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宮
沢
賢
治
と
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
相
―
―
補
論

富　

山　

英　

俊

一
、
は
じ
め
に

　

こ
こ
で
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
発
表
し
た
、
賢
治
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の

接
触
の
諸
相
に
つ
い
て
の
論
考
「
宮
沢
賢
治
と
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
相
―

「
天
国
」
と
「
神
の
国
」
の
い
く
つ
か
の
像
」、
お
よ
び
「
宮
沢
賢
治
と
キ

リ
ス
ト
教
の
一
面
（
反
語
の
教
師
イ
エ
ス
）
と
仏
教
の
一
面
（
本
覚
思

想
）
―
（
上
）・（
下
）」（1）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
で
扱
わ
な
か
っ
た
諸
点

や
連
関
に
つ
い
て
補
足
を
し
た
い
。
こ
れ
は
、「
賢
治
キ
リ
ス
ト
教
学
」

の
み
な
ら
ず
「
賢
治
仏
教
学
」
に
も
触
れ
る
補
論
で
あ
る
。

　

第
一
の
論
考
で
述
べ
た
よ
う
に
、
賢
治
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
す
で
に
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
や
強
い

親
近
性
を
も
つ
論
者
の
場
合
に
、
キ
リ
ス
ト
教
「
一
般
」
か
ら
の
感
化
を

発
見
す
る
こ
と
に
満
足
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
の
個
別
性
、
歴
史
性
を

見
な
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
私
見
で
は
、
詩
「
一
五
八　
〔
北

上
川
は
熒
気
を
な
が
し
ィ
〕」
中
の
「
あ
た
ら
し
い
ク
リ
ス
ト
」
と
、
詩

「
一
〇
四
九　

基
督
再
臨
」
で
の
「
神
の
ひ
と
り
子
エ
ス
」
と
は
対
照
的
で

あ
り
、
前
者
は
成
瀬
仁
蔵
、
後
者
は
内
村
鑑
三
に
源
泉
を
も
つ
。
つ
ま
り
、

人
間
の
業
に
よ
る
「
神
の
国
」
の
準
備
を
期
待
す
る
宗
教
観
と
、
絶
対
者

の
突
然
の
介
入
を
待
つ
再
臨
思
想
と
で
あ
る
。
他
方
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」

は
、
二
つ
の
十
字
架
の
あ
い
だ
の
旅
を
描
き
、
讃
美
歌
が
歌
わ
れ
る
情
景

等
を
含
む
が
、
そ
こ
で
家
庭
教
師
青
年
の
示
す
「
天
国
」
像
は
、
心
性
の

歴
史
家
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
が
描
く
よ
う
な
、
近
代
市
民
の
核
家
族

の
理
想
の
投
影
物
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
拙
論
で
見
た
よ
う
に
、
花
鳥
童
話
「
め
く
ら

ぶ
だ
う
と
虹
」
で
、「
め
く
ら
ぶ
だ
う
」
を
諭
す
「
虹
」
は
、
イ
エ
ス
が
ソ

ロ
モ
ン
の
栄
華
と
野
の
花
と
の
価
値
判
断
を
逆
転
さ
せ
る
高
名
な
譬
え
を
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引
く
が
、
じ
つ
は
そ
の
後
で
、
そ
の
転
倒
は
さ
ら
に
転
倒
さ
れ
る
（
だ
が

そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
て
い
な
い
）。
そ
こ
に
は
、
暁
烏
敏
と
の
少

年
時
か
ら
の
接
触
等
を
通
じ
て
の
親
鸞
主
義
の
影
響
を
、
一
源
泉
と
し
て

想
定
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
賢
治
作
品
と
い
う
多
彩
に
変
転
す
る
万
華
鏡
の
う
ち
の
若

干
の
断
片
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
視
点
次
第
だ
ろ
う
が
、
賢
治
詩
学
の
根

本
特
徴
、
そ
の
多
元
性
や
多
声
性
に
関
わ
る
事
例
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ

の
源
泉
に
触
れ
る
と
言
え
る
。
そ
の
あ
る
も
の
は
、「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」、

心
の
現
象
が
こ
と
ば
と
な
り
、
こ
と
ば
と
し
て
変
移
展
開
す
る
世
界
の
特

異
性
を
体
現
し
て
い
る
。

　

―
な
お
、
既
出
論
文
で
と
同
様
に
こ
こ
で
も
他
の
論
者
た
ち
の
作
品

解
釈
を
参
照
す
る
が
、
念
の
た
め
に
確
認
す
る
な
ら
筆
者
は
、
作
品
経
験

と
は
客
体
の
認
知
で
な
く
、
各
人
の
常
識
に
導
か
れ
た
読
者
た
ち
に
よ
っ

て
意
味
が
生
成
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
を
取
る
（
現
在
の
文

学
研
究
で
は
ご
く
常
識
的
で
あ
ろ
う
が
）。
し
た
が
っ
て
同
一
作
品
に
つ

い
て
、
異
な
っ
た
先
入
見
に
よ
る
複
数
の
読
み
が
そ
れ
ぞ
れ
お
の
ず
か
ら

生
じ
る
の
は
当
然
の
事
態
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
宗
教
」
に
関
す
る
根
本

的
な
世
界
観
の
違
い
が
関
与
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ら
の
差
異
は
際
立
つ
だ

ろ
う
。

二
、「
一
五
八　
〔
北
上
川
は
熒
気
を
な
が
し
ィ
〕」
の 

　
　
「
あ
た
ら
し
い
ク
リ
ス
ト
」

　

こ
の
「
一
九
二
四
、七
、一
五
、
」
の
日
付
を
も
つ
詩
（
だ
が
実
際
は
賢
治

晩
年
ま
で
改
稿
が
続
い
た
）
の
、「
春
と
修
羅　

第
二
集
」
未
刊
草
稿
で
の

最
終
形
（2）

に
は
、
あ
る
女
性
が
語
る

（
ク
リ
ス
マ
ス
な
ら
毎
日
だ
わ

　

受
難
日
だ
っ
て
毎
日
だ
わ

　

あ
た
ら
し
い
ク
リ
ス
ト
は

　

千
人
だ
っ
て
き
か
な
い
か
ら

　

万
人
だ
っ
て
き
か
な
い
か
ら
）

と
い
う
一
節
が
あ
っ
た
（
一
〇
一
）。
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
」
像
は
、
そ
の
唯

一
無
二
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
と
は
響
か
ず
、
た
と
え
ば
内
村
鑑
三
の
再

臨
思
想
に
由
来
す
る
と
は
考
え
に
く
い
（
内
村
の
花
巻
出
身
の
高
弟
、
斎

藤
宗
次
郎
と
、
賢
治
と
の
交
流
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
）。
改
稿
の
こ

の
段
階
で
の
作
品
は
、
詩
人
の
実
人
生
と
の
関
係
に
お
い
て
、
賢
治
と
妹

ト
シ
と
弟
清
六
と
を
基
に
す
る
と
、
詩
自
体
か
ら
無
理
な
く
想
定
で
き

る
。
ま
た
、
こ
れ
は
若
干
の
手
入
れ
を
経
て
一
九
三
三
年
七
月
に
「
花
鳥

図
譜
・
七
月
・
」（3）
と
し
て
雑
誌
「
女
性
岩
手
」
に
発
表
さ
れ
た
が
、
そ

れ
を
一
環
と
し
て
十
二
か
月
を
扱
う
「
花
鳥
図
譜
」
連
作
の
構
想
メ
モ
（4）

に
は
、「
七
月　

北
上
川　

魚
狗
、
同
胞
三
人
」
と
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
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こ
の
「
キ
リ
ス
ト
」
像
の
淵
源
と
し
て
、
ト
シ
が
学
ん
だ
日
本
女
子
大
学

の
創
設
者
、
成
瀬
仁
蔵
の
思
想
圏
を
考
え
る
こ
と
は
、
無
理
の
な
い
連
想

と
言
え
る
。

　

成
瀬
は
は
じ
め
牧
師
だ
っ
た
が
、
後
に
教
会
を
離
れ
諸
宗
教
の
合
致

を
言
う
「
帰
一
思
想
」
を
説
い
た
。
成
瀬
の
文
脈
で
「
あ
た
ら
し
い
ク
リ

ス
ト
」
を
言
う
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
と
示
す
た
め
に
、
筆
者
は
先
の
論
文

で
は
、
キ
リ
ス
ト
を
「
釈
迦
や
そ
の
他
」
と
同
じ
宗
教
的
偉
人
と
し
て
語

る
成
瀬
の
一
節
（5）

を
引
い
た
。
繰
り
返
せ
ば
、
こ
の
発
想
は
、
内
村
の

「
キ
リ
ス
ト
」
像
、
予
期
不
能
に
人
間
の
歴
史
に
介
入
し
、
神
に
よ
る
救

済
史
を
完
遂
す
る
絶
対
者
と
は
対
極
的
だ
が
、
ま
さ
に
内
村
の
再
臨
運
動

を
批
判
す
る
な
か
で
、
成
瀬
に
近
い
立
場
の
キ
リ
ス
ト
者
が
「
あ
た
ら
し

い
ク
リ
ス
ト
」
を
語
る
事
例
が
あ
っ
た
。
黒
川
知
文
の
『
内
村
鑑
三
と
再

臨
思
想
』（6）
は
、
当
時
の
各
教
派
か
ら
の
内
村
批
判
を
紹
介
し
て
い
る
が
、

キ
リ
ス
ト
の
神
性
を
認
め
な
い
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
内
ケ
崎
作
三
郎
は
、

一
九
一
九
年
に
こ
う
記
し
た
。

　

此
の
如
き
世
界
終
末
の
思
想
は
、
基
督
以
前
約
二
百
年
間
猶
太
民

族
の
大
な
る
理
想
で
あ
っ
て
此
の
世
の
終
り
と
共
に
、
救
主
は
天
よ

り
降
つ
て
彼
等
を
救
ひ
給
ふ
べ
し
と
、
猶
太
人
は
信
じ
た
の
で
あ
る
。

時
代
思
想
の
反
映
に
他
な
ら
ぬ
。
…
…
聖
書
の
是
等
の
記
事
は
皆

千
八
百
何
十
年
か
の
昔
に
物
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
當
時
の
環
境
は
、

今
日
の
そ
れ
と
は
大
い
に
変
わ
っ
て
居
っ
た
。
我
等
は
其
が
聖
書
に

記
さ
れ
た
る
の
故
を
以
て
、
之
を
信
ず
べ
き
理
由
は
な
い
。
…
…
基

督
の
再
臨
は
何
の
た
め
か
。
ミ
レ
ニ
ウ
ム
の
た
め
で
あ
る
。
苟
も
理

想
社
会
の
建
設
に
向
っ
て
努
力
す
る
の
人
は
、
皆
悉
く
再
臨
せ
る
基

督
で
な
い
か
、
基
督
の
権
化
で
は
あ
る
ま
い
か
。（
一
五
五
）

　

こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
合
理
主
義
に
順
応
す
る
宗
教
思
想
に
お
い
て
、

キ
リ
ス
ト
の
教
え
は
、
人
間
の
作
り
う
る
理
想
社
会
と
し
て
の
「
千
年
王

国
」
建
設
に
あ
る
と
了
解
さ
れ
、
そ
こ
に
す
ぐ
れ
て
参
画
す
る
者
は
す
べ

て
「
キ
リ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
う
る
。

　

だ
が
さ
て
、
そ
の
詩
自
体
に
戻
る
な
ら
、「
あ
た
ら
し
い
ク
リ
ス
ト
」

を
言
う
一
節
の
直
前
は
、
兄
が
カ
ワ
セ
ミ
を
「
ミ
チ
ア
」
と
呼
び
妹
に
謎

か
け
を
す
る
対
話
だ
っ
た
。

（
何
よ　

ミ
チ
ア
っ
て
）

（
あ
い
つ
の
名
だ
よ

　

ミ
の
字
は
せ
な
か
の
な
め
ら
か
さ

　

チ
の
字
は
く
ち
の
と
が
っ
た
工
合

　

ア
の
字
は
つ
ま
り
愛
称
だ
な
）

（
マ
リ
ア
の
ア
の
字
も
愛
称
な
の
？
）

（
は
は
は
、
来
た
な

　

聖
母
は
し
か
く
の
の
し
り
て

　

ク
リ
ス
マ
ス
を
ば
待
ち
た
ま
ふ
だ
）

（
ク
リ
ス
マ
ス
な
ら
毎
日
だ
わ

　
﹇
…
…
﹈
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妹
は
「
ミ
チ
ア
」
の
響
き
か
ら
「
マ
リ
ア
」
を
連
想
す
る
が
、
そ
の
「
ア
の

字
も
愛
称
な
の
？
」
と
い
う
台
詞
は
、
こ
の
詩
全
体
の
調
子
に
似
合
っ
て

遊
戯
的
だ
。
そ
れ
に
応
え
て
兄
は
、
七
五
調
の
戯
れ
歌
で
、
の
の
し
り
女

で
あ
る
聖
母
を
口
に
す
る
。
妹
が
と
も
あ
れ
キ
リ
ス
ト
教
を
話
題
に
載
せ

る
と
、
兄
は
ノ
ン
セ
ン
ス
で
か
ら
か
う
が
、
か
り
に
こ
の
素
材
か
ら
賢
治

の
実
人
生
を
思
い
描
く
な
ら
（
不
確
実
を
免
れ
な
い
が
避
け
が
た
い
誘
い

で
あ
る
）、
妹
が
首
都
で
の
教
育
成
果
を
東
京
の
女
こ
と
ば
で
示
す
（
実

際
の
ト
シ
が
そ
う
し
た
か
は
分
か
ら
な
い
）
の
を
兄
は
い
と
し
く
思
い
な

が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
実
際
の
信
仰
の
兆
し
が
あ
る
な
ら
違
和
感
を
も

つ
、
と
い
っ
た
状
況
を
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
作
品
の
展
開
は

そ
の
主
題
に
拘
泥
せ
ず
、
鳥
や
花
を
機
知
に
溢
れ
て
観
察
す
る
会
話
を
継

続
し
て
、
最
後
は
松
の
林
の
な
か
で
の
妹
の

（
ま
あ
あ
た
し

　

ラ
マ
ー
キ
ア
ナ
の
花
粉
で
い
っ
ぱ
い
だ
わ
）

　
　
　
　

イ
リ
ス
の
花
は
し
づ
か
に
燃
え
る

と
い
う
、
じ
つ
に
官
能
的
な
台
詞
で
終
る
（
一
〇
四
）。「
あ
た
ら
し
い
ク

リ
ス
ト
」
の
箇
所
の
語
調
を
ど
う
聴
き
と
る
か
は
、
読
者
に
よ
り
様
々
だ

ろ
う
が
、
こ
の
段
階
の
作
品
に
お
い
て
は
、
あ
る
純
一
な
宗
教
的
理
想
主

義
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
詩
は
対
話
的
か
つ
多
声
的
で
あ
り
、
ま
た
戯
れ
歌
の
諧
謔
に
導
か

れ
て
い
る
か
ら
、
賢
治
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
を
直
線
的
に
そ
こ
に
読

み
取
る
の
は
難
し
い
作
品
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
イ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
で
あ
る
賢
治
研
究
者
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
つ
ぎ
の
評
言

に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
（7）
。
―
「
賢
治
の
本
当
の
意
図
は
な
ん
だ
ろ
う

か
、
把
握
し
に
く
い
﹇
…
…
作
品
中
の
女
性
は
﹈
賢
治
と
の
間
で
キ
リ
ス

ト
の
降
誕
、
受
難
と
磔
刑
に
つ
い
て
の
議
論
を
交
わ
し
て
い
る
に
違
い
な

い
。
ク
リ
ス
マ
ス
や
受
難
日
が
毎
日
の
よ
う
に
起
こ
り
、
新
し
い
キ
リ
ス

ト
も
誕
生
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
比
喩
表
現
に
す
ぎ

な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
贖
罪
を
得
て
毎
日
生
ま

れ
変
わ
っ
て
い
る
人
も
多
い
﹇
…
…
﹈
し
か
し
賢
治
は
そ
の
説
を
あ
ま
り

ま
じ
め
に
受
け
取
っ
て
い
な
い
ら
し
い
﹇
…
…
﹈
要
す
る
に
﹇
…
…
﹈
キ
リ

ス
ト
教
の
奥
義
と
も
言
え
る
キ
リ
ス
ト
の
降
臨
と
受
難
・
磔
刑
・
贖
罪
の

神
秘
に
よ
る
人
類
の
救
済
に
対
し
て
か
な
り
懐
疑
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え

る
」（
三
三
六
―
三
七
）。

三
、「
一
五
八　
〔
北
上
川
は
熒
気
を
な
が
し
ィ
〕」
へ
の
作
品
生
成

　

だ
が
さ
て
、
こ
の
作
品
は
草
稿
最
終
形
さ
ら
に
雑
誌
発
表
形
に
至
る
ま

で
に
、
賢
治
の
多
く
の
詩
で
と
同
様
に
、
複
雑
な
改
稿
過
程
を
経
た
。
賢

治
自
ら
が
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
名
づ
け
た
詩
群
は
、
経
験
の
記
録
で
あ

る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
じ
つ
は
そ
の
改
稿
に
お
い
て
主
題
の
改
変
や
変
移
、

日
付
の
変
更
や
消
失
、
複
数
作
品
へ
の
分
裂
や
他
作
品
か
ら
の
要
素
の
流

入
な
ど
を
孕
む
こ
と
は
、
賢
治
詩
研
究
の
ひ
と
つ
の
焦
点
で
あ
る
。
そ
の

な
か
で
「
春
と
修
羅　

第
二
集
」
に
つ
い
て
は
、
天
沢
退
二
郎
、
杉
浦
静
、
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榊
昌
子
（8）

な
ど
に
よ
る
多
く
の
事
例
の
分
析
が
あ
り
、
こ
の
詩
に
関
し

て
は
栗
原
敦
の
詳
細
な
論
考
（9）

が
あ
る
（
そ
れ
は
賢
治
晩
年
ま
で
の
口
語

詩
の
改
稿
や
、
そ
こ
で
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
概
念
の
変
容
と
い
う
一
般
的
問

題
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
）。

　
『
新
校
本
全
集
』
第
三
巻
校
異
篇
（10）

に
見
ら
れ
る
、
こ
の
詩
の
形
成
過

程
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
は
後
か
ら
入
り
込
み
、
始
め
か
ら
存

在
し
た
の
は
、
川
沿
い
の
爽
や
か
な
大
気
や
、
森
の
な
か
の
官
能
的
な

情
景
へ
の
思
慕
と
い
う
主
題
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
題
名
が
「
一
五
八　

夏

幻
想
」
で
あ
っ
た
初
期
形
態
（
日
付
は
「
一
九
二
四
、七
、一
二
、
」）
に
は
、

「
紺
青
の
地
平
線
か
ら
／
か
す
か
な
茶
色
の
け
む
り
が
あ
が
る
／
イ
ー
ハ

ト
ー
ブ
川
は
𤂖マ
マ

気
を
な
が
し
／
山
は
ま
ひ
る
の
う
れ
ひ
を
な
が
す
」
や
、

「（
ま
あ
あ
た
し
／
月
見
草
の
花
粉
で
い
っ
ぱ
い
だ
わ
）
／
ア
イ
リ
ス
の
火

は
ぼ
そ
ぼ
そ
燃
え
る
」（
二
三
一
）
と
い
っ
た
詩
行
が
見
ら
れ
た
（「
下
書

稿
（
一
）」）。
だ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、
発
想
と
主
題
の
重
な
る
別
の
詩

「
一
六
五　

夏
」（
日
付
は
「
一
九
二
四
、七
、一
三
、
」）
も
存
在
し
て
（「
下

書
稿
（
二
）」）、
そ
の
二
つ
が
合
体
し
て
「
一
五
八　

夏
幻
想
」
の
別
形
態

が
成
立
し
た
（「
下
書
稿
（
三
）」）。

　
「
せ
な
か
の
な
め
ら
か
」
と
「
口
の
と
が
っ
た
」
が
特
徴
の
「
ミ
チ
ア
」

は
そ
の
段
階
で
登
場
し
た
が
、
そ
こ
で
「
ア
の
字
は
つ
ま
り
愛
称
だ
な
）」

に
続
く
の
は
、

（
そ
ん
な
ら
豚
も
ミ
チ
ア
ね
え
）

と
い
う
行
だ
っ
た
（
二
三
五
）。
詩
の
語
り
手
は
「（
か
な
は
な
い
な　

お

ま
へ
に
は
）」
と
応
じ
る
が
、
そ
の
草
稿
で
は
「
や
れ
や
れ
一
年
も
東
京
で

音
楽
な
ど
や
っ
た
ら
／
す
っ
か
り
す
れ
て
し
ま
っ
た
も
ん
だ
」（
二
三
六
）

と
い
う
台
詞
も
あ
り
、
こ
れ
は
兄
と
妹
と
の
対
話
と
は
取
れ
る
だ
ろ
う

（
が
他
の
解
釈
も
あ
り
え
る
）。
こ
こ
で
、「
下
書
稿
（
一
）」
以
来
の
花
粉

を
浴
び
る
女
性
は
、
始
め
か
ら
妹
（
の
変
形
）
と
し
て
思
い
描
か
れ
た
の

か
、
途
中
か
ら
妹
の
像
が
混
ざ
り
変
容
し
た
の
か
、
ど
ち
ら
と
も
語
れ

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
か
り
に
万
一
詩
人
に
訊
け
た
と
し
て
「
わ
か
ら
な

い
」
と
い
う
答
が
戻
り
か
ね
な
い
問
い
で
あ
る
。
栗
原
は
、
こ
の
詩
を
妹

ト
シ
追
慕
と
い
う
文
脈
だ
け
で
語
る
こ
と
に
批
判
的
で
、
作
中
の
虚
構

的
要
素
や
東
京
の
女
こ
と
ば
に
焦
点
を
当
て
、
さ
ら
に
別
の
論
（11）

で
は
、

そ
の
東
京
こ
と
ば
へ
の
関
心
や
、
俗
謡
的
な
リ
ズ
ム
の
利
用
を
、
賢
治
の

一
九
二
八
年
の
東
京
滞
在
を
素
材
と
す
る
詩
篇
群
に
関
連
づ
け
て
い
る
。

　

次
の
「
下
書
稿
（
四
）」
は
、
そ
の
一
部
が
切
り
取
ら
れ
「
下
書
稿
（
五
）」

に
貼
ら
れ
て
利
用
さ
れ
た
部
分
し
か
残
ら
な
い
。
そ
の
「
下
書
稿
（
五
）」

（
日
付
は
「
一
九
二
四
、七
、一
五
、
」
に
変
わ
っ
た
）
の
段
階
で
、「（
そ
ん

な
ら
豚
も
ミ
チ
ア
ね
え
）」
は
、「（
マ
リ
ア
の
ア
の
字
も
愛
称
な
の
？
）」

と
な
っ
た
（「
下
書
稿
（
四
）」
の
現
存
し
な
い
部
分
で
変
わ
っ
て
い
た
可

能
性
も
皆
無
で
は
な
い
が
）。
兄
は
ふ
ざ
け
て
「
聖
母
は
し
か
く
の
の
し

り
て
」
と
応
え
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
「
ク
リ
ス
マ
ス
を
ば
待
ち
た
ま
ふ

だ
」
と
は
続
か
な
い
。
妹
に
不
敬
を
咎
め
る
様
子
は
な
く
、
や
り
取
り
は

即
興
の
戯
れ
歌
作
り
に
移
る
（
二
三
八
）。
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（
は
は
は　

来
た
な 

聖
母
は
し
か
く
の
の
し
り
て 

フ
ェ
ル
ト
草
履
は
は
き
た
ま
ふ 

き
み
は
あ
か
し
ろ
だ
ん
だ
ら
の
…
…
） 

　
　

…
…
ジ
ラ
フ
で
は
な
い
縞
馬
は 

　
　
　
　

何
と
い
っ
た
か　

縞
馬
は 

　
　
　
　

な
ん
で
も
ジ
ラ
フ
に
似
て
ゐ
た
が
…
… 

（
つ
ぎ
は
ど
う
？
）（
う
ん
つ
ぎ
は　

え
ゝ
と
…
…
） 

　
　

…
…
き
み
は
あ
か
し
ろ
だ
ん
だ
ら
の 

　
　
　
　

縞
馬
に
こ
そ
似
た
り
け
れ
で
は 

　
　
　
　

も
う
一
ぺ
ん
に
怒
っ
て
し
ま
う

　
　
　
　

こ
れ
は
結
局
云
は
れ
な
い

（
つ
ぎ
は
で
き
な
い
） 

（
い
ま
の
は
も
の
に
な
ら
な
い
や
う
だ
） 

（
ト
ロ
バ
ト
ー
レ
も
お
ち
ぶ
れ
た
わ
ね
） 

「
ゼ
ブ
ラ
」
を
思
い
出
せ
な
い
兄
は
行
き
詰
っ
て
降
参
す
る
が
、
思
い
出

そ
う
と
す
る
そ
の
三
行
も
七
五
調
で
語
ら
れ
る
。
こ
の
一
節
は
音
数
律
を

巧
み
に
操
り
、
そ
れ
自
体
が
ま
さ
に
「
ト
ロ
バ
ト
ー
レ
」
吟
遊
詩
人
の
こ

と
ば
の
業
と
な
っ
て
い
る
。

　

だ
が
さ
て
、「
下
書
稿
（
四
）」
ま
で
は
「
春
と
修
羅　

第
二
集
」
の
作
品

に
付
さ
れ
た
日
付
に
近
い
時
期
の
使
用
を
想
定
で
き
る「
赤
罫
詩
稿
用
紙
」

に
書
か
れ
た
が
、
こ
の
「
下
書
稿
（
五
）」
は
か
な
り
後
に
使
わ
れ
た
「
黄

罫
詩
稿
用
紙
」
に
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
正
確
な
時
期
は
確
定
し
に
く
い

が
、
こ
の
詩
の
場
合
は
あ
る
事
情
で
、
一
九
二
六
年
以
降
も
改
稿
が
続
い

た
こ
と
を
確
言
で
き
る
。
つ
ま
り
「
下
書
稿
（
五
）」
上
で
の
別
筆
記
具
に

よ
る
手
入
れ
の
う
ち
に
は
、
二
六
年
の
事
象
が
入
り
込
ん
で
い
る
。「
ク

リ
ス
マ
ス
を
ば
待
ち
た
ま
ふ
だ
」
も
現
れ
る
そ
の
一
節
を
示
せ
ば

（
聖
母
は
し
か
く
の
の
し
り
て
ク
リ
ス
マ
ス
を
ば
待
ち
た
ま
ふ
だ
） 

（
ク
リ
ス
マ
ス
な
ん
か 

も
う
前
世
紀
の
夢
だ
わ
よ 

新
し
い
聖
母
は 

マ
ル
チ
ネ
の
「
夜
」
の
な
か
に
居
る
わ
） 

（
そ
の
芝
居
見
た
か
い
） 

（
見
た
わ
） 

で
あ
る
（
二
四
一
）。
マ
ル
セ
ル
・
マ
ル
チ
ネ
の
『
夜
』
は
二
六
年
に
築
地

小
劇
場
で
上
演
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
栗
原

の
本
が
紹
介
す
る
が
（
三
一
〇
―
一
二
）、
革
命
の
浮
沈
を
見
つ
つ
絶
望

し
な
い
老
母
を
示
す
（12）
。
こ
こ
で
妹
は
、
作
品
の
日
付
と
は
一
致
し
な
い

革
命
演
劇
を
語
る
左
翼
娘
に
変
じ
て
い
る
。
改
稿
の
常
識
を
超
え
る
こ
う

し
た
変
移
の
生
じ
る
賢
治
の
精
神
と
は
じ
つ
に
不
思
議
な
場
所
で
あ
る

が
、
ま
た
こ
こ
に
は
、
か
つ
て
詩
「
津
軽
海
峡
」（13）
で
「
た
ヾ
岩
手
県
の

花
巻
と
／
小
石
川
の
責
善
〔
〕
寮
と
／
二
つ
だ
け
し
か
知
ら
な
い
で
／
ど

こ
か
ち
が
っ
た
処
へ
行
っ
た
お
ま
へ
が
／
ど
ん
な
に
私
に
か
な
し
い
か
」
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（
四
六
〇
）
と
嘆
じ
た
妹
の
い
く
つ
も
の
転
生
の
ひ
と
つ
が
生
起
し
て
い
る
、

と
も
感
知
で
き
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
魅
力
的
な
一
節
だ

が
、
さ
ら
な
る
手
直
し
を
同
一
筆
記
具
で
受
け
た
。

（
聖
母
は
し
か
く
の
の
し
り
て
ク
リ
ス
マ
ス
を
ば
待
ち
た
ま
ふ
だ
） 

（
ク
リ
ス
マ
ス
な
ら
毎
日
だ
わ
／
受
難
日
だ
っ
て
毎
日
だ
わ 

あ
た
ら
し
い
ク
リ
ス
ト
が 

百
で
も
千
で
も
き
か
な
い
ん
だ
か
ら 

「
あ
た
ら
し
い
ク
リ
ス
ト
」
は
こ
こ
に
登
場
し
た
が
、
そ
れ
に
続
く
の
は

始
め
は兄

さ
ん
だ
っ
て 

し
っ
か
り
し
な
い
と
お
く
れ
る
わ

の
二
行
だ
っ
た
（
二
四
一
）。
こ
の
勝
気
な
妹
の
「
お
く
れ
る
わ
」
と
い
う

言
い
方
は
、
こ
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
」
像
は
偉
人
の
譬
え
で
あ
り
、
成
瀬
や

内
ケ
崎
の
思
想
圏
に
属
す
こ
と
を
よ
く
示
す
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教

に
基
づ
く
社
会
改
革
者
を
「
キ
リ
ス
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
革
命
運
動
内
の
慈
母
が
「
聖
母
」
と
な
る
こ
と
は
同
種
の
発
想
だ
か
ら
、

そ
の
転
移
が
生
じ
た
賢
治
の
精
神
は
、
ト
シ
の
伝
え
た
成
瀬
的
な
「
キ
リ

ス
ト
」
の
内
容
を
概
ね
理
解
し
て
い
た
、
と
推
測
は
で
き
る
。
ま
た
こ
の

改
稿
過
程
か
ら
し
て
、
賢
治
は
そ
れ
を
、
揺
る
が
す
べ
か
ら
ざ
る
厳
粛
な

も
の
と
は
見
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
の
「
お
く
れ
る
わ
」
は
、
つ
ぎ
の
改
稿
で
消
さ
れ
、
よ
う
や
く
定
稿

の
「
あ
た
ら
し
い
ク
リ
ス
ト
は
／
千
人
だ
っ
て
き
か
な
い
か
ら
／
万
人
だ

っ
て
き
か
な
い
か
ら
）」
の
形
が
現
れ
た
。
と
は
い
え
草
稿
や
宗
教
思
想

史
の
文
脈
は
作
品
経
験
を
限
定
す
べ
き
で
な
く
、
定
稿
の
そ
の
一
節
に
宗

教
的
熱
誠
を
感
じ
て
い
け
な
い
は
ず
は
な
い
。
他
方
、
こ
の
改
稿
過
程
に

現
れ
る
事
象
の
う
ち
、
マ
ル
チ
ネ
の
『
夜
』
は
明
確
に
虚
構
だ
が
、
ほ
か

の
ど
れ
が
実
人
生
の
ト
シ
の
言
動
（
の
変
容
）
で
あ
る
か
は
、
想
像
す
る

し
か
な
い
。
定
稿
形
の
宗
教
的
情
熱
こ
そ
が
ト
シ
の
真
実
で
あ
っ
た
と
想

定
は
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
は
賢
治
は
悪
ふ
ざ
け
の
末
に
最
後
に
事
実

に
戻
っ
た
―
そ
れ
で
も
「
聖
母
は
し
か
く
の
の
し
り
て
」
云
々
は
残
し

た
―
と
推
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

四
、
宮
沢
ト
シ
の
信
仰

　

実
人
生
に
お
け
る
ト
シ
は
、
際
立
っ
て
聡
明
で
勝
気
な
女
性
だ
っ
た
が
、

女
学
校
時
代
に
音
楽
教
師
に
恋
愛
感
情
を
抱
き
不
用
意
に
そ
れ
を
示
し
た

件
が
、
当
時
の
人
権
意
識
な
ど
希
薄
な
地
方
新
聞
に
実
名
暴
露
に
近
い
形

で
記
事
に
さ
れ
る
、
と
い
う
不
運
に
も
遭
遇
し
た
。
一
九
二
二
年
に
二
四

歳
で
夭
折
し
た
ト
シ
は
、
そ
の
事
件
へ
の
内
心
の
葛
藤
と
、
大
学
で
の
宗

教
教
育
の
成
果
と
を
示
す
「
自
省
録
」（
二
〇
年
二
月
筆
）
を
残
し
て
い
た
。

そ
れ
は
宮
沢
淳
郎
の
『
伯
父
は
賢
治
』
で
紹
介
さ
れ
た
が
、
山
根
知
子
の

『
宮
沢
賢
治　

妹
ト
シ
の
拓
い
た
道
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
（14）
。
そ
こ
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に
は
己
を
三
人
称
で
語
る
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

一
念
三
千
の
理
法
や
天
台
の
学
理
は
彼
女
に
は
口
に
す
る
だ
に
僭

越
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
女
の
理
想
が
小
乗
的
傾
向
を
去
っ
て
大

乗
の
煩
悩
即
菩
提
の
世
界
に
憧
憬
と
理
想
と
を
お
い
て
ゐ
る
事
は
疑

ひ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
想
に
照
ら
し
て
、
今
彼
女
に
苦
痛
を
と
ほ
し

て
与
へ
ら
れ
た
賜
物
の
意
味
を
考
へ
る
時
、
彼
女
は
今
ま
で
恥
辱
と

悔
と
に
真
暗
で
あ
っ
た
と
の
過
去
の
経
験
に
、
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
光
明

を
見
る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
世
界
の
前
に
神
の
前
に
本
当
の
謙
遜
を

教
へ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
人
間
と
し
て
の
修
行
に
一
歩

を
進
め
さ
せ
る
恩
寵
で
は
な
か
っ
た
か
（
三
七
〇
）　

　
「
苦
痛
」
と
は
恋
愛
事
件
を
指
す
が
、
こ
の
一
節
で
の
仏
教
的
語
彙
と

キ
リ
ス
ト
教
的
語
彙
と
の
混
交
は
興
味
深
い
。
そ
れ
で
も
、
ト
シ
が
こ
こ

で
天
台
智
顗
の
教
説
を
挙
げ
「
大
乗
の
煩
悩
即
菩
提
」
を
理
想
と
す
る
こ

と
は
「
疑
ひ
な
か
っ
た
」
と
記
し
た
こ
と
は
、
詩
「
無
声
慟
哭
」（15）
の
語
り

手
が
自
ら
を
、
妹
と
「
信
仰
を
一
つ
に
す
る
た
つ
た
ひ
と
り
の
み
ち
づ
れ

の
わ
た
く
し
」（
一
四
三
）
と
呼
ん
だ
こ
と
と
、
齟
齬
が
な
い
。

　

だ
が
さ
て
山
根
の
そ
の
著
作
は
、
独
立
し
た
人
格
と
し
て
の
ト
シ
の
宗

教
経
験
を
探
り
諸
資
料
を
渉
猟
し
た
労
作
だ
が
、
成
瀬
の
宗
教
が
ト
シ
を

通
じ
て
賢
治
に
深
く
影
響
し
た
と
の
主
張
は
、
成
瀬
へ
の
賢
治
の
言
及
と

い
っ
た
明
白
な
論
拠
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
（
両
者
が
宗
教
的
救
済
・
完

成
に
向
う
「
宇
宙
意
志
」
を
語
っ
た
の
は
事
実
だ
が
）。
そ
し
て
、
賢
治
の

仏
教
の
う
ち
行
動
的
日
蓮
主
義
に
熱
中
し
た
一
時
期
の
排
他
性
に
着
目
し

て
、
そ
れ
を
、
成
瀬
の
開
か
れ
た
宗
教
性
さ
ら
に
そ
の
基
盤
の
キ
リ
ス
ト

教
が
教
え
導
い
た
、
と
い
う
構
図
を
示
す
（
た
だ
し
山
根
は
、
そ
の
後
は

賢
治
の
接
し
た
仏
教
思
想
を
よ
り
広
く
追
跡
し
て
い
る
（16）
）。

　

山
根
は
、
ト
シ
の
信
仰
は
賢
治
の
そ
れ
と
は
違
う
と
述
べ
る
た
め
、
詩

「
無
声
慟
哭
」
の
い
ま
引
い
た
「
信
仰
を
一
つ
に
す
る
た
つ
た
ひ
と
り
の
み

ち
づ
れ
の
わ
た
く
し
が
」
に
つ
い
て
、「「
信
仰
」
と
あ
る
の
は
ト
シ
の
信

仰
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
を
よ
く
理
解
し
共
に
道
づ
れ
と
な
っ
た
歩
ん
で
い

た
も
の
は
他
に
お
ら
ず
た
っ
た
ひ
と
り
の
「
わ
た
く
し
」
賢
治
で
あ
っ
た

は
ず
な
の
に
、
と
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
」（
八
七
）
と
論
じ
る
。
そ
し
て

「
で
は
ト
シ
の
信
仰
と
は
」
と
の
問
い
を
た
て
、
そ
れ
は
成
瀬
か
ら
得
た

も
の
で
あ
り
、
と
論
を
進
め
る
。
だ
が
実
人
生
で
の
信
仰
の
違
い
の
有
無

は
措
く
と
し
て
（
違
い
は
あ
り
え
た
）、
そ
の
周
知
の
詩
で
、
問
題
の
行

の
直
前
五
行
は
「
あ
あ
巨
き
な
信
の
ち
か
ら
か
ら
こ
と
さ
ら
に
は
な
れ
／

ま
た
純
粋
や
ち
い
さ
な
徳
性
の
か
ず
を
う
し
な
ひ
／
わ
た
く
し
が
青
ぐ
ら

い
修
羅
を
あ
る
い
て
ゐ
る
と
き
／
お
ま
へ
は
じ
ぶ
ん
に
さ
だ
め
ら
れ
た
み

ち
を
／
ひ
と
り
さ
び
し
く
往
か
う
と
す
る
か
」（
一
四
三
）
で
あ
る
。
こ
こ

で
「
巨
き
な
信
」
は
も
ち
ろ
ん
詩
中
の
「
わ
た
く
し
」
さ
ら
に
賢
治
の
法
華

経
信
仰
だ
が
、
詩
行
の
繋
が
り
に
従
っ
て
次
の
「
信
仰
を
一
つ
に
す
る
」

の
「
信
仰
」
は
「
巨
き
な
信
」
と
は
別
、
と
読
ま
れ
る
だ
ろ
う
か
。
―
特

定
の
論
証
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
そ
う
読
ま
れ
る
よ
う
だ
が
。

　

つ
ぎ
に
山
根
は
「
自
省
録
」
を
論
じ
る
際
、
先
に
引
い
た
「
彼
女
の
理

想
が
﹇
…
…
﹈
大
乗
の
煩
悩
即
菩
提
の
世
界
に
憧
憬
と
理
想
と
を
お
い
て
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ゐ
る
」
の
一
節
に
も
触
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
「
仏
教
的
表
現
が
キ
リ
ス
ト

教
的
表
現
と
も
混
在
し
な
が
ら
な
さ
れ
て
お
り
、
最
終
的

0

0

0

に
は
既
成
の
宗

教
の
形
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
む
し
ろ
そ
う
し
た
宗
教
の
根
底
に
あ
る
宇
宙

の
生
命
と
深
く
触
れ
、
自
己
と
宇
宙
と
の
正
し
い
関
係
を
得
る
こ
と
が
め

ざ
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、「
ト
シ
の
意
識
も
﹇
…
…
﹈
そ
の
概
念
を
示
し

や
す
い
既
成
の
宗
教
の
表
現
を
借
り
た
と
い
う
の
が
真
実
だ
ろ
う
」（
九
四
、

傍
点
引
用
者
）
と
ま
と
め
る
。
だ
が
、
こ
の
「
最
終
的
」
と
は
い
か
な
る

意
味
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
読
者
次
第
だ
ろ
う
が
、「
自
省
録
」
は
「
絶
対

者
」「
宇
宙
意
志
」
等
に
つ
い
て
明
確
に
成
瀬
的
な
思
想
を
結
論
と
し
て
記

す
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
実
人
生
の
ト
シ
の
「
最
終
的
」
な
信
仰
に
つ
い

て
、「
自
省
録
」
執
筆
後
の
ト
シ
自
身
に
よ
る
記
録
は
な
い
か
ら
、
後
世

の
賢
治
読
者
は
そ
れ
が
何
か
確
か
に
は
知
ら
ず
、
僅
か
な
証
言
や
賢
治
の

詩
か
ら
推
測
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
山
根
の
「
最
終
的
」
は
む
し
ろ
、
論

者
の
世
界
観
か
ら
し
て
「
そ
う
あ
っ
た
は
ず
だ
」
と
い
う
構
図
が
お
の
ず

か
ら
現
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
。

　

詩
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」（17）
に
は
、
詩
中
の
「
わ
た
く
し
」
が
妹
を
追

憶
す
る
次
の
箇
所
が
あ
る
。
―
「
砂
に
刻
ま
れ
た
そ
の
船
底
の
痕
と
／

巨
き
な
横
の
台
木
の
く
ぼ
み
／
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
曲
っ
た
十
字
架
だ
／
幾

本
か
の
小
さ
な
木
片
で
／H

E
LL

と
書
き
そ
れ
をLO

V
E

と
な
ほ
し
／
ひ

と
つ
の
十
字
架
を
た
て
る
こ
と
は
／
よ
く
た
れ
で
も
が
や
る
技
術
な
の
で

／
と
し
子
が
そ
れ
を
な
ら
べ
た
と
き
／
わ
た
く
し
は
つ
め
た
く
わ
ら
っ

た
」（
一
七
三
）。（
な
お
浜
垣
誠
司
の
ブ
ロ
グ
の
一
項
目
（18）

は
ど
う
並
べ

替
え
る
か
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
示
し
て
く
れ
る
。）
―
詩
集
に
お
い
て

前
後
の
文
脈
に
乏
し
い
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
（
ト
シ
の
実
人
生
に
照
ら
せ

ば
あ
の
事
件
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
）、
山
根
は
、「
賢
治
が

追
憶
の
な
か
の
ト
シ
の
信
仰
と
自
ら
の
考
え
に
は
亀
裂
が
あ
っ
た
こ
と
を

思
い
起
こ
し
て
い
る
」
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
「
そ
こ
で
は
「
と
し
子
」
に

よ
っ
て
十
字
架
に
象
徴
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
示
さ
れ
、
そ
の
内
容

は
「
と
し
子
」
の
行
為
か
ら
、
十
字
架
に
よ
っ
て
地
獄
を
愛
の
世
界
に
変

え
る
信
仰
と
し
て
「
わ
た
く
し
」
に
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
「
わ
た
く
し
」
が
「
つ
め
た
く
わ
ら
つ
た
」
こ
と
を
敢
え
て
記
し
た
賢
治

は
、
自
ら
示
し
た
無
理
解
の
冷
た
い
態
度
を
振
り
返
り
、
ト
シ
の
死
後
は

そ
う
し
た
態
度
を
と
っ
た
自
分
に
こ
だ
わ
り
を
感
じ
て
い
る
と
い
え
よ

う
」（
三
二
一
）
と
論
じ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
帰
一
思
想
の
開
か
れ
た
宗
教
性
の
一
部
な
の
だ
ろ
う
が
、

十
字
架
へ
の
ト
シ
の
文
字
通
り
の
「
信
仰
」
が
示
唆
さ
れ
る
よ
う
だ
。
お

そ
ら
く
は
実
人
生
で
も
起
き
た
そ
の
情
景
の
際
の
ト
シ
の
心
中
は
想
像

で
き
る
だ
け
だ
が
（
十
字
架
を
喩
え
に
使
う
の
は
特
別
で
な
い
）、
賢
治

の
挽
歌
詩
群
中
に
、
山
根
の
示
唆
に
符
合
す
る
展
開
は
な
い
（
あ
る
い
は

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
物
語
を
十
字
架
に
帰
着
さ
せ
キ
リ
ス
ト
教
文
学
化

し
、
そ
れ
を
ト
シ
の
「
信
仰
」
の
反
映
と
見
る
説
は
立
て
ら
れ
る
だ
ろ
う

が
）。
そ
し
て
、「
つ
め
た
く
わ
ら
つ
た
」
を
反
省
し
ト
シ
の
「
信
仰
」
を

見
つ
め
た
、
と
い
う
の
が
賢
治
の
実
人
生
に
関
す
る
山
根
の
筋
書
き
だ
が
、

例
え
ば
前
セ
ク
シ
ョ
ン
で
見
た
「〔
北
上
川
は
熒
気
を
な
が
し
ィ
〕」
の
改

稿
過
程
は
そ
れ
を
裏
書
き
は
せ
ず
、「
聖
母
は
し
か
く
の
の
し
り
て
」
の

諧
謔
は
残
っ
た
。
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五
、「
一
〇
四
九　

基
督
再
臨
」
の
「
神
の
ひ
と
り
子
エ
ス
」　

　

こ
の
「
一
九
二
七
、四
、二
六
、
」
の
日
付
の
十
七
行
の
詩
草
稿
（19）

で
は
、

後
半
十
一
行
に
、「
ま
た
労
れ
て
死
ぬ
る
支
那
の
苦
力
や
／
働
い
た
た
め

に
子
を
生
み
悩
む
農
婦
た
ち
／
ま
た
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ 　

の
人
た
ち
が
」、「
み

な
う
つ
ゝ
と
も
夢
と
も
わ
か
ぬ
な
か
に
云
ふ
」、「
お
ま
へ
ら
は
／
わ
た
く

し
の
名
を
知
ら
ぬ
の
か
／
わ
た
く
し
は
エ
ス
／
お
ま
へ
ら
に
／
ふ
た
ゝ
び

／
あ
ら
は
れ
る
こ
と
を
ば
約
し
た
る
／
神
の
ひ
と
り
子
エ
ス
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
ば
が
現
れ
る
（
二
二
六
―
二
七
）。
そ
れ
を
「
云
ふ
」
の
は
、
文

法
的
な
曖
昧
さ
は
あ
る
が
、「
神
の
ひ
と
り
子
エ
ス
」
そ
の
人
で
あ
る
と

了
解
で
き
る
。
羅
須
地
人
協
会
の
時
期
の
詩
で
あ
り
、
畑
で
夕
方
に
そ
の

声
な
い
し
姿
が
出
現
し
た
、
と
想
像
は
で
き
る
。
そ
の
源
泉
は
、
近
代
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
で
「
再
臨
」
の
強
調
は
特
異
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
内
村
鑑
三
の
一
九
一
八
年
頃
の
再
臨
運
動
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
は
、

ひ
ど
く
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
文
字
通
り
の
キ
リ
ス
ト
再
臨
を
扱
う
、
あ

る
迫
力
を
も
つ
詩
と
し
て
読
め
る
。

　

だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
の
読
者
も
こ
れ
を
必
ず
し
も
そ
う
は
読

ま
な
い
よ
う
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
こ
う
解
釈
し
て
い
る
。

―
「
賢
治
は
こ
の
詩
に
お
い
て
﹇
…
…
﹈
貧
し
い
民
の
惨
め
な
生
活
ぶ
り

を
見
て
彼
ら
に
も
報
い
と
救
い
の
日
が
必
ず
や
っ
て
来
る
と
、
キ
リ
ス
ト

の
再
臨
の
こ
と
を
思
わ
せ
な
が
ら
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。﹇
…
…
﹈

自
分
は
あ
な
た
た
ち
を
救
い
に
来
た
イ
エ
ス
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
響
き

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
で
き
れ
ば
「
私
も
キ
リ
ス
ト
の
よ

う
な
者
に
な
っ
て
み
ん
な
を
こ
の
苦
し
み
の
海
か
ら
救
い
上
げ
た
い
」
と

い
う
詩
人
の
真
心
の
嘆
き
が
具
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」（
三
四
〇

―
四
一
）。
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
こ
れ
を
賢
治
の
発
話
と
見
な
し
、
再
臨
を
譬

え
と
解
し
て
い
る
。

　

他
方
、
中
野
新
治
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
初
期
形
を
扱
う
論
考
中
（20）

で
、
こ
の
詩
篇
に
触
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
物
語
の
蠍
の
挿
話
等
は
積
極

的
献
身
や
行
動
の
価
値
を
伝
え
る
、
と
論
じ
つ
つ
、
だ
が
「
賢
治
も
ま
た
、

明
白
に
こ
の
世
の
終
末
と
裁
き
を
夢
想
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」

（
一
一
四
）
と
し
て
こ
の
詩
を
引
く
。
中
野
は
、「
実
践
活
動
に
踏
み
出
し

て
か
ら
﹇
…
…
﹈
農
民
た
ち
の
辛
苦
と
愚
劣
と
自
己
の
無
力
を
知
れ
ば
知

る
だ
け
﹇
…
…
﹈
こ
の
世
の
根
底
か
ら
の
浄
化
と
神
の
支
配
が
夢
想
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
」（
一
一
五
）
と
も
述
べ
、
こ
の
詩
に
、
絶
対
者
の
力
に
よ

る
今
の
世
界
の
終
末
と
「
神
の
国
」
の
待
望
を
読
み
取
る
。

　

詩
の
題
名
か
ら
し
て
、
ま
た
そ
の
声
の
出
現
の
唐
突
さ
か
ら
し
て
、
賢

治
は
内
村
の
再
臨
思
想
の
幾
許
か
を
理
解
し
て
い
た
、
と
推
測
で
き
る
。

再
臨
と
は
人
知
の
常
識
で
測
れ
な
い
事
件
で
あ
る
だ
ろ
う
。
近
代
科
学
の

合
理
性
は
問
題
と
せ
ず
、
世
界
を
創
造
し
た
唯
一
神
は
い
つ
で
も
現
状
の

法
則
性
を
改
㾱
で
き
る
、
と
「
不
条
理
ゆ
え
に
我
信
ず
る
」
こ
と
は
、
ひ

と
つ
の
選
択
で
あ
る
。
―
こ
れ
は
余
談
だ
が
、
再
臨
す
る
キ
リ
ス
ト
が

地
上
の
各
種
の
神
の
代
理
人
た
ち
を
ど
う
判
定
・
処
遇
す
る
か
は
「
神
の

み
ぞ
知
る
」
で
あ
る
な
ら
、
か
れ
は
歓
迎
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
思

い
起
こ
せ
ば
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
大
審
問
官
の
寓
話
は
、
そ
の

主
題
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
。
閑
話
休
題
。
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内
村
は
、
こ
の
一
九
一
八
年
の
時
期
は
絶
対
者
の
介
入
を
待
つ
姿
勢
を

強
調
し
、
親
鸞
主
義
の
語
彙
で
言
え
ば
「
他
力
」
に
近
づ
い
た
が
、
そ
れ

以
前
も
以
後
も
、
神
の
「
摂
理
」
の
筋
書
き
に
自
ら
を
位
置
づ
け
、
日
本

の
キ
リ
ス
ト
者
が
神
に
与
え
ら
れ
「
自
力
」
で
果
た
す
べ
き
歴
史
的
使
命

を
見
出
す
こ
と
を
試
み
続
け
た
。
そ
の
過
程
で
「
再
臨
す
る
キ
リ
ス
ト
に

仕
え
る
日
本
の
聖
徒
」
や
「
第
二
の
宗
教
改
革
」
と
い
っ
た
観
念
が
現
れ

た
こ
と
は
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
普
遍
的
救
済
史
」
観
念
（
多
く

の
場
合
に
西
洋
／
東
洋
の
図
式
を
伴
う
）
の
系
譜
を
批
判
的
に
辿
る
彌
永

信
美
の
『
幻
想
の
東
洋
』（21）
や
、
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
社
会
学
を

試
み
る
赤
江
達
也
の
『「
紙
上
の
教
会
」
と
日
本
近
代
』（22）
で
、
扱
わ
れ
て

い
る
。

　

だ
が
再
臨
思
想
の
そ
の
局
面
は
、
賢
治
の
こ
の
詩
に
は
あ
ま
り
関
係
が

な
い
。
賢
治
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
な
ぜ
法
華
経
を
奉
じ
る
者
が
、
ノ
ー

ト
中
に
書
き
か
け
で
中
断
し
た
と
は
い
え
、
こ
ん
な
詩
を
書
い
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
読
者
、
と
く
に
成
瀬
的
な
宗

教
観
を
評
価
し
な
い
人
々
の
な
か
に
は
、
賢
治
は
こ
こ
で
こ
そ
真
に
神
に

触
れ
た
、
と
考
え
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
（
な
お
内
村
は
成
瀬
を
「
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
を
捨
て
た
最
も
恥
ず
べ
き
賤
し
む
べ
き
行
為
の
男
」（23）
と

見
な
し
て
い
た
）。
再
臨
の
キ
リ
ス
ト
の
声
な
い
し
像
が
浮
か
ん
だ
と
し

て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
書
き
留
め
る
の
は
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
い
う
賢

治
詩
学
の
特
異
性
で
あ
る
。
賢
治
に
は
、「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
を
「
歴
史
や

宗
教
の
位
置
」
の
「
変
換
」
に
関
わ
る
「
科
学
的
」
な
「
記
載
」
と
し
て
示

唆
す
る
周
知
の
発
言
（24）

が
あ
る
が
、「
外
界
の
実
在
と
は
心
の
現
象
に
他

な
ら
な
い
」
と
す
る
仏
教
的
唯
心
論
は
、
そ
の
反
転
で
あ
る
「
心
だ
け
の

現
象
も
種
々
の
実
在
の
現
れ
ま
た
は
実
在
自
体
で
あ
り
う
る
」
と
い
う
直

観
を
導
く
だ
ろ
う
。
そ
の
「
現
象
」
で
あ
る
「
実
在
」
は
、
し
ば
し
ば
「
宗

教
的
」「
神
秘
的
」
な
も
の
に
関
わ
る
が
、
現
象
と
そ
の
変
移
を
な
ん
で
あ

れ
記
録
す
る
、
と
い
う
企
図
の
う
ち
に
詩
人
を
置
い
た
。

　

他
方
、
こ
の
連
関
で
、
日
蓮
主
義
は
「
心
の
現
象
即
実
在
」
説
に
基
づ

く
「
仏
の
国
」
の
終
末
論
的
な
構
想
を
も
つ
こ
と
を
想
起
し
て
よ
い
だ
ろ

う
。
日
蓮
は
、
天
台
智
顗
の
「
十
界
互
具
」
や
「
一
念
三
千
」、
仏
・
人
・

修
羅
・
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
等
の
世
界
の
相
互
貫
入
を
い
う
教
説
を
読
み

替
え
、
末
法
の
世
で
こ
そ
法
華
経
を
広
め
そ
の
題
目
を
唱
え
る
宗
教
実
践

に
よ
っ
て
、
人
の
世
界
に
仏
の
世
界
を
流
入
さ
せ
う
る
、
と
す
る
救
済
論

を
立
て
た
。
そ
の
信
奉
は
賢
治
の
信
仰
の
根
幹
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
加
入

し
た
国
柱
会
の
創
設
者
、
田
中
智
学
の
著
作
も
そ
れ
を
力
説
し
た
（
智
学

に
は
日
蓮
主
義
に
よ
る
宗
教
的
帝
国
主
義
の
構
想
が
あ
り
、
賢
治
が
そ
れ

を
ど
う
把
握
・
評
価
し
た
か
は
賢
治
研
究
で
重
要
な
問
い
の
ひ
と
つ
だ
が
、

智
学
は
そ
れ
だ
け
を
説
い
た
の
で
は
な
い
）。

六
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
「
家
族
の
天
国
」　

　
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
な
か
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
多

く
が
様
々
な
見
地
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
拙
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
事
件
に
似
た
水
難
に
遭
い
、
銀
河
鉄
道
車
中
に
至
っ
た

子
ど
も
た
ち
と
家
庭
教
師
青
年
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
あ
る
明
確
な
内
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容
を
示
す
。
そ
れ
は
作
品
経
験
の
一
部
を
な
す
は
ず
だ
が
、
論
者
た
ち
は

概
し
て
キ
リ
ス
ト
教
「
一
般
」
を
語
る
の
に
熱
心
で
、
そ
の
個
別
性
を
歴

史
的
に
位
置
づ
け
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
特
徴
を
ま
ず
再
確
認
し
、
さ

ら
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
論
点
を
素
描
し
た
い
。
青
年
は
、
車
中
で
幼

い
子
ど
も
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
（「
初
期
形
三
」（25）
で
は
）、

「
お
父
さ
ん
や
き
く
よ
ね
え
さ
ん
は
ま
だ
い
ろ
い
ろ
お
仕
事
が
あ
る

の
で
す
。
け
れ
ど
も
も
う
す
ぐ
あ
と
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ

れ
よ
り
も
、
お
っ
か
さ
ん
は
ど
ん
な
に
永
く
待
っ
て
ゐ
ら
っ
し
ゃ
っ

た
で
せ
う
。
わ
た
し
の
大
事
な
タ
ダ
シ
は
い
ま
ど
ん
な
歌
を
う
た
っ

て
ゐ
る
だ
ら
う
﹇
…
…
﹈
早
く
行
っ
て
お
っ
か
さ
ん
に
お
目
に
か
ゝ

り
ま
せ
う
ね
。」

と
語
る
（
一
五
八
）。
こ
れ
は
、
近
代
の
中
産
階
級
家
族
の
理
想
の
投
影

と
し
て
の
「
天
国
」
像
を
典
型
的
に
示
す
。
親
密
な
家
族
の
皆
は
、
と
り

わ
け
「
家
庭
の
天
使
」
で
あ
る
「
女
子
供
」
は
必
ず
天
国
に
行
き
、
だ
れ
も

地
獄
に
堕
ち
る
心
配
は
な
い
よ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
大
人
が
子
ど

も
に
語
る
場
面
だ
か
ら
、
作
中
人
物
は
よ
り
複
雑
な
真
相
を
敢
え
て
告
げ

て
い
な
い
、
と
読
者
が
そ
の
常
識
に
よ
り
推
測
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
銀
河
鉄
道
が
そ
の
前
で
停
車
し
次
に
通
過
す
る
十
字
架
の
天
上
は
、

そ
こ
で
地
獄
行
き
の
選
別
を
受
け
る
惧
れ
の
あ
る
場
所
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
だ
ろ
う
か
（
そ
う
思
う
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
）。

　

近
代
的
家
族
は
歴
史
の
あ
る
時
点
で
出
現
し
、
そ
の
「
家
族
」
が
な
け

れ
ば
「
家
族
の
天
国
」
は
思
い
描
か
れ
な
い
。
先
の
拙
論
で
は
、
そ
の
変

遷
の
過
程
を
描
く
心
性
の
歴
史
家
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
の
『
死
を

前
に
し
た
人
間
』（26）
を
引
用
し
た
が
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
宗
教
史
に
お

い
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
基
本
的
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
の
予
定
説
を
奉
じ

て
個
々
人
の
救
済
の
可
否
は
「
神
の
み
ぞ
知
る
」
と
信
じ
、
原
罪
の
帰
結

を
免
れ
る
「
無
垢
な
子
供
」
な
ど
い
な
い
、
と
考
え
た
が
、
そ
の
厳
格
な

神
中
心
の
信
仰
が
ず
っ
と
維
持
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
、
と
は
概
説
が
説
明

す
る
所
で
あ
る
。
ア
リ
エ
ス
は
ま
た
『〈
子
供
〉
の
誕
生
』(27)
の
著
者
で
も

あ
る
が
、「
児
童
文
学
」
の
誕
生
に
は
「
児
童
」
を
め
ぐ
る
観
念
・
心
性
・

実
践
が
前
提
と
な
り
、
そ
れ
は
近
代
家
族
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
見
や
す

い
。
筆
者
は
ま
っ
た
く
詳
し
く
な
い
領
域
だ
が
、
日
本
近
代
の
児
童
文
学

の
成
立
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
家
族
」
や
「
児
童
」
の
移
植
や
土
着
化

が
関
与
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　

賢
治
は
、
意
識
し
た
か
は
と
も
か
く
、
そ
れ
ら
を
作
品
の
構
成
要
素
と

し
て
組
み
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
種
々
に
論
じ
ら
れ
る
家
庭
教
師
青
年
と

ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
の
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
論
争
で
、
青
年
は
ジ
ョ
バ
ン

ニ
に
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
は
も
ち
ろ
ん
た
っ
た
一
人
で
す
」（
一
七
一
）

と
語
る
。
か
れ
は
、
自
分
た
ち
の
神
こ
そ
唯
一
の
真
の
神
で
あ
る
と
排
他

的
に
信
じ
る
、
ご
く
通
常
の
信
者
で
あ
る
（
成
瀬
的
な
帰
一
思
想
と
は
対

照
的
に
）。
つ
ま
り
賢
治
は
、
天
国
観
と
、
唯
一
無
二
の
神
観
念
に
つ
い

て
キ
リ
ス
ト
教
の
特
定
の
形
態
か
ら
要
素
を
物
語
に
導
入
し
て
い
る
。
だ

が
、
そ
れ
ら
は
物
語
中
で
他
の
諸
要
素
と
併
存
し
て
、
こ
れ
を
読
者
が
無

視
し
な
い
な
ら
、
全
体
の
意
味
を
単
線
的
に
統
合
は
し
な
い
。
そ
の
物
語
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に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
名
前
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
十
字

架
の
天
上
に
行
か
な
い
、
等
々
の
ず
れ
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

　

だ
が
繰
り
返
せ
ば
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
に
ど
う
反
応
す
る
か
は
読
者
次

第
で
あ
り
、
信
仰
を
持
つ
読
者
の
一
部
に
は
、
こ
の
作
品
を
キ
リ
ス
ト
教

文
学
化
す
る
強
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
作
中
の
列
車
は
十
字
架

の
先
に
進
む
が
、
そ
れ
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
と
い
う
信
条

は
、
物
語
を
北
と
南
の
二
つ
の
十
字
架
の
あ
い
だ
の
出
来
事
と
し
て
読
ま

せ
る
。
ま
た
作
品
読
解
だ
け
で
な
く
、
絵
本
化
、
映
像
化
、
種
々
の
翻
案

な
ど
に
お
い
て
そ
の
傾
向
は
、
と
く
に
信
仰
と
無
関
係
と
思
え
る
場
合
に

も
広
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
も
、
賢
治
と
い
う
文
化
現
象
の
重
要
な
一
部

で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
。

　

そ
し
て
同
一
作
品
に
多
様
な
読
解
は
一
般
に
原
理
的
に
生
じ
う
る
が
、

賢
治
作
品
の
一
部
で
は
そ
の
度
合
い
が
強
く
、
そ
れ
は
、
構
成
上
の
あ
る

特
異
性
の
結
果
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
方
法
的
自
意
識
の
存
否
は

別
と
し
て
、
異
質
な
、
距
離
の
あ
る
諸
要
素
が
貼
り
合
わ
さ
れ
併
存
し
、

多
元
性
や
多
声
性
が
結
果
す
る
。
そ
れ
ら
複
数
の
、
象
徴
の
よ
う
な
像
や

寓
意
の
よ
う
な
挿
話
は
、
互
い
を
不
安
定
化
さ
せ
、
固
定
し
た
焦
点
を
結

ば
せ
な
い
。

　

そ
の
一
例
と
し
て
、
水
難
し
た
一
行
の
ひ
と
り
の
語
る
蠍
の
寓
話
を
挙

げ
ら
れ
る
。
南
十
字
の
天
上
に
着
く
す
こ
し
前
、「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」

論
争
の
直
前
に
、
銀
河
鉄
道
の
空
に
は
赤
く
燃
え
る
蠍
座
が
現
れ
、
そ

の
描
写
は
強
烈
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
家
庭
の
娘
は
蠍
の
物
語
を
す
る
―

「
む
か
し
の
バ
ル
ド
ラ
の
野
原
に
一
ぴ
き
の
蝎
が
ゐ
て
小
さ
な
虫
や
な
ん

か
殺
し
て
た
べ
て
生
き
て
ゐ
た
ん
で
す
っ
て
」（
一
六
九
）。
蠍
は
い
た
ち

に
追
わ
れ
井
戸
に
落
ち
る
水
難
に
遭
い
、
こ
う
祈
る
。

ど
う
か
神
さ
ま
。
私
の
心
を
ご
ら
ん
下
さ
い
。
こ
ん
な
に
む
な
し
く

命
を
す
て
ず
ど
う
か
こ
の
次
に
は
ま
こ
と
の
み
ん
な
の
幸
の
た
め
に

私
の
か
ら
だ
を
お
つ
か
ひ
下
さ
い
。
っ
て
云
っ
た
と
い
ふ
の
。
そ
し

た
ら
い
つ
か
蝎
は
じ
ぶ
ん
の
か
ら
だ
が
ま
っ
赤
な
う
つ
く
し
い
火
に

な
っ
て
燃
え
て
よ
る
の
や
み
を
照
ら
し
て
ゐ
る
の
を
見
た
っ
て
。（
同
）

　

こ
の
蠍
は
、「
よ
だ
か
の
星
」
の
よ
だ
か
に
似
て
、
弱
肉
強
食
の
食
物

連
鎖
の
因
果
の
世
界
か
ら
、
自
己
滅
却
と
犠
牲
に
よ
っ
て
自
他
が
脱
す
る

こ
と
を
祈
る
が
、
こ
の
様
々
に
評
し
う
る
宗
教
的
発
想
を
こ
こ
で
は
論
じ

な
い
と
し
て
、
こ
れ
は
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
的
だ
ろ
う
か
（
読
者
の
一
部

は
そ
れ
を
原
罪
の
寓
話
と
読
み
、
さ
ら
に
蠍
を
キ
リ
ス
ト
の
象
徴
と
取
る

か
も
し
れ
な
い
が
）。
蠍
の
苦
の
世
界
と
、
家
庭
教
師
青
年
の
「
天
国
」
と

の
繋
が
り
に
つ
い
て
物
語
は
な
に
も
言
わ
な
い
が
、
読
者
は
暗
黙
の
連
関

を
訝
ら
な
い
だ
ろ
う
か
―
タ
ダ
シ
の
お
父
さ
ん
も
、
食
物
連
鎖
や
競
争

社
会
の
勝
ち
組
と
し
て
、
ど
こ
か
か
ら
餌
を
取
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
蠍

は
、
よ
だ
か
に
似
て
単
独
者
の
よ
う
だ
が
、
残
酷
童
話
「
蜘
蛛
と
な
め
く

ぢ
と
狸
」
の
蜘
蛛
の
よ
う
に
妻
子
を
得
る
な
ら
ば
、
蠍
の
家
族
の
天
国
を

思
い
描
く
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
は
、
そ
れ
が
語
ら
な
い
こ
と
を
読
者
が

補
う
よ
う
に
促
し
続
け
る
。
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七
、
虹
の
こ
と
ば

　

花
鳥
童
話
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」（28）
で
、
己
の
儚
さ
を
嘆
き
虹
に
あ

こ
が
れ
る
野
ぶ
ど
う
に
対
し
て
、
虹
は
自
ら
も
瞬
時
の
存
在
で
あ
る
と

諭
す
が
、
ま
た
、
す
べ
て
儚
い
も
の
を
「
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
」
と
し
て

輝
か
す
「
ま
こ
と
の
ち
か
ら
」
を
語
る
。
作
品
中
で
は
固
有
名
は
示
さ
れ

な
い
、
そ
の
宗
教
的
な
力
に
関
し
、
論
者
た
ち
が
仏
教
的
ま
た
は
キ
リ
ス

ト
教
的
な
読
解
を
与
え
て
き
た
経
緯
は
、
先
の
第
二
の
拙
論
で
跡
づ
け
た
。

人
間
は
と
き
に
人
間
を
超
え
る
と
感
じ
る
力
を
経
験
し
、
そ
の
力
は
人
知

の
分
別
を
超
え
対
極
を
融
合
さ
せ
る
と
直
観
す
る
こ
と
は
、
広
範
な
現
象

だ
か
ら
、
こ
の
物
語
に
各
種
の
宗
教
的
語
彙
を
参
照
で
き
る
こ
と
に
不
思

議
は
な
い
。
だ
が
物
語
は
ま
た
、
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
と
野
の
花
と
の
常
識

的
な
価
値
判
断
を
転
倒
さ
せ
る
イ
エ
ス
の
こ
と
ば
を
引
き
、
そ
れ
を
さ
ら

に
転
倒
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
個
所
を
も
う
一
度
引
く
な
ら

ご
ら
ん
な
さ
い
。
ま
こ
と
の
瞳
で
も
の
を
見
る
人
は
、
人
の
王
の
さ

か
え
の
極
み
を
も
、
野
の
百
合
の
一
つ
に
く
ら
べ
や
う
と
は
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
人
の
さ
か
え
を
ば
、
人
の
た
く
ら
む
や
う

に
、
し
ば
ら
く
ま
こ
と
の
ち
か
ら
、
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
か
ら
は
な

し
て
見
た
の
で
す
。
も
し
そ
の
ひ
か
り
の
中
で
な
ら
ば
、
人
の
お
ご

り
か
ら
あ
や
し
い
雲
と
湧
き
の
ぼ
る
、
塵
の
中
の
た
ゞ
一
抹
も
、
神

の
子
の
ほ
め
給
ふ
た
、
聖
な
る
百
合
に
劣
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。（
一
一
三
）　

　

こ
れ
は
一
見
す
る
と
「
山
上
の
説
教
」
を
引
き
「
神
の
子
」
や
「
聖
な
る

百
合
」
を
言
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
感
化
を
示
す
よ
う
だ
が
、
私
見
で

は
、
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
を
揺
る
が
す
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
反
語
的
言
動
と
、

迷
い
と
悟
り
と
の
分
別
を
無
化
す
る
仏
教
思
想
の
一
傾
向
、
と
が
交
渉
す

る
一
事
例
と
し
て
理
解
で
き
る
。
そ
の
淵
源
に
は
、
賢
治
の
精
神
史
に
即

せ
ば
第
一
に
は
、
浄
土
真
宗
の
家
で
そ
れ
に
包
ま
れ
育
っ
た
阿
弥
陀
の

光
（
青
年
期
に
意
識
的
に
は
法
華
経
信
仰
、
日
蓮
主
義
に
移
行
し
た
）
と
、

少
年
時
か
ら
接
し
た
親
鸞
主
義
の
悪
人
正
機
説
と
を
認
め
う
る
。

　

だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
な
い
し
そ
れ
へ
の
親
和
性
を
も
つ
読
者
は
、

こ
の
物
語
（
と
く
に
イ
エ
ス
の
譬
え
が
引
か
れ
る
部
分
）
を
そ
の
信
仰
に

即
し
て
読
む
。
先
の
論
で
は
、
井
上
洋
治
の
解
釈
（29）

を
引
い
た
が
、
井

上
は
価
値
の
転
倒
の
転
倒
の
部
分
に
触
れ
な
か
っ
た
。
遠
藤
祐
の
読
解
（30）

は
、
童
話
の
全
体
を
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
教
え
と
取
り
、
そ
う
し
た
理

解
は
「
お
の
ず
か
ら
」
現
れ
る
と
自
ら
語
り
、
転
倒
の
転
倒
の
箇
所
を
も

扱
う
の
で
興
味
深
い
。

　

遠
藤
は
例
え
ば
、
虹
を
輝
か
す
光
源
、
太
陽
に
思
い
を
致
し
、「「
碧
い

そ
ら
」
に
在
る
の
は
﹇
…
…
﹈
す
べ
て
を
創
り
、
す
べ
て
を
生
か
す
至
高

の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
野
ぶ
ど
う
に
与
え
ら
れ
た
虹
の
言
説
か
ら
読
み

取
れ
る
は
ず
だ
。
あ
る
い
は
虹
の
「
瞳
」
が
夕
日
の
輝
き
に
、
は
か
な
い

も
の
と
見
え
る
《
野
の
草
》
を
さ
え
《
か
く
装
ひ
給
》
う
と
イ
エ
ス
の
伝
え

る
《
神
》
の
臨
在
を
観
た
と
認
め
て
も
い
い
」（
一
九
二
）
と
述
べ
る
。
ま

た
、
虹
が
「
ま
こ
と
の
ち
か
ら
」
を
語
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
虹
の
七
色

は
こ
の
と
き
、
一
段
と
輝
き
を
増
し
た
に
違
い
な
い
﹇
…
…
﹈
野
ぶ
ど
う
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の
畏
敬
の
念
と
と
も
に
、
わ
た
し
の
想
像
の
眼
に
お
の
ず
か
ら

0

0

0

0

0

、
福
音
書

に
示
さ
れ
る
イ
エ
ス
像
の
ひ
と
つ
が
浮
か
ぶ
」
と
し
て
、
福
音
書
が
イ
エ

ス
は
変
容
し
モ
ー
ゼ
や
エ
リ
ヤ
と
語
っ
た
と
す
る
箇
所
を
示
す
（
一
九
六

―
九
七
）。
遠
藤
自
身
が
傍
点
を
付
し
強
調
し
て
い
る
が
、
聖
典
に
よ
る

解
釈
を
習
慣
と
す
る
読
者
に
は
と
り
わ
け
、
別
の
世
界
観
を
も
つ
読
者
に

は
浮
か
ば
な
い
特
定
の
意
味
が
「
お
の
ず
か
ら
」
現
れ
る
。

　

だ
が
遠
藤
は
、
イ
エ
ス
の
山
上
の
説
教
が
引
か
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、

「
見
直
す
と
い
さ
さ
か
趣
旨
が
読
み
取
り
に
く
い
」（
一
九
八
）
と
認
め
る
。

遠
藤
は
、「
ソ
ロ
モ
ン
王
の
栄
華
も
、
野
の
百
合
の
ひ
と
つ
に
も
及
ば
な

い
―
と
《
神
》
の
視
点
に
即
し
て
両
者
が
比
べ
ら
れ
る
」
と
確
認
し
て
、

「
虹
は
福
音
書
の
一
節
を
視
野
に
置
き
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
の
逆
を
「
ま

こ
と
の
瞳
で
も
の
を
見
る
人
」
が
、
世
俗
の
「
人
の
た
く
ら
む
よ
う
に
」、

自
身
を
「
し
ば
ら
く
ま
こ
と
の
ち
か
ら
、
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
か
ら
は
な

し
て
」、「
人
の
さ
か
え
」
を
見
た
場
合
を
語
っ
て
い
る
」（
同
）
と
述
べ
る
。

だ
が
遠
藤
は
、
そ
の
「《
神
》
の
視
点
」
は
こ
こ
で
は
「
し
ば
ら
く
…
…
見

た
」
最
初
の
段
階
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
遠
藤
の
読
解
は
、

「
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
、
も
と
よ
り
虹
の
逆
説
的
な
発
想
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
だ
が
、
こ
の
発
言
を
と
お
し
て
、
虹
は
何
を
野
ぶ
ど
う
に
伝
え
た

い
の
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
自
分
が
生
き
て
い
く
う
え
で
最
も
大
切
な
も
の

を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
、
と
の
間
接
的
な
戒
め
か
と
思
う
け
れ
ど
も
、
果

た
し
て
野
ぶ
ど
う
に
理
解
で
き
た
か
ど
う
か
」（
同
）
と
、
な
に
が
「
逆
説

的
」
な
の
か
理
解
し
に
く
い
結
果
に
至
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
一
節
が
読
ま
れ
な
い
例
を
示
せ
ば
、
小
野
美
知

子
に
よ
る
こ
の
物
語
の
英
訳
（31）

は
、
全
体
と
し
て
質
の
高
い
も
の
だ
が
、

該
当
部
分
は
、

H
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erceived
 th

e tru
th
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o
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ld
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o
d
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（
二
二
六
）

で
あ
る
。
第
二
の
文
「
そ
れ
は
、
人
の
さ
か
え
を
ば
、
人
の
た
く
ら
む
や

う
に
、
し
ば
ら
く
ま
こ
と
の
ち
か
ら
、
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
か
ら
は
な

し
て
見
た
の
で
す
」
で
の
、「
人
の
た
く
ら
む
よ
う
に
」
が
「
は
な
し
て
見

た
」
に
係
る
繋
が
り
を
、
英
訳
は“w

h
ich

 p
eo

p
le aim

 fo
r”

が
目
的
語

“th
e sp

len
d
o
r”

に
繋
が
る
よ
う
に
訳
し
、
ま
た
「
し
ば
ら
く
」
を
訳
し

て
い
な
い
。
つ
ま
り
小
野
は
、
虹
に
と
っ
て
イ
エ
ス
に
よ
る
価
値
の
転
倒

は
仮
の
も
の
（「
し
ば
ら
く
…
…
は
な
し
て
見
た
」）
で
あ
り
、
次
の
段
階

が
あ
る
と
読
ま
な
い
よ
う
だ
。
そ
し
て
第
三
の
文
で
「
聖
な
る
百
合
に
劣

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
る
「
人
の
お
ご
り
か
ら
あ
や
し
い

雲
と
湧
き
の
ぼ
る
、
塵
の
中
の
た
ゞ
一
抹
」
を
訳
す
際
に
、「
お
ご
り
」
を

“p
ro

sp
erity”

、「
あ
や
し
い
」
を“m

ysterio
u
s”

と
す
る
の
は
、
貴
い
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／
卑
し
い
の
分
別
を
覆
す
文
意
に
必
要
な
、
後
者
の
価
値
否
定
の
含
意
を

伝
え
な
い
。

　

遠
藤
で
も
小
野
で
も
、
花
鳥
童
話
が
イ
エ
ス
に
よ
る
価
値
転
倒
の
さ
ら

な
る
転
倒
を
含
む
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
な
い

の
だ
ろ
う
。
賢
治
が
少
年
時
か
ら
い
く
つ
か
の
経
路
で
触
れ
た
日
本
仏
教

の
あ
る
性
向
、
キ
リ
ス
ト
教
学
の
語
彙
で
言
え
ば
「
反
律
法
的
」
に
重
な

る
傾
向
は
、「
本
覚
」（「
覚
り
の
内
在
」）
思
想
の
一
語
で
指
示
さ
れ
る
よ

う
だ
。
そ
れ
に
つ
い
て
先
の
拙
論
で
は
、
末
木
文
美
士
の
日
本
仏
教
史
概

説
（32）

を
引
い
た
が
、
こ
こ
で
は
吉
本
隆
明
の
『
最
後
の
親
鸞
』
を
解
説
す

る
中
沢
新
一
（33）

を
参
照
し
よ
う
。

じ
っ
さ
い
日
本
の
仏
教
は
平
安
時
代
の
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け

て
、
実
質
的
な
解
体
の
プ
ロ
セ
ス
に
入
り
始
め
て
い
る
﹇
…
…
﹈
比

叡
山
で
、
そ
こ
の
学
僧
た
ち
の
あ
い
だ
で
天
台
教
学
は
、「
本
覚
論
」

と
「
浄
土
思
想
」
の
ふ
た
つ
の
方
向
に
分
裂
し
な
が
ら
発
達
し
て
ゆ

く
﹇
…
…
﹈
本
覚
論
は
仏
教
思
想
の
﹇
…
…
﹈
全
体
に
通
奏
低
音
の
よ

う
に
流
れ
て
い
る
二
元
論
を
、
強
力
な
一
元
論
に
組
織
し
直
し
て
し

ま
お
う
と
試
み
て
い
る
。
伝
統
的
な
仏
教
の
考
え
で
は
、
現
世
は
煩

悩
の
潜
在
力
が
生
み
出
す
幻
想
の
世
界
と
し
て
否
定
す
べ
き
も
の
で

あ
り
﹇
…
…
﹈
涅
槃
な
い
し
浄
土
と
は
、
ま
じ
り
あ
う
こ
と
も
溶
け

合
う
こ
と
も
な
い
と
さ
れ
て
い
た
﹇
…
…
﹈
本
覚
論
で
は
、
そ
の
煩

悩
も
涅
槃
（
浄
土
）
も
、
同
じ
仏
心
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し

て
ほ
ん
ら
い
は
一
体
で
あ
り
、
煩
悩
と
涅
槃
の
区
別
は
な
い
（
煩
悩

即
菩
提
）
と
考
え
は
じ
め
た
﹇
…
…
﹈
煩
悩
ま
み
れ
の
凡
夫
こ
そ
が
、

そ
の
煩
悩
を
悟
り
に
変
換
さ
せ
る
可
能
性
を
持
つ
、
も
っ
と
極
端
な

こ
と
を
言
え
ば
、
大
き
な
「
悪
」
を
な
し
た
も
の
の
ほ
う
が
、
よ
り

す
み
や
か
に
悟
り
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主
張
ま
で
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
二
三
三
）

　

中
沢
が
概
説
す
る
展
望
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
主
義
の
「
悪
人
正
機
」
や
「
自

然
法
爾
」
の
教
説
も
「
本
覚
」
論
と
無
縁
で
な
い
、
と
了
解
さ
れ
る
だ
ろ

う
（「
自
然
法
爾
」
の
『
広
辞
苑
』
で
の
語
釈
は
「
人
為
を
加
え
ず
、
一
切

の
存
在
は
お
の
ず
か
ら
真
理
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
人
為
を
捨

て
て
仏
に
任
せ
き
る
こ
と
。
親
鸞
の
晩
年
の
境
地
」）。
虹
の
こ
と
ば
は
善

人
／
悪
人
の
価
値
づ
け
を
揺
る
が
す
が
、
作
者
賢
治
に
お
け
る
そ
の
源
泉

の
ひ
と
つ
は
、
父
が
仏
教
講
習
会
に
招
い
た
暁
烏
敏
を
通
じ
親
鸞
主
義
に

十
歳
頃
か
ら
接
触
し
た
こ
と
、
と
想
定
で
き
る
。

　

広
く
認
め
ら
れ
る
現
象
と
し
て
、
宗
教
の
力
や
光
は
論
理
的
区
別
を

超
え
る
と
直
観
さ
れ
る
が
（
二
を
一
に
し
た
り
三
を
一
に
し
た
り
す
る
）、

こ
の
虹
の
こ
と
ば
で
は
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
反
律
法
的
な
譬
え
と
、
仏

教
思
想
中
の
本
覚
的
な
逆
説
性
と
が
交
錯
し
て
い
る
、
と
言
え
る
。
も
っ

と
も
、
キ
リ
ス
ト
教
は
包
括
的
な
救
済
史
の
主
体
を
自
認
し
、
さ
ら
に
ロ

ー
マ
帝
国
の
国
教
と
な
り
伝
搬
し
た
か
ら
、
そ
こ
で
は
概
し
て
、
イ
エ
ス

の
律
法
批
判
は
ユ
ダ
ヤ
の
誤
り
劣
る
と
さ
れ
る
「
旧
約
」
に
対
し
て
の
み

該
当
す
る
と
さ
れ
、
帝
国
や
王
国
の
法
秩
序
と
融
合
し
て
流
布
す
る
「
新

約
」
は
決
し
て
揺
る
が
す
べ
き
で
な
か
っ
た
、
の
だ
ろ
う
。
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八
、
八
木
誠
一
の
宗
教
哲
学

　

こ
う
し
て
、
虹
の
こ
と
ば
は
イ
エ
ス
に
よ
る
価
値
転
倒
を
転
倒
さ
せ
る

が
、
そ
の
一
節
で
は
イ
エ
ス
自
身
が
そ
の
転
倒
の
転
倒
を
行
う
、
と
読

め
な
い
わ
け
で
な
い
。
つ
ま
り
、「
ま
こ
と
の
瞳
で
も
の
を
見
る
人
」
は
、

始
め
の
価
値
転
倒
の
際
は
「
し
ば
ら
く
ま
こ
と
の
ち
か
ら
」「
か
ら
は
な
し

て
見
た
」
が
、
つ
い
で
「
塵
の
中
の
た
ゞ
一
抹
も
」「
聖
な
る
百
合
に
劣
る

も
の
で
」
な
く
、「
神
の
国
」
は
今
こ
こ
に
す
で
に
あ
る
と
教
え
た
、
と
も

読
め
る
。
そ
の
教
説
は
、
親
鸞
主
義
の
自
然
法
爾
に
近
づ
け
ら
れ
る
が
、

そ
う
し
た
接
近
は
、
じ
つ
は
賢
治
の
こ
の
作
品
だ
け
に
生
じ
る
こ
と
で
は

な
い
。
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
で
あ
る
八
木
誠
一
に
は
、
イ
エ
ス
お

よ
び
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
反
律
法
的
な
傾
向
と
、
禅
と
親
鸞
に
お
け
る
本
覚

的
な
も
の
（
こ
の
用
語
は
使
わ
な
い
が
）
と
を
比
較
検
討
す
る
著
書
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
賢
治
と
直
接
の
影
響
関
係
は
も
た
な
い
が
、
同
種
の
出
会

い
が
起
こ
る
事
例
と
し
て
、
そ
の
一
端
を
見
た
い
。

　
『
パ
ウ
ロ
・
親
鸞
＊
イ
エ
ス
・
禅
』（34）
で
八
木
は
、
社
会
的
「
自
我
」
と

そ
れ
を
超
え
る
「
自
己
」
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
つ
つ
、
神
あ
る
い
は
仏

の
力
と
光
が
律
法
の
外
で
、
救
済
史
や
終
末
論
に
縛
ら
れ
ず
、
将
来
の
実

現
で
な
く
現
在
の
経
験
と
し
て
働
く
こ
と
を
論
じ
る
。
た
と
え
ば
八
木

は
、
親
鸞
と
パ
ウ
ロ
と
を
比
較
す
る
な
か
で
、
パ
ウ
ロ
思
想
の
一
部
に

は
、
神
・
キ
リ
ス
ト
・
聖
霊
の
力
は
「
自
己
」
の
な
か
で
お
の
ず
か
ら
働

く
、
と
い
う
発
想
が
あ
る
こ
と
を
語
り
、
親
鸞
に
触
れ
て
こ
う
述
べ
る
。

―
「﹇
パ
ウ
ロ
で
の
﹈（
お
の
ず
か
ら
）
な
る
実
現
成
就
と
、
親
鸞
に
お
け

る
自
然
法
爾
と
を
比
較
し
た
が
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
解
り
易
く
い

え
ば
、
要
す
る
に
「
御
心
の
ま
ま
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹇
…
…
﹈「
御

心
の
ま
ま
に
」
は
、
自
我
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
神
の
御
心
の
成
就
に
我

が
身
を
打
ち
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
非
行
非
善
や
自
然
法
爾

に
非
常
に
近
い
の
み
な
ら
ず
、
本
質
的
に
同
じ
だ
と
さ
え
い
え
る
で
あ
ろ

う
」（
一
五
二
）。

　

八
木
は
、
そ
の「
自
然
法
爾
」に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
た
。
―
「「
自

然
法
爾
」﹇
…
…
﹈
は
、
既
に
こ
の
世
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
浄
土

す
な
わ
ち
無
量
光
明
土
を
弥
陀
の
働
き
の
及
ぶ
領
域
と
解
す
れ
ば
、
我
々

は
、
そ
れ
と
気
付
か
ず
い
る
だ
け
で
、
は
じ
め
か
ら
浄
土
に
置
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
」（
一
五
〇
―
五
一
）。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
現
世
に
届
き
働

く
「
力
」
で
あ
る
。
八
木
は
ま
た
、
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
神
の
発
現
が
光
と

し
て
感
受
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、「
そ
の
光
は
、
個
々
の
信
徒
に
内

在
す
る
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
光
か
ら
成
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
る
が
、

親
鸞
に
も
同
様
の
「
光
」
を
見
い
だ
す
。
―
「
と
こ
ろ
が
親
鸞
に
次
の
よ

う
な
表
象
が
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
親
鸞
は
「
無
碍
光
仏
の

ひ
か
り
に
は
、
無
数
の
阿
弥
陀
ま
し
ま
し
て　

化
仏
お
の
お
の
無
数
の　

光
明
無
量
無
辺
な
り
」
と
讃
ず
る
の
で
あ
る
」（
一
五
四
）。

　

八
木
の
語
彙
を
借
り
る
な
ら
、
賢
治
作
中
の
虹
の
こ
と
ば
の
な
か
の
イ

エ
ス
は
、
宗
教
の
光
の
照
ら
す
「
自
己
」
の
境
地
か
ら
「
し
ば
ら
く
」「
は

な
し
て
見
」
て
、
ま
ず
は
「
自
我
」
の
常
識
的
な
二
元
論
を
揺
る
が
し
た
、

と
言
え
る
。
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九
、「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
」
へ
の
改
作

　
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
は
、
使
用
原
稿
用
紙
か
ら
し
て
賢
治
童
話
の

う
ち
で
も
初
期
の
一
九
二
一
年
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
が
、
後
に
そ
の
原

稿
に
手
入
れ
す
る
形
で
改
作
さ
れ
、「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
少
女
」（35）
と
な
っ

た
。
虹
は
高
名
な
歌
手
マ
リ
ヴ
ロ
ン
に
、
め
く
ら
ぶ
だ
う
は
ア
フ
リ
カ
へ

行
く
牧
師
の
娘
ギ
ル
ダ
に
換
え
ら
れ
た
が
、
自
ら
を
無
価
値
と
す
る
も
の

が
よ
り
価
値
が
あ
る
と
思
う
存
在
に
あ
こ
が
れ
、
相
手
か
ら
価
値
の
高
低

は
な
い
と
諭
さ
れ
る
、
と
い
う
設
定
は
保
た
れ
る
。
だ
が
主
題
は
変
化
し

て
、
通
念
で
は
芸
術
作
品
と
見
な
さ
れ
な
い
行
為
も
芸
術
に
劣
ら
ぬ
価
値

を
も
ち
、
人
生
と
い
う
宗
教
的
営
為
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
作
品
と

な
る
、
と
い
っ
た
教
え
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
論
じ
た
イ
エ
ス

の
譬
え
が
引
か
れ
る
一
節
は
抹
消
さ
れ
た
。

　

た
だ
し
改
作
は
途
中
で
中
断
さ
れ
た
よ
う
で
空
白
部
分
も
残
り
、
整
合

性
の
足
り
な
い
箇
所
も
あ
る
。
歌
手
マ
リ
ヴ
ロ
ン
は
「
天
の
才
あ
り
う
る

は
し
く
尊
敬
さ
れ
る
こ
の
人
」（
三
〇
一
）
で
は
あ
れ
、
野
ぶ
ど
う
が
虹
に

対
し
て
な
ら
と
も
か
く
、
少
女
が
な
ぜ
「
い
ゝ
え
。
私
の
命
な
ん
か
、
な

ん
で
も
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な
た
が
、
も
し
、
も
っ
と
立
派
に
お

な
り
に
な
る
為
な
ら
、
私
な
ん
か
、
百
ぺ
ん
で
も
死
に
ま
す
」（
三
〇
二
）

と
ま
で
言
う
か
は
、
納
得
し
に
く
い
。
だ
が
、
マ
リ
ヴ
ロ
ン
の
「
あ
な
た

こ
そ
そ
ん
な
に
お
立
派
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
な
た
は
、
立
派
な
お
し

ご
と
を
あ
ち
ら
へ
行
っ
て
な
さ
る
で
せ
う
。
そ
れ
は
わ
た
く
し
な
ど
よ
り

は
は
る
か
に
高
い
し
ご
と
で
す
。
私
な
ど
は
そ
れ
は
ま
こ
と
に
た
よ
り
な

い
の
で
す
。
ほ
ん
の
十
分
か
十
五
分
か
声
の
ひ
び
き
の
あ
る
う
ち
の
い
の

ち
で
す
」（
同
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
国
と
い
う
設
定
で
声
楽
家
が
伝
道
者
の

娘
に
言
う
台
詞
と
し
て
は
、
妥
当
に
聞
こ
え
る
。
そ
し
て
少
女
と
マ
リ
ヴ

ロ
ン
の「

け
れ
ど
も
、
あ
な
た
は
、
高
く
光
の
そ
ら
に
か
ゝ
り
ま
す
。
す
べ

て
草
や
花
や
鳥
は
、
み
な
あ
な
た
を
ほ
め
て
歌
ひ
ま
す
。
わ
た
く
し

は
た
れ
に
も
知
ら
れ
ず
巨
き
な
森
の
な
か
で
朽
ち
て
し
ま
ふ
の
で
す
。」

「
そ
れ
は
あ
な
た
も
同
じ
で
す
。
す
べ
て
私
に
来
て
、
私
を
か
が
や

か
す
も
の
は
、
あ
な
た
を
も
き
ら
め
か
し
ま
す
。
私
に
与
へ
ら
れ
た

す
べ
て
の
ほ
め
こ
と
ば
は
、
そ
の
ま
ま
あ
な
た
に
贈
ら
れ
ま
す
。」（
同
）

の
や
り
取
り
は
、「
わ
た
く
し
は
﹇
…
…
﹈
朽
ち
て
し
ま
ふ
の
で
す
」
を
除

い
て
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
の
対
話
の
ま
ま
だ
が
、
こ
の
改
作
の
設
定
で
は
、

神
の
光
は
宗
教
的
献
身
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
芸
術
と
を
照
ら
す
、
と
い
っ

た
発
想
と
し
て
了
解
で
き
る
。
関
口
安
義
（36）

は
、「
こ
こ
は
声
楽
家
マ
リ

ヴ
ロ
ン
と
牧
師
の
娘
ギ
ル
ダ
の
対
話
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
語

る
マ
リ
ヴ
ロ
ン
は
相
手
が
牧
師
の
娘
ゆ
え
、
ま
た
自
身
も
神
を
信
じ
る
者

ゆ
え
聖
書
を
意
識
し
て
の
対
話
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
作

中
の
「「
ま
こ
と
の
光
」
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
指
す
」（
三
〇
八
）
と
結

論
す
る
。
虹
の
こ
と
ば
で
は
「
贈
ら
れ
ま
す
」
に
続
い
た
、「
ご
ら
ん
な
さ

い
」
以
降
の
価
値
の
転
倒
の
転
倒
は
抹
消
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
一

節
は
ほ
ぼ
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
し
て
読
め
る
、
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
そ
の
少
し
前
の
マ
リ
ヴ
ロ
ン
の
教
え
は
、
ふ
つ
う
キ
リ
ス
ト

教
で
言
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
天
沢
退
二
郎
が
か
つ
て
指
摘
し
た
（37）

よ
う
に
、
歌
手
の
こ
と
ば
と
し
て
追
加
さ
れ
た
「
正
し
く
清
く
は
た
ら
く

ひ
と
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
芸
術
を
時
間
の
う
し
ろ
に
つ
く
る
の
で
す
。
ご

ら
ん
な
さ
い
。
向
ふ
〔
の
〕
青
い
そ
ら
の
な
か
を
一
羽
の
鵠
が
と
ん
で
行

き
ま
す
。
鳥
は
う
し
ろ
に
み
な
そ
の
あ
と
を
も
つ
の
で
す
。
み
ん
な
は
そ

れ
を
見
な
い
で
せ
う
が
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
見
る
の
で
す
。
お
ん
な
じ

や
う
に
わ
た
く
し
ど
も
は
み
な
そ
の
あ
と
に
ひ
と
つ
の
世
界
を
つ
く
っ
て

来
ま
す
。
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
い
ち
ば
ん
高
い
芸
術
で
す
」（
三
〇
二
）

は
、
明
ら
か
に
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」（38）
の
「
巨
き
な
人
生
劇
場
は
時

間
の
軸
を
移
動
し
て
不
滅
の
四
次
の
芸
術
を
な
す
」（
一
五
）
と
照
応
す
る

（
そ
れ
ゆ
え
改
作
は
一
九
二
六
年
頃
以
降
だ
っ
た
と
想
定
で
き
る
）。
こ
こ

に
は
、
す
べ
て
の
生
活
の
行
為
が
芸
術
と
等
し
く
作
品
と
な
る
宗
教
的
境

地
が
、
構
想
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
マ
リ
ヴ
ロ
ン
の
最
後
の
台
詞
中
の
「
い
ゝ
え
私
は
ど
こ
へ

も
行
き
ま
せ
ん
。
い
つ
で
も
あ
な
た
が
考
え
る
そ
こ
に
居
り
ま
す
。
す

べ
て
ま
こ
と
の
ひ
か
り
の
な
か
に
、
い
っ
し
ょ
に
す
〔
〕
ん
で
い
っ
し
ょ

に
す
ゝ
む
人
人
は
、
い
つ
で
も
い
っ
し
ょ
に
ゐ
る
の
で
す
」（
三
〇
二
―

〇
三
）
は
、「
い
っ
し
ょ
に
す
ゝ
む
」
の
付
加
の
他
は
虹
の
こ
と
ば
と
ほ
ぼ

同
じ
だ
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
そ
の
含
意
は
、
改
作
前
の
「
無
常
の
存
在
即

ち
永
遠
」
か
ら
、「
行
為
即
ち
永
続
」
へ
と
ず
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

―
な
お
天
沢
は
、
そ
の
芸
術
観
を
鶴
見
俊
輔
の
用
語
に
よ
り
「
限
界

芸
術
論
」
と
呼
び
、
改
作
を
「〈
死
と
の
関
係
〉
か
ら
〈
限
界
芸
術
論
〉
へ

の
道
す
じ
と
し
て
」
特
徴
づ
け
る
が
、
作
品
末
の
「
ひ
ば
り
」
の
「
調
子
は

づ
れ
の
歌
」
に
は
、「
物
語
の
語
り
の
行
為
」
を
担
う
「
詩
人
」
の
屈
折
し

た
イ
メ
ー
ジ
を
感
知
す
る
。
天
沢
は
、
そ
の
「
道
す
じ
」
の
「
原
点
に
や

は
り
と
し
子
の
死
が
あ
っ
た
」
と
も
述
べ
る
（
一
一
三
）。
ま
た
浜
垣
誠

司
の
ブ
ロ
グ
項
目
「
マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
虹
」（39）
は
、
天
沢
の
論
も
引
き
つ
つ
、

ト
シ
死
後
に
賢
治
は
心
内
で
の
死
者
の
現
存
を
探
っ
た
、
と
い
う
視
点
か

ら
、
改
作
前
後
の
違
い
を
細
か
く
指
摘
し
て
い
る
。

　

改
作
は
全
体
と
し
て
、
焦
点
を
「
存
在
」
か
ら
「
行
為
」
へ
と
移
し
、
社

会
で
の
よ
り
積
極
的
な
実
践
を
目
指
し
た
賢
治
の
根
本
的
な
志
向
と
合
致

す
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
賢
治
に
よ
る
日
蓮
主
義
の
受
容

は
、
潜
在
的
に
は
例
え
ば
満
州
国
建
設
へ
の
協
力
と
親
和
的
だ
っ
た
の

で
は
、
と
疑
う
視
点
か
ら
は
、「
ア
フ
リ
カ
へ
行
く
牧
師
の
娘
」
の
設
定

も
そ
れ
ほ
ど
無
垢
に
は
見
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
実
践

へ
の
志
向
は
晩
年
ま
で
続
い
た
が
、
創
作
の
多
面
性
を
す
べ
て
そ
れ
で

概
括
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
―
賢
治
が
日
蓮
主
義
の
行
動
性
に
惹
か

れ
、
田
中
智
学
の
国
柱
会
に
加
入
し
、
家
族
友
人
の
折
伏
を
試
み
た
の
は

一
九
二
〇
―
二
一
年
頃
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」

は
そ
の
時
期
ま
た
は
直
後
の
作
品
で
あ
る
。
思
想
と
創
作
の
展
開
に
関
し

て
、
単
線
的
な
筋
書
き
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
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注1 

「
宮
沢
賢
治
と
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
相
―
「
天
国
」
と
「
神
の
国
」
の

い
く
つ
か
の
像
」『
宮
沢
賢
治
研
究A

n
n
u
al

』
第
二
三
号
、
宮
沢
賢
治

学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
、
一
三
年
。「
宮
沢
賢
治
と
キ
リ
ス
ト

教
の
一
面
（
反
語
の
教
師
イ
エ
ス
）
と
仏
教
の
一
面
（
本
覚
思
想
）
―

（
上
）・（
下
）」『
賢
治
研
究
』
一
二
六
、一
二
七
号
、
宮
沢
賢
治
研
究
会
、

一
五
年
。

2 

『
新
校
本
全
集
』
第
三
巻
本
文
篇
、
筑
摩
書
房
、
九
六
年
、
一
〇
〇
―

〇
四
。
以
下
各
文
献
に
つ
い
て
、
引
用
ペ
ー
ジ
は
本
文
お
よ
び
注
で（　

）

内
に
示
す
。﹇　

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
省
略
や
補
足
。

3 

『
新
校
本
全
集
』
第
六
巻
本
文
篇
、
九
六
年
、
二
九
三
―
九
八
。

４ 

『
新
校
本
全
集
』
第
十
三
巻
（
下
）
本
文
篇
、
九
七
年
、
二
九
八
―

九
九
。

5 

成
瀬
仁
蔵
『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
第
三
巻
、
日
本
女
子
大
学
、
八
一
年
、

八
五
七
―
五
八
。

6 

黒
川
知
文
『
内
村
鑑
三
と
再
臨
思
想
』、
新
教
出
版
社
、
一
二
年
。

7 

プ
ラ
ッ
ト
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
「
賢
治
作
品
に
投
影
し
て
い

る
キ
リ
ス
ト
教
的
表
象
」、
ジ
ョ
ー
ジ
＋
小
松
和
彦
編
『
宮
沢
賢
治
の
深

層
―
宗
教
か
ら
の
照
射
―
』、
法
蔵
館
、
一
二
年
。

8 

天
沢
退
二
郎
「
宮
沢
賢
治
の
「
作
品
」」『《
宮
沢
賢
治
》
論
』、
筑
摩
書

房
、
七
六
年
。
杉
浦
静『
宮
沢
賢
治　

明
滅
す
る
春
と
修
羅
』、
蒼
丘
書
林
、

九
三
年
。
榊
昌
子
『
宮
沢
賢
治
「
春
と
修
羅
第
二
集
」
の
風
景
』、
無
名

舎
出
版
、
〇
四
年
。

9 

栗
原
敦「〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉の
行
方
―
「
花
鳥
図
譜
」構
想
ま
で
」『
宮

沢
賢
治　

透
明
な
軌
道
の
上
か
ら
』、
新
宿
書
房
、
九
二
年
。

10 

『
新
校
本
全
集
』
第
三
巻
校
異
篇
、
九
六
年
、
二
三
〇
―
四
五
。

11　

栗
原
敦「
歌
・
口
語
・
文
語
―
昭
和
三
年
の
宮
沢
賢
治
」『
言
語
文
化
』

一
三
号
、
明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所
、
九
六
年
。

12　
『
築
地
小
劇
場
検
閲
上
演
台
本
集
』
第
七
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
九
一
年
、

に
手
書
き
台
本
の
複
写
が
所
収
。
た
だ
し
判
読
不
能
な
部
分
も
多
い
。

13 

『
新
校
本
全
集
』
第
二
巻
本
文
篇
、
九
五
年
、
四
五
七
―
六
一
。

14 

宮
沢
ト
シ
「
自
省
録
」、
宮
沢
淳
郎
『
伯
父
は
賢
治
』、
八
重
岳
書
房
、

八
九
年
。
山
根
知
子
『
宮
沢
賢
治　

妹
ト
シ
の
拓
い
た
道
』、
朝
文
社
、

〇
三
年
。「
自
省
録
」
引
用
は
後
者
か
ら
。

15 

『
新
校
本
全
集
』
第
二
巻
本
文
篇
、
九
五
年
、
一
四
三
―
四
五
。

16 

例
え
ば
、
山
根
知
子
「
宮
沢
賢
治
の
根
底
な
る
宗
教
性
」、
佐
藤
泰
正

編
『
宮
沢
賢
治
の
切
り
拓
い
た
世
界
は
何
か
』、
笠
間
書
院
、
一
五
年
。

17 

『
新
校
本
全
集
』
第
二
巻
本
文
篇
、
九
五
年
、
一
六
九
―
七
五
。

18 

浜
垣
誠
司
「
二
〇
〇
九
年
七
月
二
〇
日　

H
E
LL⇒

LO
V

E
†

」『
宮

沢
賢
治
の
詩
の
世
界
』（h

ttp
://w

w
w

.ih
ato

v.cc/b
lo

g/arch
ives/ 

2009/07/h
ell_lo

ve.h
tm

）

19 

『
新
校
本
全
集
』
第
四
巻
本
文
篇
、
九
五
年
、
二
二
六
―
二
七
。

20 

中
野
新
治
『
宮
沢
賢
治　

童
話
の
読
解
』、
翰
林
書
房
、
九
三
年
。

21 

彌
永
信
美
『
幻
想
の
東
洋
（
下
）』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
〇
五
年
。

付
論
「〈
近
代
〉
世
界
と
「
東
洋
／
西
洋
」
世
界
観
」
中
の
「
近
代
日
本
の

「
東
洋
／
西
洋
」
世
界
観
―
内
村
鑑
三
の
場
合
」。

22 

赤
江
達
也
『「
紙
上
の
教
会
」
と
日
本
近
代
』、
岩
波
書
店
、
一
三
年
。

第
二
章
第
一
節
三
「
千
年
王
国
論
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」。

23 

中
嶌
邦
『
成
瀬
仁
蔵
』、
吉
川
弘
文
館
、
〇
二
年
、
に
紹
介
（
五
九
）。

24 

『
新
校
本
全
集
』
第
十
五
巻
本
文
篇
、
九
五
年
。「
歴
史
や
宗
教
の
位

置
」
の
「
変
換
」
は
、
書
簡
番
号
2
0
0
、
森
左
一
宛
か
ら
（
二
二
二
）。

「
科
学
的
」な「
記
載
」は
、
同
2
1
4
ａ
、
岩
波
茂
雄
宛
か
ら（
二
三
四
）。

25 

『
新
校
本
全
集
』
第
十
巻
本
文
篇
、
九
五
年
、
一
三
二
―
七
七
。

26 
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
『
死
を
前
に
し
た
人
間
』、
み
す
ず
書
房
、
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九
〇
年
、
四
二
〇
―
二
一
。

27 
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス『〈
子
供
〉の
誕
生
』、
み
す
ず
書
房
、
八
〇
年
。

28 

『
新
校
本
全
集
』
第
八
巻
本
文
篇
、
九
五
年
、
一
一
一
―
一
四
。

29 

井
上
洋
治
『
ま
こ
と
の
自
分
を
生
き
る
』、
ち
く
ま
文
庫
、
九
九
年
。

30 

遠
藤
祐
『
宮
澤
賢
治
の
物
語
た
ち
』、
洋
々
社
、
〇
六
年
。

31 

小
野
美
智
子
編
訳
『
宮
沢
賢
治
掌
編
集
Ⅱ
―
林
の
底
他
7
編
』、
信

山
社
、
〇
二
年
。

32 

末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
史
』、
新
潮
文
庫
、
九
六
年
、
一
五
九
―

六
〇
。

33 

中
沢
新
一
「
解
説
」、
吉
本
隆
明
『
最
後
の
親
鸞
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

〇
二
年
。

34 

八
木
誠
一
『
パ
ウ
ロ
・
親
鸞
＊
イ
エ
ス
・
禅
』
増
補
新
版
、
法
蔵
館
、

〇
〇
年
。

35 

『
新
校
本
全
集
』
第
十
巻
本
文
篇
、
九
五
年
、
三
〇
〇
―
〇
三
。

36 

関
口
安
義
『
続　

賢
治
童
話
を
読
む
』、
港
の
人
、
一
五
年
。

37 

天
沢
退
二
郎
「〈
読
み
書
き
〉
の
夢
魔
を
求
め
て
」
第
四
章
「
調
子
は

ず
れ
の
歌
」『《
宮
澤
賢
治
》
論
』、
筑
摩
書
房
、
七
六
年
。

38 

『
新
校
本
全
集
』
第
十
三
巻
（
上
）
本
文
篇
、
九
七
年
、
九
―
一
六
。

39 

浜
垣
誠
司
「
二
〇
一
六
年
七
月
一
〇
日　

マ
リ
ヴ
ロ
ン
と
虹
」『
宮

沢
賢
治
の
詩
の
世
界
』（h

ttp
://w

w
w

.ih
ato

v.cc/b
lo

g/arch
ives/ 

2016/07/p
o
st_854.h

tm

）




