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訳
者
あ
と
が
き

本
書
は　

Jean Baubérot et Raphaël Liogier, Sacrée m
édecine : H

istoire et devenir d’un sanctuaire de la 

R
aison, Paris, Entrelacs, 2010, 196p. 

の
全
訳
で
あ
る
。

著
者
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ
は
、
一
九
四
一
年
生
ま
れ
で
ラ
イ
シ
テ
研
究
の
専
門
家
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
ラ
イ

シ
テ
に
つ
い
て
の
研
究
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
一
九
九
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
高
等
研
究
実
習
院
の
宗
教
学
部
門
に
ラ
イ
シ
テ
の

歴
史
学
・
社
会
学
の
講
座
を
創
設
し
た
。
二
〇
〇
七
年
に
退
官
し
た
あ
と
も
旺
盛
な
研
究
活
動
を
続
け
て
い
る
。
日
本
語

の
訳
書
と
し
て
、
す
で
に
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
脱ラ

イ

シ

テ

宗
教
性
の
歴
史
』（
三
浦
信
孝
・
伊
達
聖
伸
訳
、
白
水
社
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
、

二
〇
〇
九
年
）、『
世
界
の
な
か
の
ラ
イ
シ
テ

─
宗
教
と
政
治
の
関
係
史
』（
私
市
正
年
・
中
村
遙
訳
、
白
水
社
文
庫
ク
セ
ジ

ュ
、
二
〇
一
四
年
）
が
出
て
い
る
。

一
方
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
リ
オ
ジ
エ
は
、
一
九
六
七
年
生
ま
れ
の
社
会
学
者
・
哲
学
者
。
エ
ク
サ
ン
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
政
治

学
院
教
授
で
、
パ
リ
の
国
際
哲
学
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
も
教
え
る
。
西
洋
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
研
究
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
（
ブ

リ
ュ
ノ
・
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
と
の
共
著
が
あ
る
）、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
モ
フ
ォ
ビ
ア
（
イ
ス
ラ
ー
ム
嫌
悪
）
に
メ
デ
ィ

ア
が
果
た
し
た
役
割
の
批
判
的
検
討
な
ど
、
宗
教
と
ラ
イ
シ
テ
に
関
し
て
幅
広
く
論
じ
て
い
る
。#

M
eT

oo

に
関
す
る
著

作
も
出
し
て
い
る
。
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
り
、
広
い
意
味
で
は
現
代
社
会
に
お
け
る
「
人
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間
」
概
念
の
変
貌
に
宗
教
と
世
俗
の
観
点
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
で
、
そ
の
関
心
は
本
書
に
も

窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
書
の
大
き
な
特
色
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
医
療
と
い
う
対
象
を
宗
教
と
世
俗
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
特
徴
あ
る
輪
郭
を
描
き
出
し
、
批
判
的
な
分
析
と
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
近
代
医
療
の
両
義
的
な
性
格
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
西
洋
ひ
い
て
は
世
界
の
近
現
代
に
お
け
る

フ
ラ
ン
ス
社
会
の
独
自
性
の
姿
が
、
相
対
化
さ
れ
た
地
平
に
お
い
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。

あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
本
書
の
原
題Sacrée M

édecine : H
istoire et devenir d’un sanctuaire 

de la R
aison

に
集
約
さ
れ
て
い
る
。«  sacré(e) » 

と
い
う
形
容
詞
は
、
名
詞
に
対
し
て
後
置
さ
れ
た
場
合
は
「
聖
な
る
」

「
神
聖
な
」
な
ど
の
意
味
に
な
る
が
、
前
置
で
使
わ
れ
る
と
皮
肉
や
非
難
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
て
く
る
。«  Sacré bon 

D
ieu ! » 

は
、
字
面
は
「
神
聖
で
善
良
な
神
」
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
「
畜
生
」
と
悪
態
を
つ
く
罵
り
言
葉
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
・
ギ
ャ
ル
が
歌
う
往
年
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
「
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
大
王
」（ « Sacré Charlem

agne »

）

の
歌
詞
は 

、
こ
の
王
を
讃
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
学
校
を
作
っ
た
（
と
さ
れ
る
）
彼
の
せ
い
で
、
私
た
ち
は
嫌
な
勉
強
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
不
平
を
述
べ
る
内
容
で
あ
る
。«  Sacrée M

édecine » 

は
「
聖
な
る
医
療
」
と
訳
す
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
医
療
の
せ
い
で
私
た
ち
は
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
非
難
め
い
た

意
味
合
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
本
書
を
読
め
ば
、
二
人
の
著
者
は
近
代
医
療
の
「
栄
光
」
と
「
悲
惨
」
の
両
方

を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

近
代
医
療
の
両
義
性
を
系
譜
学
的
に
位
置
づ
け
た
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
と
し
て
は
、
誰
よ
り
も
ま
ず
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
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の
名
が
思
い
浮
か
ぶ
。
医
師
ピ
ネ
ル
に
よ
る
狂
人
た
ち
の
「
解
放
」
が
実
際
に
は
規
範
の
内
面
化
と
い
う
監
視
の
再
編
に

す
ぎ
な
か
っ
た
と
す
る
『
狂
気
の
歴
史
』
や
、
ビ
シ
ャ
の
病
理
解
剖
学
に
よ
っ
て
医
学
的
ま
な
ざ
し
が
大
き
な
転
換
を
遂

げ
た
と
す
る
『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
の
議
論
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
本
書
も
フ
ー
コ
ー
に
は
言
及

し
て
い
る
が
、
特
に
前
半
の
ボ
ベ
ロ
の
執
筆
担
当
箇
所
を
見
る
と
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
レ
オ
ナ
ー
ル
、
ピ
エ
ー
ル
・
ギ
ヨ
ー
ム
、

オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
フ
ォ
ー
ル
ら
に
よ
る
医
療
社
会
史
の
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
近
代
医
療
を
前
に
し
た
当
時
の
人
び

と
の
反
応
や
、
病
院
と
い
う
制
度
や
医
者
と
い
う
職
業
の
特
性
に
つ
い
て
の
記
述
が
特
徴
的
で
あ
る
（
そ
の
割
に
は
ア
ー

ウ
ィ
ン
・
Ｈ
・
ア
ッ
カ
ー
ク
ネ
ヒ
ト
『
パ
リ
、
病
院
医
学
の
誕
生

─
革
命
暦
第
三
年
か
ら
二
月
革
命
へ
』（
舘
野
之
男
訳
、
み
す

ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
）

─
一
九
六
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
原
書
は
英
語
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
も
一
九
八
七
年
に
は
出

て
い
る
─
が
参
照
さ
れ
て
い
な
い
の
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
）。

そ
し
て
、
病
院
と
医
者
に
焦
点
を
当
て
て
近
代
医
療
の
特
徴
を
論
じ
る
枠
組
み
が
、
い
わ
ゆ
る
医
学
史
や
医
療
社
会
学

の
分
野
で
は
な
く
、
宗
教
お
よ
び
世
俗
の
歴
史
社
会
学
と
哲
学
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
本
書
の
持
ち
味
だ
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
か
ら
世
俗
へ
と
政
治
的
実
権
や
人
び
と
の
世
界
観
が
移
っ
て
い
く
な
か
で
医
療
が
「
神
聖
化
」
さ

れ
た
こ
と
、
そ
う
し
て
覇
権
を
握
っ
た
近
代
医
療
が
あ
る
時
期
よ
り
「
脱
神
聖
化
」
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
相
対
化
の
渦
に

巻
き
込
ま
れ
る
な
か
で
試
練
に
晒
さ
れ
て
い
る
様
子
が
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
文
脈
に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
あ
り
そ
う
に
見
え
て
、
実
は
な
か
な
か
な
い
。
図
式
的
に
言
え
ば
、
西
洋
近
代
に
お
い
て
宗
教

に
代
わ
る
世
俗
の
体
系
を
支
え
た
二
大
領
域
が
教
育
と
医
療
で
あ
り
、
制
度
的
に
は
「
教
会
」
の
機
能
が
そ
れ
ぞ
れ
「
学

校
」
と
「
病
院
」
に
引
き
継
が
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
学
校
に
つ
い
て
は
教
育
史
、
病
院
に
つ
い
て
は
医
療
史
の
範
疇
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と
な
る
が
、
こ
の
二
つ
の
近
代
の
制
度
を
代
替
宗
教
の
観
点
か
ら
批
判
的
に
分
析
す
る
視
角
が
出
て
き
た
の
は
一
九
七
〇

年
代
頃
か
ら
、
と
り
わ
け
本
書
で
も
言
及
さ
れ
る
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、

「
宗
教
」
と
「
世
俗
」
は
対
極
に
あ
る
も
の
と
長
ら
く
観
念
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
世
俗
の
宗
教
性

0

0

0

0

0

0

に
注
目
す
る
研
究
は

─
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
宗
教
と
ラ
イ
シ
テ
を
対
置
す
る
観
念
が
強
か
っ
た
し
、
現
在
も
な
お
強
い
と
い

う
事
情
が
あ
り
─
必
ず
し
も
一
般
的
な
も
の
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
教
育
を
め
ぐ
っ
て
の
教

会
と
学
校
の
争
い
を
通
し
て
世
俗
教
育
の
宗
教
性

0

0

0

0

0

0

0

0

を
も
分
析
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
比
べ
る
と
、
近
代
医
療
や
病
院
を
宗
教

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
に
組
み
込
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
な
研
究
は
─
医
学
が
死
と
い
う
宗
教
的
な
問
題
と
近
い
位
置
に
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
─
案
外
少
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
宗
教
と
世
俗
の
関
係
が
、
教
育
の
領
域
に
も
ま
し
て
、
医
療
の
領
域
に
お
い
て
な
お

い
っ
そ
う
錯
綜
と
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
世
俗
的
価
値
観
が
支
配
的
な
時
代
に

は
、
科
学
は
真
実
を
探
求
す
る
の
に
対
し
、
宗
教
は
人
び
と
を
惑
わ
す
と
い
う
の
が
通
り
相
場
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

本
書
に
も
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
反
教
権
主
義
的
な
医
師
の
ほ
う
が
長
い
あ
い
だ
患
者
に
甘
美
な
「
嘘
」
を
つ
き
、
む

し
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
医
師
が
患
者
に
「
真
実
」
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
た
逆
説
が
見
ら
れ
た
。

ま
た
、
患
者
の
世
話
を
す
る
役
割
を
宛
て
が
わ
れ
て
い
た
女
性
と
医
師
の
関
係
も
複
雑
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら

二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ブ
ル
ヌ
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
に
、
修
道
女
を
世
俗
の
看
護
婦
に
換
え
る
こ
と
を
唱
え
た
医
師
も
い

れ
ば
、
デ
プ
レ
の
よ
う
に
、
本
人
は
自
由
思
想
家
で
あ
り
な
が
ら
、
修
道
女
の
ほ
う
が
世
俗
の
看
護
婦
よ
り
も
能
力
が
高

い
と
見
て
有
効
活
用
を
主
張
し
た
医
師
も
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
世
俗
の
時
代
の
医
学
が
、
宗
教
の
時
代
か
ら
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男
性
中
心
主
義
を
受
け
継
ぎ
、
女
性
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
構
図
を
背
景
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
の
社
会

進
出
が
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
当
時
、
看
護
職
に
就
く
女
性
た
ち
は
一
般
に
自
立
心
が
強
い
面
も
あ
り
、
必
ず
し
も
医
師
に
従

順
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
女
性
医
師
の
数
は
長
い
あ
い
だ
少
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
終
末
期
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
も
、
宗
教
と
医
療
の
関
係
は
錯
綜
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
安
楽
死
や

医
師
幇
助
自
殺
の
合
法
化
や
脱
犯
罪
化
が
比
較
的
早
く
か
ら
進
ん
だ
ベ
ネ
ル
ク
ス
や
ス
イ
ス
と
地
理
的
に
は
近
く
、
社
会

党
の
オ
ラ
ン
ド
政
権
で
は
法
整
備
を
進
め
る
兆
候
も
見
ら
れ
た
が
、
現
在
で
も
な
お
い
わ
ゆ
る
安
楽
死
は
認
め
ら
れ
て
い

な
い
（
一
定
の
条
件
下
で
の
「
持
続
的
な
深
い
鎮
静
」
は
二
〇
一
六
年
以
来
容
認
さ
れ
て
い
る
）。
法
制
化
の
推
進
派
と
消
極
派

の
対
立
を
、
理
性
と
宗
教
の
対
立
と
考
え
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
患
者

の
意
思
よ
り
も
延
命
を
重
ん
じ
る
医
療
教
権
主
義
の
名
残
と
い
う
面
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

誠
実
さ
を
め
ぐ
る
医
療
倫
理
に
せ
よ
、
医
療
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
せ
よ
、
終
末
期
の
意
思
決
定
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
問
題

に
は
し
ば
し
ば
逆
説
や
転
移
や
屈
折
が
見
ら
れ
る
。
本
書
は
、
こ
れ
ら
の
複
雑
で
大
き
な
問
題
を
網
羅
的
に
扱
う
重
厚
な

研
究
書
と
い
う
よ
り
、
宗
教
と
世
俗
の
歴
史
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
に
医
療
を
置
い
た
と
き
に
見
え
て
く
る
興
味
深
い
点

を
拾
い
あ
げ
て
い
く
学
術
エ
ッ
セ
イ
風
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。
歴
史
学
的
に
は
な
お
検
証
が
必
要
と
い
う
部
分
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
一
本
太
い
理
論
的
な
テ
ー
ゼ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
で
は
近
代
に
お
い
て
強
力
な

医
療
教
権
主
義
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
現
在
で
は
部
分
的
に
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
帰
着
し
て
く
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

宗
教
と
正
面
か
ら
闘
っ
た
が
ゆ
え
に
科
学
や
理
性
や
共
和
国
が
威
信
を
獲
得
し
、
そ
れ
が
今
日
揺
ら
い
で
い
る
と
い
う
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図
式
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
社
会
学
系
の
議
論
に
お
い
て
は
比
較
的
お
馴
染
み
の
も
の
だ
が
、
そ
の
重
要
性
は
強
調
し
て

も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
本
書
は
医
療
教
権
主
義
の
負
の
側
面
を
認
め
る
一
方
で
、
現
在
の
野
放
図
な

新
自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
論
理
に
抵
抗
で
き
る
よ
う
な
著
者
た
ち
な
り
の
共
和
国
モ
デ
ル
を
開
発
し
、
擁
護
す

る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
後
半
の
リ
オ
ジ
エ
の
執
筆
担
当
箇
所
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
は
産
業
社
会
か
ら

ポ
ス
ト
産
業
社
会
へ
の
移
行
を
遂
げ
つ
つ
も
、
旧
来
の
論
理
と
新
し
い
論
理
は
互
い
に
矛
盾
し
な
が
ら
浸
透
し
合
っ
て
い

て
、
社
会
と
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
医
療
の
あ
り
方
は
し
ば
し
ば
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。
巨
大
機
構
と
し
て
の
病
院
は
、

新
し
い
社
会
に
適
応
し
切
れ
ず
旧
態
依
然
と
し
た
医
療
教
権
主
義
に
引
き
籠
ろ
う
と
す
る
面
と
、
大
手
を
振
っ
て
改
革
を

唱
え
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
論
理
に
巻
き
込
ま
れ
て
効
率
重
視
の
市
場
経
済
競
争
に
晒
さ
れ
て
い
る
面
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
な
か
で
、
本
書
は
一
見
非
効
率
的
に
見
え
る
こ
と
の
効
能
を
説
い
た
り
、
共
和
国
モ
デ
ル
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
の
で

き
る
理
念
を
掲
げ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
消
費
社
会
に
お
い
て
個
人
が
世
界
と
つ
な
が
る
感
覚
─
こ
れ
を
リ
オ
ジ
エ

は
「
個
人
世
界
主
義
」（individuo-globalism

e

）
と
呼
ぶ

─
が
、
経
済
的
に
裕
福
な
西
洋
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
親

和
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
差
別
を
助
長
す
る
論
理
に
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
よ
り
理
想
的
な
社
会

の
実
現
に
寄
与
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
示
唆
す
る
。

か
つ
て
神
聖
化
さ
れ
た
医
療
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
に
正
負
両
面
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
や
脱
神
聖
化
さ
れ
た
医
療

と
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
に
も
正
負
両
面
が
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
相
対
的
に
マ
シ
な
方
向
に
向
け
る

た
め
の
認
識
論
的
・
実
践
的
努
力
の
余
地
が
私
た
ち
に
は
残
さ
れ
て
い
る
─
そ
う
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
本
書
は
放
っ
て
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い
る
よ
う
に
訳
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
に
原
書
が
刊
行
さ
れ
た
本
書
で
は
、
何
度
か
二
〇
〇
三
年
の
猛
暑
が
「
近
頃
」
の
出
来
事
と
し
て
言
及
さ

れ
て
い
る
。
本
訳
書
刊
行
時
点
で
あ
る
現
在
か
ら
振
り
返
る
と
、
二
〇
年
近
く
が
経
過
し
て
い
る
わ
け
で
、
も
は
や
さ
す

が
に
「
近
頃
」
と
は
言
え
な
い
が
、
二
〇
一
〇
年
代
に
入
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
日
本
で
も
、
異
常
気
象
が
常
態
化
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
災
害
が
起
き
る
た
び
に
、
医
療
や
現
代
社
会
や
地
球
環
境
の
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
折

か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
も
あ
り
、
私
た
ち
は
現
代
社
会
と
病
や
生
死
の
関
係
を
改
め
て
問
い
直
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
本
書
の
放
つ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
失
わ
な
い
も
の
が
あ
る
。

日
本
語
版
が
出
る
の
で
、
本
書
を
踏
ま
え
て
現
時
点
で
何
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
書
い
て
ほ
し
い
と
著
者
の

二
人
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
補
論
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
リ
オ
ジ
エ
の
補
論
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
露
わ
に
し
た

も
の
を
本
書
の
議
論
の
延
長
線
上
で
論
じ
て
い
る
。
ボ
ベ
ロ
の
補
論
は
、
認
知
症
を
生
き
る
夫
人
の
介
護
者
に
し
て
研
究

者
と
い
う
立
場
か
ら
、
現
代
医
療
に
興
味
深
い
眼
差
し
を
注
い
で
い
る
。

翻
訳
に
当
た
っ
て
は
、
田
中
が
最
初
に
訳
し
た
も
の
に
伊
達
が
手
を
入
れ
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
と
い
う
作
業
を
章

ご
と
に
何
度
か
繰
り
返
し
た
。
文
章
は
原
文
に
忠
実
に
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
が
、
日
本
語
と
し
て
意
味
が
わ
か
ら
な
い
部

分
は
な
く
す
よ
う
に
努
め
た
。
不
明
な
点
や
誤
り
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
著
者
に
尋
ね
、
そ
の
回
答
を
訳
文
に
も
反
映
さ
せ

て
い
る
。
章
の
タ
イ
ト
ル
や
節
に
当
た
る
見
出
し
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
直
訳
で
は
な
く
、
文
意
を
汲
ん
で
日
本
語
で

わ
か
り
や
す
く
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
原
文
に
は
な
い
見
出
し
を
つ
け
た
り
、
原
文
と
は
異
な
る
改
行
を
別
途
設
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け
た
り
し
た
箇
所
が
あ
る
。
原
書
の
文
献
リ
ス
ト
に
は
若
干
の
欠
落
が
見
ら
れ
、
も
は
や
著
者
に
も
捜
索
不
可
能
と
い
う

も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
訳
者
の
ほ
う
で
可
能
な
か
ぎ
り
補
っ
た
。
引
用
文
献
の
う
ち
、
す
で
に
日
本
語
訳

が
あ
る
も
の
は
適
宜
参
照
し
た
が
、
一
部
改
訳
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。

勁
草
書
房
の
関
戸
詳
子
さ
ん
は
、
ラ
イ
シ
テ
と
医
療
と
い
う
問
題
設
定
の
こ
の
本
を
日
本
語
で
翻
訳
出
版
す
る
こ
と
の

意
義
を
認
め
て
、
訳
者
の
二
人
を
支
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
あ
げ
た
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

訳
者
を
代
表
し
て　

伊
達
聖
伸


