知
識
だ
け
で
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
実
際
に
生
身
を
も
っ
て
見
た

り
感
じ
た
り
し
た
こ
と
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
種
全
体
に
わ
た
る
事
柄
が
生
々
と
し
た
筆
致
と
ピ
ッ
タ
リ
の
言
葉
で
描
か
れ
、
自
然

へ
の
驚
嘆
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
老
齢
に
な
っ
て
も
相
変
ら
ず
、
自
然
を
鮮
や
か
に
己
が
心
眼
に
見
、
か
つ
、
そ
こ
に
神
の
善
と
力
の
顕あ

ら
わ
れ現

を
言
祝
ぐ
、
自
然
愛
好
家
の
ミ
ル
ト
ン
が
い
る
。
ド
ラ
イ
デ
ン
が
「
ミ
ル
ト
ン
は
自
然
を
書
物
の
眼
鏡
を
通
し
て
見
た
」
と
批
判
し
た
の

に
対
し
て
、
ラ
ン
ダ
ー
は
「
残
念
な
が
ら
…
ド
ラ
イ
デ
ン
は
、
自
然
を
フ
リ
ー
ト
街
の
家
並
の
合
間
か
ら
見
た
。
も
し
自
然
を
よ
く
知
り
、

自
然
の
美
し
さ
を
隈
な
く
描
い
た
詩
人
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ミ
ル
ト
ン
で
あ
っ
た
」
と
応
酬
し
た
」（B

. A
. W

right, op. cit. 150

）。

　
し
か
し
ま
だ
、「
既
に
造
ら
れ
た
全
て
の
も
の
の
目
標
で
あ
る
、
最
も
重
要
な
も
の
が
未
だ
造
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
」（
七
505
─
506
）。



読解『失楽園』（三）

33

人
間
の
創
造
で
あ
る
。
次
に
展
開
さ
れ
る
詩
行
は
、
け
だ
し
人
間
に
対
す
る
定
義
の
最
も
完
璧
な
も
の
で
あ
ろ
う
、「
他
の
生
き
も
の
の

よ
う
に
常
に
下
を
見
、
道
理
を
弁
え
な
い
の
と
違
い
、
聖
な
る
理
性
を
与
え
ら
れ
、
背
を
の
ば
し
て
直
立
し
、
穏
や
か
な
顔
を
真
っ
直
ぐ

に
起
こ
し
て
他
の
も
の
を
支
配
し
、
自
ら
を
知
り
、
そ
し
て
自
ら
を
知
る
が
ゆ
え
に
神
と
交
わ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
高
邁
な
心
を
も
ち
、
し

か
も
同
時
に
自
分
の
も
つ
一
切
の
善
き
も
の
が
ど
こ
か
ら
下
賜
さ
れ
て
い
る
か
を
知
り
、
感
謝
し
、
虔
ん
で
そ
の
心
と
声
と
眼
を
天
に
向

け
て
そ
そ
ぎ
、
自
分
を
万
物
の
霊
長
と
し
て
造
り
給
う
た
、
い
と
高
き
神
を
崇
め
拝
む
と
こ
ろ
の
者
」。

　
　
　
　
　
　
　a creature w

ho, not prone 

　A
nd brute as other creatures, but endued 

　W
ith sanctity of reason, m

ight erect 

　H
is stature, and upright w

ith front serene 

　G
overn the rest, self-know

ing, and from
 thence 

　M
agnanim

ous to correspond w
ith H

eaven, 

　B
ut grateful to acknow

ledge w
hence his good 

　D
escends; thither w

ith heart, and voice, and eyes,

　D
irected in devotion, to adore 

　A
nd w

orship G
od suprem

e, w
ho m

ade him
 chief 

　O
f all this w

orks.

V
II.

506

─516.
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た
だ
善
悪
を
知
る
の
木
の
実
だ
け
を
禁
じ
て
第
六
日
は
終
る
（
た
だ
し
聖
書
に
こ
の
木
が
登
場
す
る
の
は
創
世
記
第
二
章
9
節
で
、
禁
制
は
17

節
。
創
世
記
第
一
章
は
、
第
六
日
の
記
事
で
終
る
）。

　
六
日
間
で
す
べ
て
の
創
造
の
仕
事
は
終
る
。
第
七
日
は
創
世
記
で
は
第
二
章
に
移
さ
れ
、
神
が
仕
事
を
離
れ
休
息
す
る
日
で
あ
る
。

『
失
楽
園
』
の
御
子
は
天
に
戻
り
、
父
な
る
神
と
と
も
に
座
に
つ
く
。「
第
七
日
を
祝
福
し
聖
別
し
た
」（
七
592
）
の
は
父
な
る
神
で
あ
る
。

　
父
な
る
神
は
、
見
え
ざ
る
姿
の
ま
ま
御
子
と
と
も
に
、
こ
こ
よ
り
出
か
け
、
し
か
も
こ
こ
に
留
ま
っ
て
お
ら
れ
た
。
偏
在
な
る
神
は
か

か
る
特
権
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
、
と
い
う
（
七
588
─
590
）。
そ
れ
ゆ
え
、「
エ
ホ
バ
よ
、
汝
の
御
業
は
大
い
な
る
か
な
！   

汝
の
御
力
は
無
限

な
る
か
な
！
…
か
の
巨
人
然
た
る
悪
天
使
た
ち
を
追
放
し
給
い
し
時
よ
り
も
、
さ
ら
に
大
い
な
る
栄
光
の
う
ち
に
今
こ
そ
汝
凱
旋
し
給
う

（G
reat are thy w

orks, Jehovah! infinite/ T
hy pow

er! . . . greater now
 in thy return/ T

han from
 the G

iant-angels: . . . V
II. 

602

─605

）」
と
天
使
た
ち
の
賛
美
を
う
け
る
と
き
も
、
凱
旋
し
た
「
汝
」
も
、
偏
在
な
る
神
、
父
エ
ホ
バ
で
あ
る
。（
現
行
版
の
解
釈
で
は
、

父
が
子
の
業
績
を
独
り
占
め
し
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
、
御
子
が
可
哀
相
に
思
わ
れ
る
が
、
三
位
一
体
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
、
と
や
や
強
引
に

納
得
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
、
初
版
の
パ
ン
ク
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
御
子
に
重
点
を
移
す
解
釈
を
提
供
し
て
い
る
。
後
に
触
れ
る
。）

イ
ー
ヴ

の
誕
生

第
八
巻
に
は
、
イ
ー
ヴ
の
誕
生
に
つ
い
て
、
神
と
ア
ダ
ム
の
交
わ
す
面
白
い
問
答
が
あ
る
。
ア
ダ
ム
は
名
前
を
つ
け
て
も
ら
う

た
め
一ひ
と

番つ
が
いず

つ
彼
に
近
づ
く
生
き
も
の
を
見
て
、
伴
侶
の
い
な
い
孤
独
を
神
に
訴
え
る
─
─
孤
独
に
は
な
ん
の
幸
福
も
楽
し
み

も
満
足
も
な
い
、
と
。
す
る
と
神
は
、「
永
遠
の
昔
か
ら
わ
た
し
は
た
だ
独ひ

と
りで
あ
る
。
わ
た
し
に
次
ぐ
者
も
、
似
て
い
る
者
も
、

ま
し
て
同
等
の
者
な
ど
い
な
い
。
親
し
く
交
わ
る
も
の
と
し
て
は
自
分
で
造
っ
た
生い

き

物も
の

や
、
低
い
地
位
の
天
使
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
何
の
楽
し
み
も
な
い
、
と
い
う
の
か
」
と
問
い
返
す
（
八
405
─
410
）。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ダ
ム
は
応
え
る
。
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　「
万
物
の
主
よ
！   

あ
な
た
は
も
と
も
と
御
自
分
だ
け
で
完
全
な
方
で
あ
り
、
な
ん
ら
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
方
で
す
…   

あ
な
た
は

す
で
に
無
限
で
あ
り
、
ま
た
唯
一
者
と
は
い
え
、
あ
ら
ゆ
る
数
を
み
た
し
う
る
絶
対
者
で
す
、
そ
れ
ゆ
え
子
孫
を
殖
や
す
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　Suprem

e of things!

　T
hou in thyself art perfect, and in thee 

　Is no deficience found; . . . N
o need that thou 

　Should ’st propagate, already infinite, 

　A
nd through all num

bers absolute, though O
ne; . . .

V
III.

414

─421.

　
あ
な
た
は
他
の
者
か
ら
離
れ
て
唯
一
人
で
お
ら
れ
て
も
、
い
わ
ば
御
自
身
と
仲
睦
ま
じ
く
し
て
お
ら
れ
、
そ
れ
以
上
の
親
し
い
交
わ
り

を
必
要
と
さ
れ
ま
せ
ん
。

　T
hou, in thy secrecy although alone, 

　B
est w

ith thyself accom
panied, seek

’st not

　Social com
m

unication; . . .

V
III.

427

─429
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こ
の
ア
ダ
ム
の
科
白
は
、
諸
家
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
』
の
次
の
一
節
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
、

「
自
足
せ
る
人
は
有
用
な
友
だ
ち
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
〔
彼
を
〕
喜
ば
す
人
た
ち
も
必
要
で
は
な
く
、
他
人
と
共
に
生
活

す
る
こ
と
も
必
要
と
し
な
い
─
─
彼
は
〔
自
分
が
〕
自
分
自
身
と
交
わ
る
だ
け
で
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
神
に
お
い
て
最
も

明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
と
い
う
に
、
神
は
何
も
の
を
も
さ
ら
に
必
要
と
し
な
い
ゆ
え
に
友
を
も
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
…
友
を
も

つ
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
」（

1244
ｂ
、
岩
波
版
茂
手
木
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
318
頁
）。

　「
し
か
し
な
が
ら
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
続
け
る
、「
友
は
有
用
の
た
め
に
も
利
益
の
た
め
に
も
あ
る
の
で
は
な
く
、
徳
ゆ
え
の
友
の

み
が
〔
真
の
友
〕
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
何
も
の
を
も
必
要
と
し
な
い
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
、
わ
れ
わ
れ
と
楽
し
み
を
共
に
す
る

人
々
を
求
め
る
。
…
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
良
く
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
人
々
よ
り
も
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
に
良
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
人
々
を
求
め

る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
を
よ
り
よ
く
判
別
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
を
必
要
と
す
る
と
き
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
が
自
足
し

て
い
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
と
き
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
共
に
生
活
す
る
に
値
す
る
友
を
最
も
多
く
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
」。

　
前
半
の
要
点
は
、
自
足
せ
る
人
は
友
を
要
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
後
半
で
は
自
足
せ
る
人
こ
そ
友
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
正

反
対
の
結
論
に
な
る
。

　
ミ
ル
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
か
ら
私
が
先
ず
連
想
し
た
の
は
、
ダ
ン
テ
『
神
曲
』「
天
国
篇
」
最
後
の
「
第
三

十
三
歌
」
124
─
126
行
で
あ
る
。

　
　
お
お
、
永
遠
の
光
よ
、
お
の
れ
の
中
に
の
み
ま
し
ま
し
、
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お
の
れ
の
み
お
の
れ
を
知
り
、
そ
し
て
お
の
れ
に
知
ら
れ

　
　
　
お
の
れ
を
知
り
な
が
ら
愛
し
、
ま
た
ほ
ほ
え
み
給
う
者
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
野
上
素
一
訳
）

　
読
者
の
心
を
う
つ
の
は
、
そ
の
自
足
、
そ
の
唯
一
性
、
そ
の
静
謐
で
あ
る
。R

obert H
ollander

の
注
に
よ
る
と
、
こ
の
三
行
は
、

三
位
一
体
を
う
た
っ
た
も
の
だ
と
い
う
が
、
私
に
は
、
む
し
ろ
神
の
唯
一
性
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
引

用
の
、
む
し
ろ
前
半
に
こ
そ
、
よ
り
よ
く
該
当
す
る
。

　
一
方
、
内
村
鑑
三
『
基
督
教
問
答
』
の
三
位
一
体
論
の
な
か
に
興
味
ぶ
か
い
一
節
が
あ
る
。
内
村
は
い
う
、
神
は
完
全
で
あ
る
か
ら
三

位
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
完
全
な
る
者
は
独
り
彼
自
身
に
て
完
全
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
宇
宙
万
物
が
い
ま
だ

造
ら
れ
ざ
る
以
前
か
ら
完
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
神
は
永
遠
よ
り
愛
で
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
、
愛
す
べ
き
受
造
物
が
な
か
っ
た
と
き

に
、
単
独
の
神
は
何
を
愛
し
た
か
、「
貴
下
は
其
時
彼
は
彼
自
身
を
愛
し
給
ふ
た
と
云
は
れ
ま
せ
う
が
、
然
し
自
身
を
愛
す
る
こ
と
は
愛

で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
少
な
く
と
も
愛
の
最
も
劣
等
な
る
者
で
あ
り
ま
す
、
愛
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
交
換
的
で
あ
り
ま
す
、
愛
す
る
者
が
あ

り
、
愛
せ
ら
れ
る
者
が
あ
つ
て
始
め
て
完
全
な
る
愛
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
。

　
で
は
神
は
誰
を
友
と
し
給
う
た
か
の
問
い
に
、「
彼
の
中
に
三
位
が
あ
つ
て
、
彼
は
彼
自
身
の
中
に
聖
な
る
社
会
を
備
え
給
ふ
た
と
云

ふ
の
で
あ
り
ま
す
、「
三
位
の
社
会
」the Society of the T

rinity
と
は
米
国
第
一
の
神
学
者
ジ
ョ
ナ
サ
ン
、
エ
ド
ワ
ー
ド
の
始
め
て

用
ひ
し
熟
語
で
あ
り
ま
し
て
…
其
中
に
深
い
真
理
を
含
む
辞こ

と
ば句
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
（『
内
村
鑑
三
全
集
12
』
59
─
60
頁
）。

完
全
な
る
が
ゆ
え
に
、
愛
す
る
者
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
先
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
引
用
の
後
半
部
分
と
響

き
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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と
も
あ
れ
、
神
は
ア
ダ
ム
の
な
か
に
神
の
似
姿
に
ふ
さ
わ
し
い
自
由
の
霊
の
働
き
を
認
め
て
、
ア
ダ
ム
に
「
ふ
さ
わ
し
い
助
け
手
（fit 

help, V
III. 450

）」
を
連
れ
て
く
る
。
あ
の
問
答
は
神
が
ア
ダ
ム
の
結
婚
資
格
を
確
認
す
る
口
述
試
験
で
あ
っ
た
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
・

ダ
ー
ウ
ィ
ン

第
七
・
八
巻
の
魅
力
は
、
そ
こ
が
ウ
ラ
ニ
ア
の
領
分
、
知
識
・
科
学
の
分
野
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
天
地
の
創
造
か

ら
人
間
の
誕
生
に
至
る
ま
で
に
要
し
た
時
間
が
、
い
か
に
長
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ミ
ル
ト
ン
は
創
世
記
の
記
事
に
し

た
が
っ
て
七
日
間
の
出
来
事
と
し
て
描
い
た
。
読
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
テ
レ
ビ
の
画
面
で
、
超
長
時
間

の
映
像
を
早
送
り
で
見
て
い
る
よ
う
な
感
じ
だ
。

　
こ
う
い
う
二
巻
が
あ
れ
ば
こ
そ
、『
失
楽
園
』
が
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
愛
読
書
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ビ
ー
グ
ル
号

の
航
海
に
際
し
、『
失
楽
園
』
を
携
え
て
い
っ
た
。
自
伝
に
は
、「
一
日
中
、
科
学
に
従
事
し
て
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
…

ミ
ル
ト
ン
の

『
失
楽
園
』
は
私
の
大
好
き
な
本
で
、
ビ
ー
グ
ル
号
の
航
海
中
で
の
と
き
ど
き
の
旅
行
で
、
小
さ
な
本
を
一
冊
し
か
持
っ
て
い
か
れ
な
い

よ
う
な
と
き
に
は
、
私
は
い
つ
も
ミ
ル
ト
ン
を
選
ん
だ
」
と
あ
る
（
八
杉
龍
一
・
江
上
生
子
訳
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
伝
』
筑
摩
叢
書
71
頁
）。
ダ
ー

ウ
ィ
ン
は
国
内
調
査
旅
行
の
と
き
に
も
、
い
つ
も
『
失
楽
園
』
は
離
さ
ず
に
持
ち
歩
い
た
も
の
で
あ
っ
た
（
今
西
錦
司
『
世
界
の
名
著
ダ
ー

ウ
ィ
ン
』
解
説
11
頁
）。

　
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
『
失
楽
園
』
を
愛
読
し
た
理
由
の
一
つ
に
、
彼
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
神
学
部
の
学
生
で
あ
り
、
ミ
ル
ト
ン
と
同
じ
ク

ラ
イ
ト
学
寮
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
お
け
る
学
寮
生
活
の
親
密
さ
を
考
え
る
と
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が

ミ
ル
ト
ン
に
特
別
な
愛
情
を
懐
い
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
ま
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
神
学
部
の
学
生
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
今

西
錦
司
氏
は
注
目
し
て
い
る
、「
博
物
学
者
と
し
て
ビ
ー
グ
ル
号
に
乗
り
こ
ん
で
は
み
た
も
の
の
、
大
学
で
神
学
を
や
っ
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン

に
と
っ
て
は
、
博
物
学
の
ど
れ
が
専
門
で
あ
る
と
い
う
ほ
ど
の
素
養
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
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ら
彼
は
、
動
植
物
か
ら
地
質
鉱
物
ま
で
、
万
遍
な
く
注
意
し
、
採
集
し
、
整
理
し
、
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
」（『
世

界
の
名
著
ダ
ー
ウ
ィ
ン
』
14
頁
）。

　
叙
事
詩
『
失
楽
園
』
の
百
科
全
集
的
性
格
が
、
い
っ
そ
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
感
性
を
刺
激
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
浩
瀚
な
『
種
の
起

源
』
の
最
終
節
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
多
数
の
植
物
に
よ
っ
て
お
お
わ
れ
、
茂
み
に
鳥
は
歌
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
昆
虫
が
ひ
ら
ひ
ら
舞
い
、
湿
っ
た
土
中

を
蠕
虫
は
は
い
ま
わ
る
、
そ
の
よ
う
な
雑
踏
し
た
堤
を
熟
視
し
、
相
互
に
か
く
も
異
な
り
、
相
互
に
か
く
も
複
雑
に
も
た
れ
あ
っ
た
、

こ
れ
ら
の
精
妙
に
つ
く
ら
れ
た
生
物
た
ち
が
、
す
べ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
で
作
用
し
つ
つ
あ
る
法
則
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
熟
考
す
る
の
は
、
興
味
ぶ
か
い
。

　It is interesting to contem
plate an entangled bank, clothed w

ith m
any plants of m

any kinds, w
ith birds 

singing on the bushes, w
ith various insects flitting about, and w

ith w
orm

s craw
ling through the dam

p 

earth, and to reflect that these elaborately constructed form
s, so different from

 each other, and dependent 

on each other in so com
plex a m

anner, have all been produced by law
s acting around us.

　
文
末
の
「
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
で
作
用
し
つ
つ
あ
る
法
則
」
と
は
、「
自
然
選
択
」
に
よ
る
進
化
の
法
則
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
然
の
た
た
か
い
か
ら
、
す
な
わ
ち
飢
餓
と
死
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
う
る
最
高
の
こ
と
が
ら
、
つ
ま
り
高
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等
動
物
の
産
出
と
い
う
こ
と
が
、
直
接
結
果
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
命
は
そ
の
あ
ま
た
の
力
と
と
も
に
、
最
初
わ
ず
か
の
も
の
あ
る
い

は
た
だ
一
個
の
も
の
に
、
吹
き
こ
ま
れ
た
と
す
る
こ
の
見
か
た
、
そ
し
て
、
こ
の
惑
星
が
確
固
た
る
重
力
法
則
に
従
っ
て
回
転
す
る
あ

い
だ
に
、
か
く
も
単
純
な
発
端
か
ら
き
わ
め
て
美
し
く
き
わ
め
て
驚
嘆
す
べ
き
無
限
の
形
態
が
生
じ
、
い
ま
も
生
じ
つ
つ
あ
る
と
い
う

こ
の
見
か
た
の
な
か
に
は
、
壮
大
な
も
の
が
あ
る
。

（
八
木
龍
一
訳
『
種
の
起
原
』（
下
）、
岩
波
文
庫
、
221
─
222
頁
）

　T
hus, from

 the w
ar of nature, from

 fam
ine and death, the m

ost exalted object w
hich w

e are capable of 

conceiving, nam
ely, the production of the higher anim

als, directly follow
s. T

here is grandeur in this view
 of 

life, w
ith its several pow

ers, having been originally breathed by the Creator into a few
 form

s or into one; 

and that, w
hilst this planet has gone cycling on according to the fixed law

 of gravity, from
 so sim

ple a 

beginning endless form
s m

ost beautiful and m
ost w

onderful have been, and are being, evolved.

　
こ
の
息
の
長
い
文
章
は
、
十
九
世
紀
の
特
徴
で
は
あ
る
が
、
文
壇
に
関
わ
り
の
な
い
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
場
合
に
は
『
失
楽
園
』
愛
読
の
結

果
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
自
然
の
描
写
も
『
失
楽
園
』
第
七
巻
、
創
造
第
三
日
目
に
展
開
さ
れ
る
「
自
然
」
の
反エ

コ
ー響

を
感
じ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
特
に
最
後
の
引
用
に
は
明
ら
か
に
第
五
巻
470
行
以
下
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
言
葉
が
あ
る
。「
す
べ
て
は
一
つ
の
原
質
料
か
ら

出
来
て
お
り
、
様
々
な
形か

た
ち相
、
様
々
な
段
階
の
内
質
、
そ
し
て
生
け
る
も
の
の
場
合
に
は
様
々
な
段
階
の
生
命
、
を
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ

て
い
る
。
…
樹
木
の
場
合
に
は
、
根
か
ら
軽
や
か
に
緑
の
茎
が
生
じ
、
茎
か
ら
は
さ
ら
に
軽
快
な
葉
が
生
じ
、
そ
し
て
最
後
に
は
完
璧
な

花
が
そ
の
絢
爛
た
る
姿
を
現
わ
し
、
馥
郁
た
る
香
気
を
発
す
る
に
至
る
」。
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　A
ll things proceed, . . . 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　one first m

atter all, 

　Endued w
ith various form

s, various degrees 

　O
f substance, and, in things that live, of life;

　
　
　.

　.

　.
　.
　.

　So from
 the root

　Springs lighter the green stalk, from
 thence the leaves

　M
ore aery, last the bright consum

m
ate flow

er 

　Spirits odorous breathes: . . .

　
　
　
　
　
　
　V

.
470

─482.

　
今
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
ミ
ル
ト
ン
は
、
二
人
が
卒
業
し
た
ク
ラ
イ
ス
ト
学
寮
の
学ホ

ー

ル

生
食
堂
に
な
ら
べ
て
肖
像
画
が
か
か
げ
ら
れ
、
後
輩
た

ち
の
生
活
を
見
守
っ
て
い
る
（
八
木
龍
一
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
涯
』
48
頁
）。

テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・

シ
ャ
ル
ダ
ン

だ
が
十
九
世
紀
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
、
時
の
「
初
め
か
ら
見
る
」
進
化
論
で
あ
っ
た
。
種
の
起
源
か
ら
現
在

に
至
る
発
展
を
問
う
だ
け
で
、
時
の
終
り
を
見
通
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
、
時
の
終
り

に
収
斂
し
て
ゆ
く
進
化
論
、
換
言
す
れ
ば
「
終
り
か
ら
見
る
」
進
化
論
が
登
場
し
た
。
そ
れ
が
テ
イ
ヤ
ー
ル
・

ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
で
あ
る
。
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わ
た
し
は
、
宇
宙
は
進
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
る
。

　
わ
た
し
は
、
進
化
は
精
神
に
向
か
っ
て
ゆ
く
と
信
じ
る
。

　
わ
た
し
は
、
精
神
は
、
人
間
の
な
か
で
、
人
格
的
な
も
の
に
お
い
て
完
成
す
る
と
信
じ
る
。

　
わ
た
し
は
、
最
高
に
人
格
的
な
も
の
は
普
遍
的
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
信
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『
物
質
の
核
心
』

山
崎
庸
一
郎
『
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
』
119
頁

　
彼
の
絶
筆
は
、
一
九
五
五
年
四
月
七
日
の
聖
木
曜
日
、
つ
ま
り
彼
の
死
の
三
日
前
、
日
記
の
最
終
頁
に
し
た
た
め
ら
れ
た
次
の
よ
う
な

断
想
で
あ
っ
た
。

　
　
　
聖
木
曜
日
、
私
の
信
じ
る
こ
と
。

　
㈠
　
聖
パ
ウ
ロ
　
三
つ
の
節
、
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
で
あ
る
神
。

　
㈡
　
宇
宙
＝
宇
宙
生
成
→
生
命
生
成
→
精
神
生
成
→
キ
リ
ス
ト
生
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
方
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
宙
は
中
心
を
も
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

、
進
化
的
に

　
前
方
へ

　
㈢
　
私
の
ク
レ
ド
の
二
項
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
は
宇
宙
の
中
心
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

　
精
神
生
成
＝
キ
リ
ス
ト
生
成
（

≡

パ
ウ
ロ
）

｛

｛

｛
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テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
絶
筆
に
あ
る
「
三
つ
の
節
」
と
は
、
コ
リ
ン
ト
前
書
十
五
章
二
六
、
二
七
、
二
八
節
を
さ
す
。
キ

リ
ス
ト
は
、「
最
後
の
敵
」
で
あ
る
死
を
も
つ
い
に
滅
ぼ
し
、
万
物
を
お
の
が
足
も
と
に
従
わ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
み
ず
か
ら
も

神
に
従
う
。
こ
う
し
て
神
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
「
時
の
終
り
」
の
光
景
で
あ
る
。

　
　
ミ
ル
ト
ン
は
、
こ
の
二
つ
の
進
化
論
を
踏
ま
え
て
い
る
。

　
　
　one A

lm
ighty is, from

 w
hom

 

　A
ll things proceed, and up to him

 return,

　If not depraved from
 good, created all 

　Such to perfection, . . .

　
　
　
　V

.
469

─472.

　（
唯
一
の
全
能
な
る
神
が
在い
ま

し
た
ま
い
、

　
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
神
か
ら
生
じ
、
そ
し
て
神
に
戻
っ
て
ゆ
く
、

　
善
よ
り
逸
脱
し
な
い
限
り
は
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
も
と
も
と

　
完
全
に
善
き
も
の
と
し
て
造
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
）

ア
ル
フ
ァ
と
オ
メ
ガ
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こ
れ
が
、
ロ
マ
書
十
一
章
36
節
「
す
べ
て
の
も
の
は
、
神
か
ら
出
て
、
神
に
よ
っ
て
保
た
れ
、
神
に
向
か
っ
て
い
る
。
栄
光
永と
こ
し
え遠
に
神

に
あ
れ
、
ア
ー
メ
ン
」
に
拠
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
、
す
で
に
善
よ
り
堕
落
し
て
逸
脱
し
た
状
態
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
初
め
万
物
が
神
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
と
き
、
自
然
界
に
は
決
し
て
、
飢
餓
も
死
も
、
な
ん
の
戦
い
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
堕
落
以
前
の
自
然
を
、『
失
楽
園
』

は
こ
の
よ
う
に
語
る
。
い
ま
だ
罪
を
知
ら
ぬ
幸
福
な
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
の
周
囲
で
は
、
後
に
野
生
化
し
猛
獣
と
な
る
動
物
た
ち
が
飛
ん
だ

り
、
跳
ね
た
り
、
嬉
々
と
し
て
戯
れ
て
い
た
。「
獅
子
は
楽
し
げ
に
立
ち
あ
が
り
、
そ
の
前
足
で
仔
山
羊
を
あ
や
し
て
い
た
。
熊
、
虎
、

山
猫
、
豹
の
群
れ
も
、
二
人
の
前
で
ふ
ざ
け
な
が
ら
跳
ね
て
お
り
、
大
き
な
図
体
を
も
て
あ
ま
し
た
象
も
、
必
死
に
彼
ら
の
ご
機
嫌
を
伺

お
う
と
し
て
、
し
な
や
か
で
長
い
鼻
を
輪
に
巻
い
て
い
た
」（
四
343
─
347
）。

　
こ
れ
が
、
人
間
が
原
罪
を
犯
し
た
あ
と
で
は
一
変
し
、「
獣
は
獣
と
、
鳥
は
鳥
と
、
魚
は
魚
と
、
凄
惨
な
争
い
を
始
め
る
に
い
た
っ
た
。

す
べ
て
の
も
の
が
、
草
木
を
食
べ
る
の
を
や
め
て
、
互
に
相あ

い

食は

む
に
い
た
っ
た
。
人
間
を
今
ま
で
の
よ
う
に
畏
れ
敬
う
こ
と
は
な
く
な
り
、

す
ぐ
に
逃
げ
出
す
か
、
す
れ
違
う
と
き
は
物
凄
い
形ぎ

よ
う
そ
う

相
で
睨
み
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
一
○
710
─
714
）。
こ
れ
が
、
テ
レ
ビ
の
「
ダ
ー

ウ
ィ
ン
が
来
た
」
で
見
る
自
然
界
の
実
情
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
そ
の
牙
と
爪
を
赤
く
血
に
染
め
た
自
然
」（In M

em
oriam

, 

LV
I. l15

）
が
、
神
の
造
っ
た
自
然
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　「
地
を
従
わ
せ
、
海
の
魚
と
空
の
鳥
と
地
に
動
く
す
べ
て
の
生
き
物
と
を
隈
な
く
治
め
よ
（Subdue it [i. e. the earth], and through-

out dom
inion hold/ O

ver fish of the sea, and fow
l of the air,/ A

nd every living thing that m
oves on the earth. V

II. 532

─

534

）」
と
命
じ
ら
れ
た
人
間
が
堕
落
し
た
と
き
、
そ
の
支
配
（dom

inion
）
下
に
あ
る
一
切
の
被
造
物
も
ま
た
「
滅
び
の
な
わ
め
」
に
縛

ら
れ
、「
今
に
至
る
ま
で
、
共
に
う
め
き
共
に
産
み
の
苦
し
み
を
続
け
」「
切
な
る
思
い
で
神
の
子
た
ち
の
出
現
を
待
ち
望
ん
で
い
る
」

（
ロ
マ
八
19
─
22
）
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
や
が
て
時
満
ち
て
待
望
の
実
現
さ
れ
た
と
き
、
再
び
「
お
お
か
み
は
子
羊
と
共
に
や
ど
り
、
ひ
ょ
う
は
子
や
ぎ
と
共
に
伏
し
、

…
乳
の
み
子
は
毒
蛇
の
ほ
ら
に
戯
れ
、
乳
離
れ
の
子
は
手
を
ま
む
し
の
穴
に
入
れ
る
」（
イ
ザ
ヤ
十
一
6
─
8
）。
自
然
に
お
い
て
の
み
な
ら

ず
、
人
間
も
ま
た
「
剣
を
打
ち
か
え
て
鋤
と
し
、
そ
の
槍
を
打
ち
か
え
て
鎌
と
し
、
国
は
国
に
む
か
っ
て
剣
を
あ
げ
ず
、
も
は
や
戦
い
の

こ
と
は
学
ば
な
い
」（
イ
ザ
ヤ
二
4
）
で
あ
ろ
う
。

宇
宙
の

完
成

『
失
楽
園
』
第
三
巻
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
終
り
の
時
、
勝
利
の
時
を
、
次
の
よ
う
に
明
確
に
預
言
す
る
。
永
遠
の
命
を
も
つ

キ
リ
ス
ト
が
、
た
と
え
一
旦
は
暫
ら
く
「
死
」
に
屈
し
、
人
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
（
人
性
）
は
死
の
所
有
と
な
る
も
、
罪
の
負

債
を
払
っ
た
暁
に
は
、
死
の
餌
食
と
し
て
忌
ま
わ
し
い
墓
場
に
放
置
す
る
こ
と
も
、
穢
れ
を
知
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
の
魂
を
そ
こ
で

永
久
に
腐
敗
に
委
ね
る
こ
と
も
、
父
の
御
心
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
必
ず
や
キ
リ
ス
ト
は
勝
利
者
と
し
て
復
活
し
、
彼
を
征
服
し
た
者

を
征
服
し
、
そ
の
戦
利
品
を
奪
い
か
え
す
。
そ
の
と
き
「
死
」
は
死
に
至
る
重ふ

か
で傷

を
う
け
、
死
の
刺は
り

は
捥
ぎ
と
ら
れ
、
無
残
な
姿
を
さ
ら

し
て
屈
服
す
る
で
あ
ろ
う
。
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
は
意
気
高
ら
か
に
天
に
凱
旋
し
、
地
獄
を
虜と

り
こと

し
て
率
い
、
縛
り
あ
げ
た
暗
黒
の
天
使

た
ち
を
父
な
る
神
に
見
せ
る
。
…
神
の
力
に
よ
っ
て
死
か
ら
蘇
っ
た
キ
リ
ス
ト
は
、
す
べ
て
の
敵
を
滅
ぼ
し
、
最
後
に
は
「
死
」
を
も
滅

ぼ
し
、
死
の
亡な

き
が
ら骸

で
墓
場
の
飢
え
を
み
た
す
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
が
贖
っ
た
多
く
の
者
と
と
も
に
再
び
天
に
入
り
、
父
に
ま
み
え
る
と

き
、
父
の
御
顔
に
怒
り
の
黒
雲
は
も
は
や
な
く
、
平
和
と
和
解
の
表
情
だ
け
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
今
よ
り
後
、
怒
り
は
も
は
や
な
く
、
御

前
に
は
全
き
歓
び
だ
け
が
あ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。

　T
hough now

 to D
eath I yield, and am

 his due, 

　A
ll that of m

e can die, yet, that debt paid, 
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　T
hou [i. e. Father] w

ilt not leave m
e in the loathsom

e grave,
　H

is prey, nor suffer m
y unspotted soul 

　For ever w
ith corruption there to dw

ell; 

　B
ut I shall rise victorious, and subdue 

　M
y vanquisher, spoiled of his vaunted spoil. 

　D
eath his death

’s w
ound shall then receive, and stoop 

　Inglorious, of his m
ortal sting disarm

ed; 

　I through the am
ple air in trium

ph high 

　Shall lead H
ell captive m

augre H
ell, and show

 

　T
he pow

ers of D
arkness bound. . . . . .

　W
hile, by thee raised, I ruin all m

y foes, 

　D
eath last, and w

ith his carcase glut the grave; 

　T
hen, w

ith the m
ultitude of m

y redeem
ed, 

　Shall enter H
eaven, long absent, and return, 

　Father, to see thy face, w
herein no cloud 

　O
f anger shall rem

ain, but peace assured 

　A
nd reconcilem

ent: w
rath shall be no m

ore 

　T
henceforth, but in thy presence joy entire.
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III.
245

─265.
　
こ
の
よ
う
に
御
子
キ
リ
ス
ト
が
使
命
を
終
え
、
罪
と
そ
の
結
果
で
あ
る
死
も
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
旧
い
「
世
界
は
燃
え
、
そ
の
灰
燼
の
な

か
か
ら
新
し
い
天
と
新
し
い
地
が
生
ま
れ
出
る
で
あ
ろ
う
、
そ
こ
に
は
義た

だ

し
き
者
が
住
み
、
長
い
患く
る
し
み難
を
経
た
の
ち
、
喜
び
と
愛
と
美
し

き
真
理
と
に
心
躍
ら
せ
な
が
ら
黄
金
の
行わ

為ざ

の
溢
れ
出
る
黄
金
の
日
々
を
迎
え
る
に
い
た
る
。
そ
の
暁
に
は
汝
（
キ
リ
ス
ト
）
は
王
者
の

笏
を
傍
ら
に
置
く
。
も
は
や
王
者
の
笏
の
必
要
は
な
い
か
ら
だ
。
か
く
し
て
神
は
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
と
な
る
で
あ
ろ
う
」。

　T
he W

orld shall burn, and from
 her ashes spring 

　N
ew

 H
eaven and Earth, w

herein the just shall dw
ell, 

　A
nd after all their tribulations long 

　See golden days, fruitful of golden deeds, 

　W
ith Joy and Love trium

phing, and fair T
ruth. 

　T
hen thou thy regal sceptre shalt lay by, 

　For regal sceptre then no m
ore shall need; 

　G
od shall be all in all. 

III.
334

─341.

　
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
絶
筆
に
お
い
て
印
象
的
な
「
最
後
の
敵
」
の
死
と
い
う
言
葉
も
、「
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
と

な
る
」
神
と
い
う
言
葉
も
、
聖
書
の
記
述
を
豊
か
に
肉
づ
け
し
た
形
で
、『
失
楽
園
』
第
三
巻
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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　「
神
が
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
と
な
る
」
と
い
う
表
現
が
、
も
う
一
箇
所
、
こ
ち
ら
は
『
失
楽
園
』
全
体
の
構
造
に
関
わ
り
を
も
つ

と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
、
エ
ペ
ソ
書
第
一
章
に
あ
る
。

　
そ
こ
に
は
、
こ
う
あ
る
。
神
は
人
間
を
愛
し
、
天
地
創
造
以
前
か
ら
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
神
の
子
に
し
よ
う
と
選
び
、
人

間
の
犯
し
た
罪
は
キ
リ
ス
ト
の
血
を
も
て
贖
い
、
赦
す
。
一
方
、
神
は
キ
リ
ス
ト
を
死
者
の
な
か
か
ら
復
活
さ
せ
、
天
に
お
い
て
神
の
右

の
座
に
着
か
せ
、
現
世
ば
か
り
か
来
世
の
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
上
に
置
く
。
や
が
て
時
満
ち
て
、
神
の
計
画
が
完
成
さ
れ
る
と
き
に
は
、

天
に
あ
る
も
の
も
地
に
あ
る
も
の
も
、
頭
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
も
と
に
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
足
も
と
に
従
う
。
か
か
る
キ
リ
ス
ト

が
教
会
に
与
え
ら
れ
、
教
会
こ
そ
キ
リ
ス
ト
の
体
で
あ
る
。
そ
こ
に
満
ち
溢
れ
る
も
の
は
、「
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
と
な
る
」
神
で

あ
る
（
エ
ペ
ソ
一
3
─
23
）。
こ
れ
こ
そ
『
失
楽
園
』
全
十
二
巻
の
梗
概
（argum

ent

）
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
時
の
終
り
の
光
景
は
、
第
十
二
巻
に
厳
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
こ
の
世
は
自
ら
の
重
荷
に
呻
き
つ
つ
時
を
経
て
ゆ
く
」（
十
二
537
─
539
）

に
せ
よ
、
や
が
て
義
人
に
は
救
い
の
時
、
悪
人
に
は
復
讐
の
時
が
訪
れ
る
。
か
つ
て
「
女
の
末す

裔え

」
と
預
言
さ
れ
て
い
た
人
物
が
、
今
こ

そ
「
汝
の
救
い
主
、
汝
の
主
」
と
し
て
普
く
知
ら
れ
、
最
後
に
は
、
雲
に
乗
っ
て
父
な
る
神
の
栄
光
の
う
ち
に
天
よ
り
現
わ
れ
、
セ
イ
タ

ン
と
そ
の
邪
悪
な
世
界
を
滅
ぼ
し
、
そ
の
燃
え
さ
か
る
焰
の
な
か
か
ら
、
浄
め
ら
れ
精
煉
さ
れ
た
新
し
い
天
と
新
し
い
地
を
お
こ
し
、
正

義
と
平
和
と
愛
に
も
と
づ
く
永
遠
無
窮
の
時
代
が
来
て
、
歓
喜
と
永
遠
の
祝
福
と
い
う
実
り
を
も
た
ら
す
。

　T
he W

om
an

’s Seed

─obscurely then foretold, 

　N
ow

 am
plier know

n thy Saviour and thy Lord; 
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　Last in the clouds from
 H

eaven to be revealed 
　In glory of the Father, to dissolve 

　Satan w
ith his perverted w

orld; then raise 

　From
 the conflagrant m

ass, purged and refined,

　N
ew

 H
eavens, new

 Earth, ages of endless date, 

　Founded in righteousness and peace and love, 

　T
o bring forth fruits, joy and eternal bliss.

X
II.

543

─551.

　
初
め
「
死
」
と
「
苦
悩
」
を
も
た
ら
す
果
実
へ
の
言
及
で
始
ま
っ
た
『
失
楽
園
』
の
物
語
は
長
い
道
程
を
経
て
、
こ
こ
で
「
歓
喜
」
と

「
永
遠
の
祝
福
」
の
果
実
を
も
た
ら
す
キ
リ
ス
ト
へ
の
賛
美
で
終
ろ
う
と
し
て
い
る
。

悪
の

解
体

だ
が
、
こ
の
世
界
を
焼
き
つ
く
し
燃
え
さ
か
る
焰
も
、
な
に
一
つ
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。『
失
楽
園
』
全
巻
の
な

か
で
「
消
滅
さ
せ
る
（annahilate

）」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
の
は
唯
一
回
、
第
六
巻
347
行
、
天
上
の
戦
い
に
お
い
て
反
逆
天

使
た
ち
が
ど
ん
な
深ふ

か
で傷

を
負
っ
て
も
直
ぐ
に
癒
え
る
こ
と
を
語
る
箇
所
で
、
天
使
と
い
う
も
の
は
「
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
（Spirits. . ./ Cannot by annihilating die,

）」
と
い
う
。
そ
の
他
の
場
合
、‘dissolve ’

と

か‘dissolution
’

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
第
一
巻
第
七
章
「
創
造
論
」
の
な
か
で
は
、
被
造
物
が

「
消
滅
」
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
聖
書
の
な
か
に‘annihilatio ’

な
る
語
が
な
い
と
同
時
に
、
論
理
的
に
不
可
能
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で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
版
�
26
─
29
、
エ
ー
ル
版
Ⅵ
310
─
311
、
拙
著
『
ミ
ル
ト
ン
と
近
代
』
421
）。

　
　
　
　one A

lm
ighty is, from

 w
hom

 

　A
ll things proceed, and up to him

 return.

　V
.

469

─470.

　「
唯
一
の
神
、
父
で
あ
る
神
が
お
ら
れ
、
万
物
は
こ
の
神
か
ら
出
、
…
こ
の
神
へ
帰
っ
て
行
く
」（
1
コ
リ
ン
ト
八
6
）。

「
神
で
あ
る
主
、
今
お
ら
れ
、
か
つ
て
お
ら
れ
、
や
が
て
来
ら
れ
る
方
、
全
能
者
が
こ
う
言
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、

オ
メ
ガ
で
あ
る
。
最
初
の
者
に
し
て
、
最
後
の
者
。
初
め
で
あ
り
、
終
わ
り
で
あ
る
」（
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
一
8
と
二
二
13
）。

「
す
べ
て
の
も
の
は
、
神
か
ら
出
て
、
神
に
よ
っ
て
保
た
れ
、
神
に
向
か
っ
て
い
る
」（
ロ
マ
十
一
36
）。

　『
失
楽
園
』
の
二
行
が
、
こ
れ
ら
の
聖
書
の
言
葉
に
由
来
す
る
こ
と
は
、『
教
義
論
』
の
な
か
の
言
及
か
ら
も
分
か
る
（
エ
ー
ル
版
Ⅵ
307
）。

　『
教
義
論
』
は
続
け
て
こ
う
説
く
、「
神
が
万
物
の
、
最
初
の
、
唯
一
・
絶
対
の
原
因
で
あ
る
か
ら
に
は
、
神
は
、
周
知
の
四
種
の
原
因

（
動
力
因
、
質
料
因
、
形
相
因
、
目
的
因
）
を
も
神
自
身
の
な
か
に
包
含
し
、
掌
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
質
料
因
は
神

か
無
か
、
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
無
」
は
な
ん
の
原
因
に
も
な
り
え
な
い
」（
エ
ー
ル
版
Ⅵ
307
─
308
）。

　『
失
楽
園
』
の
先
の
二
行
に
続
く
「
一
つ
の
原
質
料
（one first m

atter, V
. 472

）」
な
る
も
の
は
、「
時
間
の
な
か
の
或
る
時
点
で
、

神
か
ら
生
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
エ
ー
ル
版
Ⅵ
307
）。
こ
う
し
て
「
質
料
は
決
し
て
巧
ち
る
こ
の
な
い
状
態
で
神
か
ら
生
じ
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た
。
し
た
が
っ
て
、
堕
落
の
後
で
さ
え
、
そ
の
本
質
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
今
も
、
決
し
て
巧
ち
な
い
も
の
で
あ
る
」（
エ
ー
ル
版
Ⅵ
309
）。

　
そ
れ
ゆ
え
、
セ
イ
タ
ン
と
彼
に
惑
わ
さ
れ
た
邪
悪
な
世
界
も
決
し
て
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
、
最
後
の
審
判
の
炎
々
と
燃
え
さ
か
る
焰

に
よ
っ
て
、
た
だ
解
体
さ
れ
、
悪
は
浄
化
さ
れ
、
精
煉
さ
れ
（
十
二
546
─
548
）、
な
ん
と
、
最
後
に
は
、
赦
さ
れ
て
、
元
の
姿
に
戻
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
（T

ill their lost shape, perm
itted, they resum

ed, X
. 574

）。

死
者
の

復
活

ギ
リ
シ
ア
の
霊
魂
不
滅
論
と
は
異
な
り
、
肉
体
の
死
と
同
時
に
霊
魂
も
死
ぬ
と
い
う
ミ
ル
ト
ン
の
霊
魂
死
滅
論
（m

ortalism

）

も
、
こ
の
論
理
の
延
長
上
に
あ
る
。
こ
れ
は
霊
魂
の
価
値
を
下
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
肉
体
の
価
値
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ブ
ル
語
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
よ
う
に
霊
魂
（
プ
シ
ケ
ー
）
と
肉
体
（
ソ
ー
マ
）
を
分
か
つ
言
葉
が
な
く
、「
ネ
ヘ
ー
シ
ュ
」

の
一
語
で
、
両
者
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
表
わ
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
肉
体
の
死
が
歴
然
た
る
事
実
で
あ
る
以
上
、
そ
の
と
き
霊
魂
も
死

ぬ
と
考
え
ら
れ
た
。
死
を
肉
体
の
牢
獄
か
ら
霊
魂
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
考
え
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
堂
々
た
る
死
と
、
血
の
よ
う
に
汗
を
滴

ら
せ
な
が
ら
、
こ
の
死
の
杯
を
わ
た
し
か
ら
取
り
の
け
て
く
だ
さ
い
、
た
だ
し
御
心
の
ま
ま
に
、
と
祈
っ
た
イ
エ
ス
を
比
べ
れ
ば
、
そ
の

違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
死
は
「
恐
怖
の
王
」
で
あ
り
、「
最
後
の
敵
」
で
あ
っ
た
。
望
み
は
ひ
た
す
ら
「
死
者
の
復
活
」
に
か
か
る
。

が
、
神
の
造
り
た
ま
え
る
も
の
一
つ
と
し
て
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

retire

考

父
な
る
神
は
天
地
の
創
造
を
御
子
に
命
じ
て
言
っ
た
、「
直
ち
に
戦
車
を
乗
り
入
れ
、
混
沌
に
命
じ
て
、
定
め
ら
れ
た
境
界

内
に
天
と
地
と
を
あ
ら
し
め
よ
、
混
沌
は
測
り
し
れ
ぬ
が
、
無
限
を
充
た
す
わ
た
し
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
空
間

は
空
虚
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
何
も
の
に
も
限
定
さ
れ
な
い
も
の
な
が
ら
、
自
ら
そ
こ
か
ら
退
き
、
為
す
も
為
さ
ぬ
も
自
由

な
わ
が
善
を
そ
こ
に
現
わ
さ
な
い
が
、
必
然
も
偶
然
も
わ
た
し
に
は
近
づ
け
ず
、
わ
が
意
志
と
し
て
示
す
も
の
が
運
命
と
な
る
」
と
。
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　ride forth, and bid the D

eep 
　W

ithin appointed bounds be H
eav ’n and Earth,

　B
oundless the D

eep, because I am
 w

ho fill 

　Infinitude, nor vacuous the space. 

　T
hough I uncircum

scrib ’d m
y self retire, 

　A
nd put not forth m

y goodness, w
hich is free 

　T
o act or not, N

ecessitie and Chance 

　A
pproach not m

ee, and w
hat I w

ill is Fate.

V
II.

166

─173.
（Colum

bia Ed.

）

　
神
は
「
無
か
ら
」
で
は
な
く
「
神
か
ら
」
創
造
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
な
ら
ぬ
物
を
存
在
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
場
所
を
空
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
神
は
自
ら
退
き
、
そ
の
効
力
を
留
保
す
る
（I. . . m

y self retire, / A
nd put not forth m

y good-

ness

）、
と
い
う
の
が
従
来
の
解
釈
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
翻
っ
て
、
い
ま
御
子
を
遠
征
に
送
り
出
す
緊
張
し
た
こ
の
時
点
、
し
か
も
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
行
数
で
、
神
が
己
の
そ
も
そ

も
の
「
本
質
」
を
論
じ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
い
か
に
神
と
は
い
え
不
適
切
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
子
に
送
る
餞

は
な
む
け、
な
い
し
勵
ま
し
の

言
葉
と
し
て
「
実
存
」
的
に
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。‘B

oundless the D
eep ’

は
分
詞
構
文
の
挿
入
句
で
、
御
子
が
戦
車
を

乗
り
入
れ
活
躍
す
る
混
沌
は
、
深
く
暗
く
茫
漠
と
広
が
っ
て
い
る
が
、
按
ず
る
に
は
及
ば
な
い
、
父
は
偏
在
の
神
で
あ
る
か
ら
だ
。
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創
造
に
先
だ
ち
、「
全
能
に
し
て
永
遠
の
父
な
る
神
」（
七
136
─
137
）
は
「
御
子
」（
七
138
）
に
向
か
っ
て
、
そ
の
玉
座
か
ら
、「
す
べ
て
を

覆
う
聖
霊
と
能ち

か
ら力
と
を
わ
た
し
は
汝
に
つ
け
て
送
る
（M

y overshadow
ing Spirit and m

ight w
ith thee/ I send along, V

II. 165

─

166

）」
と
い
い
、
や
が
て
六
日
間
に
わ
た
る
創
造
の
仕
事
を
終
え
、
天
に
凱
旋
し
た
第
七
日
目
、
御
子
は
天
上
の
玉
座
に
父
な
る
神
と
と

も
に
座
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
玉
座
（th

’Im
pereal T

hrone/ O
f G

odhead, V
II. 585

─586

）」
が
単
数
で
あ
る
。
そ
の
不
思
議
さ
を
解
き
あ

か
す
よ
う
に
、
父
な
る
神
も
ま
た
見
え
ざ
る
姿
の
ま
ま
御
子
と
と
も
、
こ
こ
よ
り
出
か
け
、
し
か
も
こ
こ
に
留
ま
っ
て
お
ら
れ
た
、「
偏

在
な
る
神
は
か
か
る
特
権
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
（such priviledge/ H

ath O
m

nipresence, V
II. 589

─590

）」
と
い
う
。
そ
し
て
天
使
た

ち
は
天
地
創
造
と
六
日
に
わ
た
る
御
業
を
称
え
て
歌
っ
た
、「
エ
ホ
バ
よ
、
汝
の
御
業
は
大
い
な
る
か
な
！   

汝
の
御
力
は
無
限
な
る
か

な
！
（G

reat are thy w
orks, Jehovah, infinite/ T

hy pow
er, V

II. 602

─603

）」
と
。

　‘O
m

nipresence ’

と‘Jehovah
’

こ
の
絶
妙
な
用
語
の
使
用
に
は
た
だ
感
嘆
の
舌
を
巻
く
ば
か
り
。‘Jehovah

’

は
欽
定
訳
出
エ
ジ
プ

ト
記
第
六
章
3
節
に
あ
ら
わ
れ
、
神
は
こ
れ
が
「
わ
た
し
の
名
」
で
あ
る
と
い
う
。
同
じ
く
第
三
章
14
─
15
節
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
「
わ

た
し
は
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
「
わ
た
し
は
あ
る
」
の
で
あ
る
。
今
、
創
造
の
第

一
日
、
御
業
は
御
子
に
託
さ
れ
た
。‘I. . . m

y self retire,/ A
nd put not forth m

y goodness ’

と
い
う
の
で
あ
る
。
今
こ
そ
御

子
の
出
番
で
あ
る
。‘Put forth thy goodness. ’

と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
途
は
冥
暗
漠
々
た
れ
ど
、
神
の
善
を
縛
る
も
の

（N
ecessity

）、
防
げ
る
も
の
（Chance

）
は
、
な
に
ひ
と
つ
起
こ
ら
な
い
。
神
意
は
御
言
の
ま
ま
に
必
ず
実
現
す
る
（fate ＜

L. fa-

tum
, ‘that w

hich has been spoken. ’

）。
さ
ら
ば
、
心
安
ん
じ
て
行
け
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
「
わ
た
し
は
あ
る
（I am

 w
ho fill/ Infini-

tude.

）」
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。
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キ
リ
ス

ト
賛
歌

と
こ
ろ
で
、
神
の
遍
在
が
語
ら
れ
る
箇
所
で
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
、
初
版
を
始
め
初
期
の
版
と
現
代
の
版
と
の
間
に
パ
ン
ク
チ
ュ

エ
イ
シ
ョ
ン
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
自
ら
の
版
を
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。

　T
he filial pow

er arrived, and sat him
 dow

n 

　W
ith his great Father (for he also w

ent 

　Invisible, yet stayed: such privilege 

　H
ath om

nipresence) and the w
ork ordained, 

　A
uthor and end of all things, and from

 w
ork 

　N
ow

 resting, blessed and hallow
ed the seventh day, . . .

V
II.

587

─592.

　
初
期
の
版
は
、‘such

（V
II. 589

）’

の
前
の
コ
ロ
ン
の
と
こ
ろ
に
、
も
う
一
つ
開
き
の
括
弧
を
置
い
て
い
た
。
そ
の
不
自
然
さ
を
避
け

る
た
め
現
行
版
は
す
べ
て‘for

（V
II. 588

）’

の
前
の
括
弧
を
消
し
た
。
そ
う
す
る
と
主
語
が
御
子
か
ら
父
に
移
り
、
意
味
が
変
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
上
記
の
よ
う
に
訂
正
し
た
。
け
だ
し
賢
明
な
訂
正
で
あ
っ
た
と
思
う
。
七
日
目
に
休
む
の
は
、
御
子
に
ふ
さ
わ

し
い
し
、
ま
た
ヘ
ブ
ル
書
第
十
二
章
2
節
に
は
、「
創
始
者
ま
た
は
完
成
者
で
あ
る
イ
エ
ス
」（
欽
定
訳
で
は‘Jesus the author and fin-

isher ’

）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

　
唯
一
の
主
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
お
ら
れ
、
万
物
は
こ
の
主
に
よ
っ
て
存
在
し
、
わ
た
し
た
ち
も
こ
の
主
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
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る
（
1
コ
リ
ン
ト
八
6
）。

　
天
に
あ
る
も
の
も
地
に
あ
る
も
の
も
、
見
え
る
も
の
も
見
え
な
い
も
の
も
、
…
万
物
は
御
子
に
お
い
て
造
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
万
物

は
御
子
に
よ
っ
て
、
御
子
の
た
め
に
造
ら
れ
た
。
御
子
は
す
べ
て
の
も
の
よ
り
も
先
に
お
ら
れ
、
す
べ
て
の
も
の
は
御
子
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
る
（
コ
ロ
サ
イ
一
16
─
17
）。

　
神
は
、
こ
の
御
子
を
万
物
の
相
続
者
と
定
め
、
ま
た
御
子
に
よ
っ
て
世
界
を
創
造
さ
れ
た
（
ヘ
ブ
ル
一
2
）。

　
こ
れ
ら
の
聖
句
を
総
合
す
れ
ば
、
パ
ン
ク
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
は
初
版
ど
お
り
、‘T

he filial pow
er ’

（「
力
の
御
子
」）
を
主
語
と
し
、

‘A
uthor and end of all things ’

（「
す
べ
て
の
も
の
の
創
始
者
で
あ
り
、
か
つ
同
時
に
そ
の
終
極
の
目
標
」）
は
そ
の
同
格
と
取
る
の
が
、
原

意
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。「
創
始
者
に
し
て
完
成
者
な
る
イ
エ
ス
」
へ
の
賛
美
は
言
葉
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
堅ハ

ー
プ琴

、
風ダ
ル
シ
マ笛

、
管
、
弦
の

あ
ら
ゆ
る
楽
器
が
奏
で
ら
れ
、
黄
金
の
香
炉
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
薫
煙
が
聖
な
る
山
に
た
ち
こ
め
、
そ
の
姿
を
隠
し
た
（
七
594
─
600
）。

　
こ
こ
に
引
用
し
た
聖
句
は
す
べ
て
、
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
絶
筆
に
見
ら
れ
る
信
仰
と
同
じ
方
向
を
指
し
、
終
末
の
光
景

を
連
想
さ
せ
る
。
だ
が
、『
失
楽
園
』
で
こ
の
箇
所
は
、
ま
だ
セ
イ
タ
ン
た
ち
を
一
掃
し
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
天
地
万
物
と
人
間
が
創

造
さ
れ
た
ば
か
り
、
人
間
も
い
ま
だ
罪
を
犯
す
前
の
場
面
で
あ
る
。
創
造
さ
れ
た
天
地
、
と
く
に
楽
園
の
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
は
、
そ
れ
を

垣
間
見
た
セ
イ
タ
ン
の
心
に
、
嫉
妬
・
羨
望
・
後
悔
と
、
痛
切
な
苦
悩
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
第
七
巻
の
描
写
に
は
夏
目

漱
石
も
認
め
る
高
揚
感
が
あ
っ
た
。
地
獄
に
墜
ち
た
セ
イ
タ
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
新
し
き
も
の
の
創
造
は
審
判
の
一
つ
の
か
た
ち
で
あ
っ

た
。
最
後
の
審
判
の
「
予
型
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。（
未
完
）


