
中野智世

序

ベルリン近郊、ポツダムのカトリック教会前にて。（2018 年 8 月 26 日撮影：中野智世）
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今
か
ら
数
年
前
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
古
都
ク
ラ
ク
フ
で
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
夏
の
気
配
の
残
る
九
月
初
め
の
土
曜
日
、
人
々
の
活

気
あ
ふ
れ
る
夜
九
時
過
ぎ
の
旧
市
街
で
、
大
勢
の
若
者
が
次
々
と
集
ま
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
出
く
わ
し
た
。
グ
ル
ー
プ
や
カ
ッ
プ
ル
、

あ
る
い
は
バ
イ
ク
で
乗
り
付
け
た
革
ジ
ャ
ン
パ
ー
姿
の
青
年
が
入
っ
て
い
く
先
は
ド
ミ
ニ
コ
会
の
聖
堂
で
あ
る
。
堂
内
か
ら
は
説
教

の
声
が
聞
こ
え
、
オ
ル
ガ
ン
の
音
と
と
も
に
聖
歌
が
響
い
て
き
た
。
大
き
な
聖
堂
だ
が
半
開
き
の
扉
の
外
ま
で
人
が
あ
ふ
れ
、
礼
拝

が
終
わ
る
と
人
々
は
一
斉
に
、
ま
る
で
ロ
ッ
ク
・
コ
ン
サ
ー
ト
が
は
け
た
後
の
よ
う
に
夜
の
街
に
再
び
戻
っ
て
い
っ
た
。

同
じ
そ
の
夏
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
リ
ン
近
郊
の
ポ
ツ
ダ
ム
で
、
天
気
の
良
い
日
曜
日
の
朝
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
礼
拝
に
参
加
し
た
。

聖
書
の
朗
読
や
聖
歌
斉
唱
の
後
、
せ
い
ぜ
い
三
〇
代
か
四
〇
代
に
み
え
る
若
い
司
祭
が
、
壇
上
か
ら
厳
し
い
口
調
で
、
し
か
し
熱
を

帯
び
た
調
子
で
訴
え
て
い
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
メ
デ
ィ
ア
で
広
く
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
聖
職
者
に
よ
る
児
童

の
性
的
虐
待
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
礼
拝
が
終
わ
っ
た
後
も
、
当
の
司
祭
と
中
高
年
の
何
人
か
の
出
席
者
が
、
聖

堂
を
出
た
と
こ
ろ
で
ず
っ
と
話
し
込
ん
で
い
た
。

教
会
に
行
く
人
々
の
数
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
年
々
「
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
」
と
さ
れ

）
1
（

る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
中
で
も
な
お
教
会
に
足
を
運
ぶ
人
々
に
と
っ
て
、
そ
の
場
所
に
は
な
お
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
何
か
」
が
あ
り
、
そ
れ

は
古
色
蒼
然
と
し
た
伝
統
の
墨
守
と
は
限
ら
な
い
。
マ
ク
ロ
な
統
計
や
制
度
の
検
証
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
々
の
生
活
や
日
常
的
な
行

為
を
み
る
こ
と
で
、
そ
の
折
々
の
時
代
・
社
会
の
中
の
宗
教
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
本
書
の
構
想
は
こ
こ
に
端

を
発
し
て
い
る
。

本
書
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
専
門
と
す
る
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
、
近
代
社
会
の
形
成
過
程
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を

人
々
の
生
活
世
界
に
着
目
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
人
々
の
日
々
の
生
活
や
習
慣
、
ふ
る
ま
い
、
人
と
の
つ
な
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が
り
、
人
生
の
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
生
き
方
を
も
左
右
す
る
宗
教
の
力
や
作
用
、
そ
し
て
そ
の
変
容
と
持
続
を
可
視
化
す
る
こ

と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

つ
い
数
十
年
前
ま
で
、
近
代
と
は
宗
教
が
影
響
力
を
消
失
し
、
人
々
は
宗
教
の
く
び
き
か
ら
解
放
さ
れ
、
よ
り
自
由
に
生
き
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
時
代
、
そ
う
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
二
〇
世
紀
後
半
以
降
、
そ
う
し
た
世
俗
化
論
は
大
き
く
揺

ら
ぎ
、
近
代
と
世
俗
化
と
を
無
条
件
に
等
置
す
る
議
論
は
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

）
2
（

る
。
近
代
社
会
の
到
来
と
と
も
に
宗
教
は

自
動
的
に
消
滅
し
て
い
く
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
あ
り
方
や
機
能
が
変
化
す
る
も
の
と
し
て
、
近
年
で
は
そ
の
変
容
の
プ
ロ

セ
ス
が
多
面
的
に
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
も
ま
た
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
出
発
点
と
し
、
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
の
変
容
を
、
そ
の
持
続
の
局
面
も
含
め
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
人
々
が
近
代
と
い
う
激

変
の
時
代
を
宗
教
と
と
も
に
ど
う
生
き
た
か
、
宗
教
的
な
縛
り
と
つ
な
が
り
の
中
で
生
き
る
人
々
の
姿
に
目
を
こ
ら
す
こ
と
で
、
近

代
社
会
に
お
い
て
宗
教
が
持
つ
意
味
を
探
り
た
い
。

本
書
の
特
徴
は
、
一
つ
に
は
、
人
々
が
宗
教
と
と
も
に
生
き
る
姿
を
生
活
レ
ベ
ル
で
み
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
こ

と
は
、
本
書
の
分
析
が
も
っ
ぱ
ら
私
生
活
の
領
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
礼
拝
な
ど
の
宗
教
実
践
や
儀
礼
、

宗
教
的
な
行
為
規
範
、
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
実
践
を
と
も
に
す
る
場
か
ら
生
ま
れ
る
宗
教
共
同
体
へ
の
帰
属
や
社
会
生
活
へ
の
回

路
と
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
、
宗
教
の
影
響
力
が
及
ぶ
様
々
な
局
面
が
分
析
の
対
象
と
な
る
。
こ
こ
で
の
宗
教
と
は
、
個
人
の
心

の
中
に
と
ど
ま
る
私
事
、
個
人
的
な
問
題
で
は
な
く
、
公
的
な
、
社
会
の
領
域
と
地
続
き
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
本
書
の
特
徴
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
一
つ
の
宗
派
に
着
目
す
る
点
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
宗
教
と
し
て
、
人
々
の
文
化
・
生
活
習
慣
に
深
く
根
づ
い
て
き
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
は
様
々
な
宗
教
儀
礼
や

共
同
体
内
の
儀
式
と
不
可
分
で
あ
り
、
例
え
ば
、
個
人
の
内
面
を
よ
り
重
視
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
比
し
て
、
外
的
な
行
為
、
実

践
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
で
あ

）
（
（

る
。
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
や
儀
礼
は
、
信
徒
の
生
涯
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
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で
―
―
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
て
か
ら
こ
の
世
を
去
る
ま
で
―
―
様
々
な
形
で
関
わ
り
続
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
常
生
活
に
お
け

る
慣
習
や
ふ
る
ま
い
、
あ
る
い
は
共
同
体
に
お
け
る
行
為
規
範
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
そ
の
存
在
や
形
、

さ
ら
に
は
そ
の
変
容
が
、
生
活
の
中
の
具
体
的
な
局
面
に
お
い
て
よ
り
鮮
明
に
可
視
化
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
本
書
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
右
記
に
掲
げ
た
問
い
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
カ
ト
リ
ッ
ク
国
・
カ
ト
リ
ッ

ク
圏
を
対
象
と
し
た
個
別
の
事
例
研
究
を
通
し
て
検
討
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
宗
派
は
教
皇
庁
を
頂
点
と
す

る
教
会
制
度
と
統
一
さ
れ
た
教
義
を
持
ち
、
そ
の
来
歴
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
国
史
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
性
格
を
有
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
多
彩
な
姿
を
取
る
歴
史
的
現
実
を
、
一
つ
の
宗
派
と
い
う
ま
と
ま
り
の
中
で
検
証
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
典
型
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
に
加
え
、
複
数
の
宗
派
が
併
存
す
る
ド
イ
ツ
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
い
っ
た
国
々
を
分
析
の
場
と
し
、
各
執
筆
者
が
個
別
に
設
定
し
た
テ
ー
マ
、
時
代
区
分
に
沿
っ
て

検
討
が
進
め
ら
れ
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
時
代
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
、
二
〇
世
紀
、
現
代
に
ま
で
及
ぶ
。
個
々
の
テ
ー
マ
こ

そ
異
な
る
も
の
の
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
局
面
と
持
続
す
る
局
面
と
が
読
み
取
り
や
す
い
よ
う
に
、
全
体
の
章
構

成
は
ほ
ぼ
時
代
順
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
各
章
の
主
題
と
ね
ら
い
を
簡
潔
に
み
て
お
こ
う
。

第
1
章
「
も
う
一
つ
の
母
性
愛
―
―
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
里
親
た
ち
」（
勝
田
俊
輔
）
は
、
ダ
ブ
リ
ン
の
捨

て
子
養
育
院
か
ら
委
託
さ
れ
て
養
育
に
あ
た
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
乳
母
た
ち
に
着
目
す
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
人
口
の
大
半
を
占

め
る
カ
ト
リ
ッ
ク
を
少
数
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
支
配
し
て
お
り
、
公
立
の
捨
て
子
養
育
院
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
養
成
す
る
機
関

と
し
て
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
当
初
、
そ
の
「
情
愛
深
さ
」
が
賞
賛
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
乳
母
た
ち
が
、
そ
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の
カ
ト
リ
ッ
ク
性
ゆ
え
に
「
里
親
失
格
」
と
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
追
い
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
「
母
性
愛
」
と
の
関
わ
り
を

様
々
な
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
く
。

続
く
第
2
章
「
B
・
ガ
ー
ボ
ル
の
苦
悩
―
―
一
九
世
紀
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
離
婚
と
（
再
）
改
宗
」（
渡
邊
昭
子
）
は
、
離
婚
と
再
婚
の

た
め
に
改
宗
し
た
一
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
「
苦
悩
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
環
境
に
生
ま
れ
育
っ
た
ガ
ー
ボ
ル

は
、「
不
運
な
結
婚
」
を
解
消
し
、
再
婚
す
る
た
め
に
、
婚
姻
の
解
消
を
認
め
て
い
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に
改
宗

し
た
が
、
そ
の
後
、
度
重
な
る
「
打
撃
」
を
負
っ
て
再
び
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
再
改
宗
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ガ
ー
ボ

ル
が
大
司
教
あ
て
に
し
た
た
め
た
二
通
の
嘆
願
書
を
手
が
か
り
に
、
彼
自
身
に
と
っ
て
の
信
仰
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
期
待
、
宗

派
帰
属
の
意
味
な
ど
が
、
当
時
の
時
代
状
況
を
ふ
ま
え
つ
つ
読
み
解
か
れ
て
い
く
。

第
（
章
「
近
代
を
生
き
る
修
道
女
た
ち
―
―
ド
イ
ツ
の
慈
善
修
道
会
施
設
に
み
る
信
仰
・
労
働
・
生
活
」（
中
野
智
世
）
は
、
一

九
世
紀
後
半
に
修
道
女
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
女
性
た
ち
に
着
目
す
る
。
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
で
は
、
修
道
生
活
を

営
み
つ
つ
救
貧
・
慈
善
や
看
護
に
従
事
す
る
女
子
修
道
会
が
次
々
と
新
設
さ
れ
、
二
〇
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
、
万
を
数
え
る
カ
ト

リ
ッ
ク
女
性
た
ち
が
修
道
女
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
邦
国
バ
イ
エ
ル
ン
の
慈
善
施
設
で
従
事
す
る
修
道
女
を
例
と

し
て
彼
女
た
ち
の
生
活
と
日
常
を
明
ら
か
に
し
、
当
時
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
修
道
女
と
い
う
「
生
き
方
」
が
持
っ
て
い
た
意
味
を

探
っ
て
い
く
。

第
4
章
「
女
性
平
信
徒
と
公
共
圏
―
―
ス
ペ
イ
ン
・
カ
ン
タ
ブ
リ
ア
地
方
に
お
け
る
ア
ク
シ
オ
ン
・
カ
ト
リ
カ
婦
人
部
の
活
動
を

例
に
（
一
九
一
二
〜
一
九
三
六
）」（
渡
邊
千
秋
）
で
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
女
性
平
信
徒
の
政
治
的
公
共
圏
に
お

け
る
活
動
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
は
、
王
政
、
独
裁
、
共
和
政
、
内
戦
と
目
ま
ぐ
る
し
く
政
治
体
制
が
い
れ
か
わ

る
大
変
動
の
時
期
に
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
そ
の
信
徒
た
ち
も
暴
力
的
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
危
機
の
時
代
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
そ
う
し
た
中
で
結
成
さ
れ
た
「
ア
ク
シ
オ
ン
・
カ
ト
リ
カ
」
の
地
方
支
部
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
婦
人
部
を
事
例
と
し
て
、
平
信
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徒
の
女
性
た
ち
が
展
開
し
た
様
々
な
社
会
事
業
が
検
討
さ
れ
る
。

第
5
章
「
生
殖
と
信
仰
―
―
両
大
戦
間
期
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
避
妊
を
め
ぐ
る
議
論
」（
長
井
伸
仁
）
で
は
、

生
殖
と
い
う
生
の
根
源
に
関
わ
る
事
象
に
着
目
す
る
。
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
人
口
停
滞
へ
の
危
機
感
か
ら
出
産
の
増
加
や
家

族
へ
の
支
援
が
国
民
的
課
題
と
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
そ
の
点
で
共
和
政
国
家
と
方
向
性
を
共
有
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中

で
広
ま
っ
た
オ
ギ
ノ
式
避
妊
法
は
、「
自
然
な
方
法
」
で
あ
り
な
が
ら
も
確
実
性
が
高
か
っ
た
た
め
、
教
会
内
で
は
賛
否
が
分
か
れ

た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
際
の
議
論
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
生
殖
に
関
す
る
問
題
が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ

て
い
た
の
か
を
、
国
家
の
そ
れ
と
も
対
比
し
な
が
ら
考
察
す
る
。

第
6
章
「
カ
ト
リ
ッ
ク
女
性
教
員
と
ラ
イ
シ
テ
―
―
フ
ラ
ン
ス
政
教
関
係
の
社
会
史
」（
前
田
更
子
）
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰

と
と
も
に
ラ
イ
シ
テ
の
共
和
国
を
生
き
抜
こ
う
と
し
た
公
立
女
性
教
員
の
姿
が
描
か
れ
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
、
政
教
分
離
体
制
を
確

立
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
公
立
学
校
が
宗
教
的
中
立
の
場
と
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
持
つ
女
性
教
員
た
ち
は
、
教
育
行
政
や
左

派
の
教
員
組
合
、
さ
ら
に
は
教
会
当
局
か
ら
も
批
判
と
猜
疑
の
目
に
さ
ら
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、「
ダ
ビ
デ
」
と
呼
ば
れ
る
カ
ト
リ

ッ
ク
の
公
立
女
性
教
員
グ
ル
ー
プ
に
集
っ
た
女
性
た
ち
が
、
自
身
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
ラ
イ
シ
テ
の
学
校
で
の
宗
教
的
中
立
性
を

ど
う
捉
え
、
政
教
分
離
体
制
を
い
か
に
受
容
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
検
討
さ
れ
る
。

第
7
章
「
独
ソ
戦
に
従
軍
し
た
司
祭
ペ
ラ
ウ
の
日
常
」（
尾
崎
修
治
）
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
従
軍
司
祭
が
残
し
た
日
記
を
手
が

か
り
に
、
戦
場
に
お
け
る
宗
教
に
つ
い
て
考
え
る
。
不
条
理
な
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
戦
場
に
お
い
て
は
少
な
か
ら
ぬ
兵
士
が
信
仰
に

「
回
帰
」
し
た
と
さ
れ
る
が
、
兵
士
の
信
仰
上
の
ケ
ア
を
担
う
た
め
に
軍
隊
に
同
行
し
、
戦
場
で
礼
拝
や
ミ
サ
を
執
行
し
、
出
撃
す

る
兵
士
に
秘
跡
を
授
け
、
傷
病
兵
に
寄
り
添
っ
て
そ
の
死
を
看
取
り
、
埋
葬
す
る
と
い
っ
た
司
牧
業
務
を
行
っ
た
の
が
従
軍
司
祭
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
「
絶
滅
戦
争
」
と
し
て
苛
烈
を
極
め
た
独
ソ
戦
に
従
軍
し
た
一
人
の
司
祭
の
目
を
通
し
て
、

前
線
兵
士
の
信
仰
や
占
領
地
の
宗
教
状
況
な
ど
、
戦
場
の
宗
教
の
あ
り
よ
う
が
描
か
れ
る
。
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第
8
章
「
家
族
と
国
家
―
―
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
児
童
手
当
導
入
に
み
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
論
理
」（
芦
部
彰
）
で
は
、
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
と
家
族
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
が
分
析
の
対
象
と
な
る
。
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
、
家
族
は
国
家
に
先
行
す
る
自
然
法
的
存
在

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
国
家
に
家
族
の
保
護
や
支
援
を
求
め
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
家
族
の
位
置
づ
け
を
損
な
う
介
入
や
、

家
族
を
社
会
工
学
的
な
操
作
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
政
治
に
影
響
力
を
持
っ
て
い

た
カ
ト
リ
ッ
ク
政
治
家
や
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
社
会
団
体
な
ど
が
、
家
族
賃
金
や
児
童
手
当
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
議
論
を
追
い
な
が

ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
族
観
、
社
会
秩
序
観
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
9
章
「『
夫
婦
の
愛
、
神
へ
の
道
』
―
―
二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
・
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
お
け
る
「
カ
ッ
プ
ル
」」（
寺
戸
淳
子
）

は
、
二
〇
世
紀
に
新
た
に
登
場
し
た
男
女
の
「
カ
ッ
プ
ル
」
と
い
う
人
間
観
に
着
目
す
る
。
二
〇
世
紀
半
ば
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
伝

統
的
な
社
会
秩
序
や
家
族
観
、
性
規
範
の
変
化
を
背
景
に
、「
家
父
長
と
妻
子
か
ら
な
る
家
族
」
や
、「
子
ど
も
に
対
す
る
父
母
と
し

て
の
夫
婦
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
対
の
男
女
の
結
び
つ
き
と
し
て
の
夫
婦
と
「
人
間
愛
」
に
価
値
を
見
出
し
、
祝
福
さ
れ
る
こ

と
を
求
め
る
信
徒
が
現
れ
た
。
こ
こ
で
は
、「
エ
キ
ッ
プ
・
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
」
と
称
さ
れ
る
平
信
徒
カ
ッ
プ
ル
の
活
動
と
そ
れ
を

指
導
し
た
ア
ン
リ
・
カ
フ
ァ
レ
ル
神
父
の
生
涯
と
言
動
を
追
い
な
が
ら
、
カ
ッ
プ
ル
と
し
て
の
「
結
婚
の
霊
性
」
の
形
成
過
程
を
た

ど
り
、
そ
こ
に
表
れ
た
「
人
間
観
」
の
意
義
を
検
討
す
る
。

第
10
章
「
わ
れ
ら
を
試
み
に
引
き
給
わ
ざ
れ
、
わ
れ
ら
を
悪
よ
り
救
い
給
え
―
―
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
聖
職
者
に
よ
る
児

童
性
虐
待
を
め
ぐ
る
考
察
」（
村
上
信
一
郎
）
は
、「
宗
教
改
革
以
来
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
最
大
の
危
機
」
と
も
言
わ
れ
る
、
司
祭
に

よ
る
児
童
性
虐
待
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
す
で
に
中
世
か
ら
一
部
の
聖
職
者
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
て
い
た
こ
の
問
題
は
、
教
会
の

「
現
代
化
」
を
目
指
し
た
は
ず
の
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
に
よ
っ
て
も
解
決
に
は
至
ら
ず
、
二
一
世
紀
の
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
端
を
発
す
る
告
発
の
波
が
世
界
各
地
に
広
が
る
中
で
、
教
皇
庁
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
て
き
た
の
か

が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
抱
え
る
構
造
的
諸
問
題
と
と
も
に
検
証
さ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
様
々
な
局
面
で
人
々
の
「
生
」
を
規
定
す
る
宗
教
の
力
を
―
―
あ
る
と
き
は
逆
境
を
生
き
抜
く
命
綱
と

な
る
一
方
で
、
あ
る
と
き
は
生
涯
を
縛
り
つ
け
る
鉄
鎖
と
も
な
る
―
―
、
個
別
の
主
題
に
沿
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
い
う
一
宗
派
に
分
析
対
象
を
限
定
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
カ
ト
リ
ッ
ク
国
、
地
域
を
取
り
上
げ
た
社
会
史

的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
論
集
は
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
国
内
外
で
も
珍
し
い
も
の
と
思
わ
れ

）
4
（

る
。
宗
教
史
研
究
は
各
国
の
宗
派
状

況
や
史
学
史
的
背
景
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
こ
と
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
象
を
限
定
す
る
場
合
に
は
、
教

会
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
他
方
、
本
書
の
よ
う
に
生
活
世
界
に
着
目
し
た
社
会
史
研
究
は
、「
奇
跡
」
や

「
巡
礼
」
な
ど
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
事
象
を
テ
ー
マ
と
す
る
場

）
5
（

合
を
除
き
、
特
定
の
宗
派
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

本
書
が
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
着
目
す
る
理
由
は
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
、
本
書
は
、
本
書
の
執
筆
者
の
大
半

が
以
前
か
ら
進
め
て
き
た
共
同
研
究
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。
二
〇
一
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
キ
リ
ス
ト
教
―
―
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
社
会

）
6
（

史
』
は
、
そ
の
最
初
の
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
一
般
に
近
代
の
「
対
抗

勢
力
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
近
代
の
諸
制
度
や
社
会
シ
ス
テ
ム
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
、
政

治
、
教
育
、
労
働
、
福
祉
と
い
っ
た
分
野
の
事
例
研
究
を
通
し
て
検
討
し
た
。
同
書
を
上
梓
し
た
後
、
こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
理

念
、
組
織
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
支
え
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
と
き
に
、
次
な
る
検
討
課
題
と
し
て
浮

か
び
上
が
っ
た
の
が
本
書
の
掲
げ
る
人
々
の
生
活
世
界
に
根
づ
い
た
宗
教
性
、
そ
の
実
態
と
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

前
著
と
本
書
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
持
つ
力
、
あ
る
種
の
「
耐
性
」
を
よ
り
立

体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。




