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聖
霊
降
臨
後
第
11
主
日 

ル
カ
12
章
13
―
21
節 

 
［
新
共
同
訳
］ 

13 

群
衆
の
一
人
が
言
っ
た
。「
先
生
、
わ
た
し
に
も
遺
産
を
分
け
て
く
れ
る
よ
う
に
兄
弟
に
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
」

14 

イ
エ
ス
は
そ
の
人
に
言
わ
れ
た
。
「
だ
れ
が
わ
た
し
を
、
あ
な
た
が
た
の
裁
判
官
や
調
停
人
に
任
命
し
た
の

か
。
」
15 

そ
し
て
、
一
同
に
言
わ
れ
た
。「
ど
ん
な
貪
欲
に
も
注
意
を
払
い
、
用
心
し
な
さ
い
。
有
り
余
る
ほ
ど

物
を
持
っ
て
い
て
も
、
人
の
命
は
財
産
に
よ
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
16 

そ
れ
か
ら
、

イ
エ
ス
は
た
と
え
を
話
さ
れ
た
。「
あ
る
金
持
ち
の
畑
が
豊
作
だ
っ
た
。
17 

金
持
ち
は
、『
ど
う
し
よ
う
。
作
物

を
し
ま
っ
て
お
く
場
所
が
な
い
』
と
思
い
巡
ら
し
た
が
、
18 

や
が
て
言
っ
た
。
『
こ
う
し
よ
う
。
倉
を
壊
し
て
、

も
っ
と
大
き
い
の
を
建
て
、
そ
こ
に
穀
物
や
財
産
を
み
な
し
ま
い
、
19 

こ
う
自
分
に
言
っ
て
や
る
の
だ
。「
さ
あ
、

こ
れ
か
ら
先
何
年
も
生
き
て
行
く
だ
け
の
蓄
え
が
で
き
た
ぞ
。
ひ
と
休
み
し
て
、
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
て
楽
し

め
」
と
。
』
20 

し
か
し
神
は
、『
愚
か
な
者
よ
、
今
夜
、
お
前
の
命
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
お
前
が
用
意
し
た
物

は
、
い
っ
た
い
だ
れ
の
も
の
に
な
る
の
か
』
と
言
わ
れ
た
。
21 

自
分
の
た
め
に
富
を
積
ん
で
も
、
神
の
前
に
豊

か
に
な
ら
な
い
者
は
こ
の
と
お
り
だ
。
」 

 

［
直
訳
］ 

13 

だ
が
言
っ
た 

あ
る
人
が 

群
衆
か
ら 

彼
に
、 

 

「
先
生
、
あ
な
た
は
言
っ
て
く
だ
さ
い 

私
の
兄
弟
に 

 

分
配
す
る
こ
と
を 

私
と
一
緒
に 

遺
産
を
」
。 

14 

だ
が
彼
は 

言
っ
た 

彼
に
、 

 

「
人
よ
、 

誰
が 

私
を 

任
命
し
た 

 

審
判
者
に 

あ
る
い
は 

分
配
者
に 

あ
な
た
が
た
の
上
に
」
。 

15 

だ
が
彼
は
言
っ
た 

彼
ら
に
対
し
て
、 

 

「
あ
な
た
が
た
は
見
な
さ
い 

そ
し
て 

あ
な
た
が
た
は
警
戒
し
な
さ
い 

 

す
べ
て
の
貪
欲
か
ら
、 

 

と
い
う
の
は 

な
い 

 

余
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て 

あ
る
人
に
と
っ
て 

 

彼
の
い
の
ち
が 

あ
る 

彼
に
属
し
て
い
る
物
か
ら
」
。 

 

16 

だ
が
彼
は
言
っ
た 

た
と
え
を 

彼
ら
に
対
し
て 

言
い
な
が
ら
、 

 

「
あ
る
豊
か
な
人
の 

豊
作
で
あ
っ
た 

土
地
が
。 

17 

そ
し
て 

彼
は
思
案
し
て
い
た 

自
分
の
中
で 

言
い
な
が
ら
、 

 

『
何
を 

私
は
な
す
べ
き
だ
ろ
う
、 

 

と
い
う
の
は 

な
い 

私
は
持
つ 

 

ど
こ
に 

私
は
集
め
る
だ
ろ
う 

私
の
実
を
』
。 

18 

そ
し
て 

彼
は
言
っ
た
、 

 

『
こ
の
こ
と
を 

私
は
な
す
だ
ろ
う
、 

 

私
は
壊
す
だ
ろ
う 

私
の
倉
を 
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そ
し
て 

よ
り
大
き
い
も
の
を 

私
は
建
て
る
だ
ろ
う 

 

そ
し
て 

私
は
集
め
る
だ
ろ
う 

そ
こ
に 

す
べ
て
の
麦
を 

 
そ
し
て 

私
の
良
い
物
を 

19 

そ
し
て 

私
は
言
う
だ
ろ
う 

私
の
魂
に
、 

 

「
魂
よ
、 
お
ま
え
は
持
っ
て
い
る 

 

多
く
の
良
い
物
を 

置
か
れ
た
物
を 

多
く
の
年
の
た
め
に
。 

 

お
ま
え
は
休
み
な
さ
い
、 

お
ま
え
は
食
べ
な
さ
い
、 

 

お
ま
え
は
飲
み
な
さ
い
、 

お
ま
え
は
喜
び
な
さ
い
」
』。 

20 

だ
が
言
っ
た 

彼
に 

神
は
、 

 

『
愚
か
な
者
よ
、 

こ
の
夜 

あ
な
た
の
魂
を 

彼
ら
は
取
り
戻
す 

あ
な
た
か
ら
。 

 

だ
が
と
こ
ろ
の
も
の
は 

あ
な
た
が
準
備
し
た
、 

 

誰
の
た
め
に 

あ
る
だ
ろ
う
か
』。 

21 

こ
の
よ
う
に 

蓄
え
る
者
は 

自
分
の
た
め
に 

 

そ
し
て 

な
い 

神
の
た
め
に 

豊
か
で
あ
る
者
は
」
。 

 

①
い
の
ち
と
財
産
（
13
―
15
節
） 

ⓐ
12
章
1
節
で
は
「
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
群
衆
」
が
集
ま
り
、
イ
エ
ス
が
語
り
始
め
る
。
13
節
の
「
あ
る
人
」

に
は
「
群
衆
か
ら
の
」
と
い
う
説
明
が
あ
り
、
こ
の
句
に
よ
っ
て
1
節
の
「
群
衆
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

群
衆
の
中
の
名
も
な
い
「
あ
る
人
」
が
イ
エ
ス
の
話
を
遮
る
と
い
う
形
で
物
語
は
進
め
ら
れ
る
。
彼
は
イ
エ
ス
を

「
先
生
」
と
呼
ぶ
。「
先
生
（
デ
ィ
ダ
ス
カ
ロ
ス
）」
は
「
ラ
ビ
」
の
訳
語
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
教
師
」
を
意

味
す
る
。
遺
産
に
関
す
る
問
題
は
モ
ー
セ
五
書
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
（
申
二
一
15
、
民
二
七
1―

11
、
三
六
7

―

9
な
ど
）
。
そ
の
た
め
、
遺
産
に
関
す
る
も
め
ご
と
が
あ
れ
ば
、
宗
教
的
指
導
者
や
律
法
学
者
に
相
談
し
た
の

だ
ろ
う
。 

ⓑ
「
分
配
す
る
こ
と
を 

私
と
一
緒
に 

遺
産
を
」
。
「
分
配
す
る
」
と
訳
し
た
動
詞
の
形
は
、「
各
自
が
そ
の
分
け

前
を
持
つ
」
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
の
で
、「
私
と
分
け
る
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。「
分
配
す
る
こ
と
を
あ

な
た
は
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
つ
な
が
る
。
こ
こ
で
は
「
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
命
じ
て
く
だ
さ
い
」
の
意
味

で
あ
り
、
そ
こ
で
、「
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。 

ⓒ
「
誰
が 

私
を 

任
命
し
た 

審
判
者
に 

あ
る
い
は 

分
配
者
に 

あ
な
た
が
た
の
上
に
」
。
こ
の
修
辞
的
疑

問
文
は
、
「
誰
も
任
命
し
て
い
な
い
」
と
い
う
答
え
を
示
唆
す
る
。
イ
エ
ス
は
相
続
問
題
を
調
停
す
る
ラ
ビ
の
よ

う
な
立
場
に
は
な
い
。
こ
の
後
に
語
ら
れ
る
た
と
え
が
示
す
よ
う
に
、
イ
エ
ス
は
律
法
学
者
と
は
異
な
る
解
決
を

下
す
。
「
分
配
者
」
と
訳
し
た
語
メ
リ
ス
テ
ー
ス
は
、
「
調
停
人
・
仲
裁
者
」
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
。
「
上
に
」

は
前
置
詞
エ
ピ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
あ
な
た
が
た
の
上
に
力
が
及
ぶ
（
審
判
者
あ
る
い
は
分
配
者
）
」
と
い
う

概
念
を
表
し
て
い
る
。 

ⓓ
直
訳
の
15
節
後
半
の
解
釈
に
は
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
あ
る
。 

㋐
こ
の
箇
所
は
、
二
つ
の
構
文
、 

あ
る
人
に
と
っ
て
い
の
ち
は
余
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
で
は
な
い 

あ
る
人
に
と
っ
て
い
の
ち
は
彼
に
属
し
て
い
る
物
か
ら
で
は
な
い 
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が
組
み
合
わ
さ
れ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
余
っ
て
い
る
こ
と
」
と
「
彼
に
属
し
て
い
る
物

（
彼
の
持
ち
物
）」
と
が
互
い
を
補
足
す
る
関
係
に
あ
る
と
と
れ
ば
、「
人
の
い
の
ち
は
、
有
り
余
る
ほ
ど
あ

る
彼
の
持
ち
物
に
よ
る
の
で
は
な
い
」
と
訳
さ
れ
る
。 

㋑
新
共
同
訳
は
、
5
行
目
は
譲
歩
を
表
す
句
と
し
、
4
行
目
の
否
定
詞
「
な
い
」
を
6
行
目
「
あ
る
」
に
か

か
る
も
の
と
し
て
、
「
有
り
余
る
ほ
ど
物
を
持
っ
て
い
て
も
、
人
の
命
は
財
産
に
よ
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
訳
す
。
㋐
と
㋑
は
「
人
の
い
の
ち
は
、
持
ち
物
に
よ
ら
な
い
」
と
訳
す
点
で
解

釈
は
同
じ
で
あ
る
。 

㋒
し
か
し
、「
な
い
」
を
「
余
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
」
に
つ
な
げ
、「
余
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
で
は
な

く
、
人
の
い
の
ち
は
持
ち
物
か
ら
で
あ
る
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
「
か
ら
」
と
訳
し
た
前
置
詞
エ
ク
は

起
源
や
出
所
を
表
す
。
従
っ
て
、
「
人
の
い
の
ち
は
持
ち
物
と
の
関
わ
り
方
に
よ
っ
て
決
ま
る
が
、
そ
れ
は

有
り
余
っ
て
い
る
と
き
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。 

ⓔ
「
彼
に
属
し
て
い
る
物
」
と
い
う
表
現
は
ル
カ
文
書
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
ル
カ
8
章
3
節
は
「
多
く
の
婦
人

た
ち
も
一
緒
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
、
自
分
の
持
ち
物
を
出
し
合
っ
て
、
一
行
に
奉
仕
し
て
い
た
」
と
述
べ
、

使
4
章
32
節
で
も
持
ち
物
の
共
有
と
い
う
文
脈
に
こ
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
箇
所

で
も
、「
有
り
余
る
ほ
ど
持
つ
の
で
は
な
い
持
ち
物
と
の
関
係
」
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
物
を
「
施

す
」、
あ
る
い
は
「
共
有
す
る
」
と
い
う
態
度
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 ②
い
の
ち
を
支
え
る
も
の
（
16
―
21
節
） 

ⓐ
イ
エ
ス
は
遺
産
相
続
の
調
停
を
断
り
、
真
の
豊
か
さ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
、
た
と
え
を
用
い
て
語
る
。
「
た
と

え
」
と
訳
さ
れ
る
語
、
パ
ラ
ボ
レ
ー
は
、
元
々
は
「
脇
に
お
く
こ
と
・
併
置
」
の
意
味
か
ら
「
比
較
」
を
意
味
し
、

転
義
し
て
「
型
・
象
徴
」「
た
と
え
」
の
意
味
を
も
つ
。
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
（
九
9
、
一
一
19
）
で
2
回
使

わ
れ
て
い
る
他
は
、
す
べ
て
共
観
福
音
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
福
音
書
で
は
と
く
に
、
実
生
活
に
即
し
た
わ
か

り
や
す
い
話
を
用
い
て
教
え
を
伝
え
る
と
い
う
イ
エ
ス
に
特
徴
的
な
説
教
の
方
法
と
し
て
使
わ
れ
る
。
聖
像
な
ど

感
覚
に
訴
え
る
事
物
で
神
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
（
出
二
〇
4
）
こ
と
か
ら
、
旧
約
聖
書
で
も
し

ば
し
ば
地
上
の
身
近
な
た
と
え
を
用
い
て
象
徴
的
に
神
を
表
現
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
そ
れ
を

さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
神
の
国
と
い
う
神
の
啓
示
に
よ
る
世
界
、
さ
ら
に
倫
理
的
教
訓
を
示
す
た
め
に
た
と
え
を
用

い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
え
を
分
か
り
や
す
く
、
心
に
深
く
残
る
も
の
と
し
て
い
る
。 

ⓑ
豊
か
な
人
は
、
土
地
が
大
豊
作
に
恵
ま
れ
た
と
き
、「
私
の
実
を
集
め
る
」
場
所
を
思
案
す
る
。
15
節
で
「
有
り

余
る
ほ
ど
持
つ
の
で
は
な
い
持
ち
物
と
の
関
係
（
＝
施
す
・
共
有
）」
が
語
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
集
め
る
」

と
い
う
物
へ
の
態
度
は
、
イ
エ
ス
が
教
え
る
態
度
と
は
全
く
逆
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
「
私
の
実
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
私
の
畑
の
実
り
」
を
意
味
す
る
と
も
読
め
る
が
、
作
物
の
実
り
が
「
私
の
物
」

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
豊
か
な
人
は
、
「
私
の
実
り
を
、
私
が
集
め
る
た
め
に
、
私
は
何
を

す
べ
き
か
」
と
思
案
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
実
り
を
「
私
の
物
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

Ⓒ
17
節
の
「
彼
は
思
案
し
て
い
た
」
は
継
続
を
表
す
形
で
あ
る
が
、
18
節
の
「
彼
は
言
っ
た
」
は
一
回
的
な
行
為

を
表
す
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
動
詞
を
「
彼
は
思
案
し
て
い
た…

…

そ
し
て
彼
は
言
っ
た
」
と
つ
な

ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
人
は
「
思
案
を
続
け
て
い
た
が
、
つ
い
に
思
案
を
終
え
て
決
断
に
達
し
た
」
と
い
う

経
過
を
表
現
し
て
い
る
。
彼
は
「
こ
の
こ
と
を 

私
は
な
す
だ
ろ
う
」
と
決
断
す
る
。
「
こ
の
こ
と
」
は
文
頭
に

置
か
れ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
な
そ
う
と
決
め
た
の
は
、「
私
の
倉
を
私
は
壊
し
、
よ
り
大
き
い
も
の
を
私
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は
建
て
、
そ
こ
に
す
べ
て
の
麦
と
私
の
良
い
物
を
私
は
集
め
る
」
こ
と
で
あ
る
。 

ⓓ
「
良
い
物
」
は
形
容
詞
ア
ガ
ソ
ス
の
中
性
複
数
形
で
あ
る
。
中
性
形
は
「
善
・
善
い
こ
と
」（
ロ
マ
二
10
）
、「
益
」

（
ロ
マ
八
28
）
、「
動
産
」
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
。
新
共
同
訳
は
こ
れ
を
「
財
産
」
と
訳
す
が
、「
食
糧
」
と

訳
す
も
の
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
16
節
の
「
土
地
」
の
産
物
の
意
味
に
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
財
産
」
と
訳

す
と
、
た
だ
農
夫
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
者
に
も
こ
の
た
と
え
が
向
け
ら
れ
、
一
般
化
さ
れ
る
。 

ⓔ
19
節
「
そ
し
て 
私
は
言
う
だ
ろ
う 

私
の
魂
に
」
。
「
魂
」
は
名
詞
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
で
あ
る
。
2
行
目
の
「
魂

よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
も
こ
の
語
は
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
が
次
の
二
つ
の
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
。 

㋐
再
帰
代
名
詞
の
「
私
自
身
」
を
躍
動
的
に
表
す
セ
ム
語
の
用
法
に
従
っ
て
い
る
。 

㋑
一
部
で
全
体
を
表
す
代
喩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
「
魂
よ
」
と
自
己
の
一
部
に
語
り
か
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
全
体
へ
の
語
り
か
け
を
表
す
（
詩
一
〇
三
1
・
2
・
22
）。 

こ
こ
で
の
「
魂
」
は
「
人
間
の
精
神
的
な
活
動
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
背
景
に
は
ヘ
ブ

ラ
イ
語
の
「
ネ
フ
ェ
シ
ュ
（
魂
）
」
が
あ
る
。
ネ
フ
ェ
シ
ュ
は
元
来
「
口
・
の
ど
」
を
表
す
。
こ
の
「
魂
」
で
表

さ
れ
る
の
は
、
自
分
の
中
に
あ
る
飢
え
や
渇
き
を
、
食
物
の
摂
取
や
作
物
の
収
穫
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
人
間

の
姿
で
あ
る
。 

ⓕ
「
多
く
の
良
い
物
を 

置
か
れ
た
物
を 

多
く
の
年
の
た
め
に
」
。
18
節
で
は
「
私
の
良
い
物
」
と
述
べ
ら
れ
た

が
、
こ
こ
で
は
「
多
く
の
良
い
物
」
と
な
る
。
こ
の
後
に
さ
ら
に
「
多
く
の
年
の
た
め
に
」
と
続
く
こ
と
か
ら
考

え
、
豊
か
な
人
の
関
心
は
集
め
ら
れ
た
物
の
量
と
そ
れ
に
よ
る
将
来
の
保
証
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。 

ⓖ
「
お
ま
え
は
休
み
な
さ
い
、
お
ま
え
は
食
べ
な
さ
い
、
お
ま
え
は
飲
み
な
さ
い
、
お
ま
え
は
喜
び
な
さ
い
」
。「
飲

む
、
食
べ
る
、
楽
し
む
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
コ
ヘ
レ
ト
八
15
、
ト
ビ
ト
七
10
、
シ
ラ
一
一
9
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
行
動
は
、
気
苦
労
の
な
い
贅
沢
な
生
活
を
表
し
、
放
蕩
を
表
す
こ
と
さ
え
あ
る
。「
喜
ぶ
」
は
、「
楽
し

む
・
陽
気
に
な
る
」
の
意
味
も
表
す
。
ル
カ
で
は
特
に
祝
宴
に
列
す
る
こ
と
と
結
び
付
け
ら
れ
、
「
浮
か
れ
る
」

の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。 

ⓗ
17―

19
節
の
豊
か
な
人
の
言
葉
を
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
で
見
る
と
、
こ
こ
に
現
れ
る
動
詞
は
す
べ
て
一
人
称
単
数
形

で
あ
り
、「
私
」
が
主
語
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
私
の
」
と
い
う
一
人
称
の
所
有
代
名
詞
が
四
回
も
用
い
ら
れ
て
お

り
、
豊
か
な
人
の
関
心
が
常
に
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
証
し
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
豊
か
な
人
の

関
心
は
「
私
」
に
あ
り
、
他
者
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
彼
は
自
分
の
力
に
よ
っ
て
「
命
」
を
獲
得
し
よ
う

と
し
、
獲
得
し
た
「
命
」
は
自
分
の
た
め
だ
け
に
使
お
う
と
し
て
い
る
。
20
節
で
神
は
、
こ
の
よ
う
な
「
豊
か
な

人
」
を
「
愚
か
な
者
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
彼
が
蓄
え
た
財
産
を
死
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
安

楽
な
将
来
を
夢
見
て
有
頂
天
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

ⓘ
20
節
「
あ
な
た
の
魂
」
。
19
節
に
2
回
使
わ
れ
た
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
が
、
こ
こ
に
も
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
19
節
と

は
異
な
り
、「
私
自
身
」
の
意
味
で
は
な
く
、「
生
命
」
を
意
味
す
る
。
人
間
に
与
え
ら
れ
、
人
間
か
ら
取
り
去
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
生
命
」
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
意
図
的
で
あ
る
。

「
彼
ら
は
取
り
戻
す
」
は
、
神
の
行
為
を
表
す
婉
曲
的
に
表
す
神
的
受
動
態
の
代
わ
り
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
語
り
手
が
神
で
あ
る
の
で
、
死
の
使
い
を
表
す
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
「
取
り
戻
す
」
と
訳
し
た

動
詞
は
「
求
め
返
す
・
返
す
こ
と
を
要
求
す
る
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
動
詞
に
よ
っ
て
、
生
命
は
借
り
も
の
で
あ

り
神
に
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
捉
え
方
が
示
さ
れ
る
（
知
一
五
8
「
借
り
て
い
た
魂
の
返
済
を
求
め
ら
れ
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る
」
）。 

ⓙ
21
節
「
こ
の
よ
う
に
」
は
省
略
語
法
。
意
味
は
「
こ
れ
が
（
…
の
者
が
）
置
か
れ
た
状
況
で
あ
る
」
。「
こ
の
よ
う

に 
蓄
え
る
者
は 

自
分
の
た
め
に 

そ
し
て 

な
い 

神
の
た
め
に 

豊
か
で
あ
る
者
は
」。
自
分
の
た
め
に

蓄
え
る
の
で
、
他
人
（
貧
し
い
者
・
や
も
め
・
孤
児
・
寄
留
者
）
の
た
め
に
は
用
い
な
い
。
こ
の
主
題
は
、
「
自

分
の
持
ち
物
を
売
り
払
っ
て
施
し
な
さ
い
。
擦
り
切
れ
る
こ
と
の
な
い
財
布
を
作
り
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
富
を

天
に
積
み
な
さ
い
」
（
33
節
）
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
。「
神
の
た
め
に
豊
か
で
な
い
者
」
は
、
「
神
の

目
か
ら
見
て
、
富
と
さ
れ
る
も
の
を
蓄
え
な
い
者
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
豊
か
な
人
は
自
分
の
た
め
に
宝
を
集
め

る
が
、
神
の
目
に
は
豊
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
結
局
は
自
分
の
た
め
に
豊
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
。 

 ③
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉 

1
章
12
―
14
節
、
2
章
18
―
23
節 

ⓐ
「
コ
ヘ
レ
ト
」
と
い
う
ヘ
ブ
ラ
イ
語
は
動
詞
カ
ー
ハ
ル
〈
集
ま
る
・
集
会
を
開
く
〉
か
ら
派
生
し
た
名
詞
で
あ
る
。

七
十
人
訳
は
こ
の
語
を
「
集
会
で
語
る
者
・
伝
道
者
」
と
訳
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
伝
道
の
書
」
と
い
う
書
名

が
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
書
の
本
文
で
は
コ
ヘ
レ
ト
は
著
者
名
と
し
て
用
い
ら
れ
、
表
題
に
よ
れ
ば
ダ
ビ
デ
の
子

孫
で
エ
ル
サ
レ
ム
の
王
と
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
考
え
、
こ
れ
は
文
学
的
な
虚
構
と
見
ら
れ
て
い
る
。 

ⓑ
こ
の
書
の
著
作
年
代
や
場
所
、
著
者
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。
紀
元
前
3
世
紀
の
後
半
に
、
ア
レ

キ
サ
ン
ド
リ
ア
、
あ
る
い
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
で
、
知
恵
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
見
方
に
納
得
で
き
な
い
人
の
手

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
推
定
す
る
者
が
多
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
こ
の
書
を
正
典
と
す
る
か

ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
大
論
争
と
な
っ
た
問
題
の
書
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。 

Ⓒ
「
空
し
い
」
と
い
う
語
（
ヘ
ヴ
ェ
ル
）
は
、
も
と
も
と
は
「
蒸
気
・
も
や
」
や
「
息
」
を
意
味
し
、
そ
こ
か
ら
「
蒸

気
の
よ
う
に
は
か
な
く
、
も
ろ
く
、
無
価
値
で
、
虚
し
い
も
の
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
な
っ
た
。
旧
約
聖
書
全
体

で
は
73
回
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
31
回
は
「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」
で
の
用
例
で
あ
る
。
有
名
な
1
章
2

節
を
直
訳
す
る
と 

「
空
し
さ
ら
の
空
し
さ
」 

コ
ヘ
レ
ト
は
言
っ
た 

「
空
し
さ
ら
の
空
し
さ 

す
べ
て
は
空
し
い
」 

と
な
る
。「
単
数
形
＋
同
じ
語
の
複
数
形
」
と
い
う
言
い
回
し
は
最
高
の
も
の
を
表
す
。「
空
し
さ
ら
の
空
し
さ
」

と
い
え
ば
、「
こ
の
上
な
い
空
し
さ
」
の
こ
と
で
あ
る
。 

ⓓ
「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」
は
「
知
恵
の
書
」
や
「
箴
言
」
な
ど
と
共
に
知
恵
文
学
に
分
類
さ
れ
る
が
、
他
の
知
恵
文

学
と
は
違
っ
て
、
「
空
し
さ
」
を
繰
り
返
し
述
べ
る
書
で
あ
る
。
こ
の
書
は
伝
統
的
な
見
方
に
疑
問
を
投
げ
か
け

る
点
で
「
ヨ
ブ
記
」
と
似
て
い
る
が
、
「
ヨ
ブ
記
」
が
最
後
に
は
二
度
に
わ
た
る
神
の
顕
現
を
述
べ
、
希
望
へ
の

光
明
の
う
ち
に
終
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」
は
12
章
8
節
の 

「
空
し
さ
ら
の
空
し
さ
」 

コ
ヘ
レ
ト
は
言
っ
た 

「
す
べ
て
は
空
し
い
」 

で
終
わ
っ
て
い
る
（
一
二
9
―
14
は
後
の
付
加
だ
と
さ
れ
て
い
る
）
。 

こ
の
よ
う
に
コ
ヘ
レ
ト
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
「
空
し
さ
」
を
訴
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
他
の
知
恵
文
学
の
説
く

秩
序
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
普
通
、
知
恵
文
学
は
「
善
人
は
栄
え
、
悪
人
は
滅
び
る
」
と
い

う
原
理
に
立
っ
て
、
知
恵
を
求
め
る
こ
と
の
大
事
さ
を
説
く
。
し
か
し
コ
ヘ
レ
ト
は
、
こ
の
原
理
の
正
し
さ
を
真

っ
向
か
ら
否
定
す
る
現
実
が
そ
こ
に
あ
る
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
。 

ⓔ
コ
ヘ
レ
ト
は
万
物
の
創
造
者
と
し
て
の
神
を
信
じ
て
い
る
が
、
人
間
の
良
い
行
い
が
良
い
結
果
を
生
み
出
し
、
悪
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い
行
い
は
悪
い
結
果
を
呼
ぶ
と
い
っ
た
必
然
的
な
関
連
性
（
秩
序
）
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、「
裁

き
の
座
に
悪
が
、
正
義
の
座
に
悪
が
あ
る
」
の
を
見
過
ご
し
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
正
義
を
行
う
人
も
悪
人

も
神
は
裁
く
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
（
三
16
―
17
）。
し
か
も
現
実
は
「
身
分
の
高
い
者
が
、
身
分
の
高
い

者
を
か
ば
い
、
さ
ら
に
身
分
の
高
い
者
が
両
者
を
か
ば
う
」
の
で
あ
り
、
「
不
正
な
裁
き
や
、
正
義
の
欠
如
が
こ

の
国
に
あ
る
の
を
見
て
も
驚
く
な
」
と
戒
め
ざ
る
を
え
な
い
（
五
7
―
8
）。
彼
の
目
に
は
、
神
は
勝
手
気
ま
ま

に
振
る
舞
う
、
移
り
気
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
と
の
人
格
的
な
交
わ
り
も
不
可
能
で
あ
り
、
神
に
祈

っ
て
も
無
意
味
だ
と
考
え
、「
太
陽
の
下
、
人
間
に
と
っ
て
、
飲
み
食
い
し
、
楽
し
む
以
上
の
幸
福
は
な
い
」（
八

15
）
と
結
論
づ
け
る
。 

ⓕ
1
章
14
節
に
「
見
よ
、
ど
れ
も
み
な
空
し
く
、
風
を
追
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
蒸

気
・
も
や
・
息
」
を
表
す
へ
ヴ
ェ
ル
に
よ
っ
て
、
「
蒸
気
の
よ
う
に
消
え
て
ゆ
き
、
と
め
ど
の
な
い
空
し
さ
」
が

表
さ
れ
、
さ
ら
に
空
気
の
移
動
を
表
す
「
ル
ー
ア
ッ
ハ
（
風
）
」
が
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
風
を
追
う
」
は
徒

労
と
な
る
意
味
の
な
い
行
為
を
表
し
、
コ
ヘ
レ
ト
は
随
所
に
用
い
て
い
る
（
二
11
・
17
・
26
、
四
4
・
6
、
六

9
）
。
1
章
12
節
か
ら
2
章
26
節
は
一
つ
の
段
落
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
小
段
落
で
（
一
12
―
18
）
、
コ
ヘ

レ
ト
は
「
知
恵
が
深
ま
れ
ば
悩
み
も
深
ま
り
、
知
識
が
増
せ
ば
痛
み
も
増
す
」
と
述
べ
、
知
恵
の
探
求
の
空
し
さ

が
「
風
を
追
う
」
と
い
う
表
現
で
表
さ
れ
て
い
る
。 

ⓖ
コ
ヘ
レ
ト
は
、
知
恵
の
次
に
快
楽
を
追
求
し
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
空
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
語
る
（
二
1
―
11
）。

さ
ら
に
コ
ヘ
レ
ト
は
、
知
恵
は
愚
か
さ
に
ま
さ
る
が
、
賢
者
も
愚
者
も
共
に
死
を
免
れ
な
い
と
し
て
、
よ
り
賢
く

な
る
こ
と
は
空
し
い
と
す
る
（
二
12
―
17
）。
そ
し
て
、「
知
恵
と
知
識
と
才
能
を
尽
く
し
て
労
苦
し
た
結
果
を
、

ま
っ
た
く
労
苦
し
な
か
っ
た
者
に
遺
産
と
し
て
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
「
空
し
く
大
い
に
不
幸
な
こ

と
」
と
嘆
く
。
自
分
の
労
苦
を
愚
者
が
受
け
継
ぐ
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
こ
と
の
空
し
さ
を
語
っ
て
い
る
（
二
18
―

23
）。
そ
こ
で
、
コ
ヘ
レ
ト
は
「
飲
み
食
い
し
、
自
分
の
労
苦
に
よ
っ
て
魂
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
」
を
最
良
の
こ

と
と
す
る
（
二
24
）。
労
苦
の
末
、
コ
ヘ
レ
ト
が
得
た
結
論
は
、
死
を
免
れ
な
い
人
間
は
「
今
、
自
分
の
労
苦
に

よ
っ
て
得
た
物
を
自
分
で
楽
し
め
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 ④
他
者
と
共
に
生
き
る 

ⓐ
自
分
が
労
苦
し
た
結
果
は
誰
か
に
受
け
継
が
れ
る
が
、
そ
の
者
が
賢
者
で
あ
る
か
愚
者
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
コ
ヘ
レ
ト
は
、
将
来
を
自
分
の
努
力
に
よ
っ
て
確
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
し
さ
を
嘆
い
て
い

る
。
人
間
は
死
を
免
れ
な
い
と
い
う
空
し
さ
が
コ
ヘ
レ
ト
の
苦
悩
の
根
源
に
あ
る
。
他
者
を
信
頼
で
き
ず
、
今
あ

る
命
を
超
え
る
「
い
の
ち
」
を
知
ら
な
い
コ
ヘ
レ
ト
は
、
死
と
い
う
限
界
を
見
つ
め
な
が
ら
「
今
を
楽
し
む
」
。 

ⓑ
人
間
の
命
は
空
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
イ
エ
ス
が
語
る
た
と
え
に
登
場
す
る
「
豊
か
な
人
」
は
、
自
分
の
力
で
そ

れ
を
少
し
で
も
長
く
保
と
う
と
す
る
。
彼
は
「
私
の
良
い
物
」
を
集
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
「
い
の
ち
」
を

守
る
こ
と
が
で
き
る
と
喜
ぶ
。
土
地
の
収
穫
を
す
べ
て
「
私
の
」
も
の
と
し
て
蓄
え
る
彼
も
ま
た
、
他
者
を
信
じ

る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
一
人
で
あ
る
。
豊
か
さ
を
自
分
の
た
め
だ
け
に
用
い
る
生
き
方
は
、
神
か
ら
厳
し
く

非
難
さ
れ
る
。 

ⓒ
イ
エ
ス
は
「
富
ん
で
い
る
あ
な
た
が
た
は
不
幸
で
あ
る
」（
ル
カ
六
24
）
と
教
え
る
。
富
に
よ
っ
て
す
で
に
慰
め

を
受
け
て
い
る
者
は
、
神
か
ら
の
慰
め
を
知
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
富
は
容
易
に
人
を
神
か
ら
引
き
離
す

も
の
と
な
る
。
富
を
「
私
の
も
の
」
と
し
て
集
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
富
を
「
貧
し
い
者
の
た
め
に
」
用
い
る

と
き
、
人
は
神
が
与
え
る
「
い
の
ち
」
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。 


