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綱
島
梁
川
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
（
そ
の
二
）

關

岡

一

成

三
　
「
神
子
」
の
自
覚
時
代

）
1

（

　
（
一
）
　
宗
教
へ
の
回
帰

　
知
性
・
合
理
性
を
重
視
し
、
倫
理
・
道
徳
に
重
点
を
お
い
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
時
代
は
、
前
述
の
よ
う
に
学
生
時
代
を
中
心
と
し
た

短
期
間
で
あ
っ
た
。
倫
理
に
よ
っ
て
宗
教
に
代
え
ら
れ
る
と
し
た
時
代
は
終
わ
り
、
再
び
宗
教
に
は
独
自
の
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
信

す
る
に
い
た
る
。

　
梁
川
が
、
再
び
本
格
的
に
宗
教
・
キ
リ
ス
ト
教
に
対
峙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
病
気
で
あ
っ
た
。

　
上
京
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
に
肋
膜
炎
に
か
か
り
、
医
師
に
診
察
し
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
時
点
で
い
つ
肺
結
核
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

い
身
体
と
警
告
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
四
月
三
〇
日
に
喀
血
し
、
結
核
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。

　
五
月
二
四
日
に
は
、
逗
子
に
行
き
療
養
、
一
時
良
く
な
り
六
月
二
⊥
ハ
日
に
は
帰
京
し
た
が
、
七
月
四
日
に
再
び
喀
血
、
本
格
的
に
治
療
す



る
た
め
七
月
中
旬
か
ら
翌
年
二
月
末
ま
で
、
八
ケ
月
近
く
を
神
戸
諏
訪
山
の
吉
田
病
院
で
療
養
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
病
気
中
に
は
大

量
の
喀
血
が
あ
っ
た
り
し
て
命
も
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
時
期
も
あ
っ
た
。

　
か
れ
は
こ
の
病
気
中
に
、
一
方
で
は
死
の
問
題
に
直
面
し
、
他
方
で
は
将
来
へ
の
不
安
に
か
ら
れ
た
。
特
に
病
気
が
学
校
を
出
て
こ
れ
か

ら
本
格
的
に
活
躍
し
よ
う
と
し
て
い
た
矢
先
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
同
世
代
の
若
者
が
社
会
で
活
躍
し
て
い
る
の
に
、
自
分
は
無
為
に
療
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
と
な
り
煩
悶
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
宗
教
・
キ
リ
ス
ト
教
に
回
帰
し
た
の
で
あ
る
。

　
神
戸
で
の
療
養
中
に
は
、
副
院
長
で
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
橋
本
善
次
郎
と
は
た
び
た
び
宗
教
談
を
交
わ
し
た
。
ま
た
、
看
護
婦
の
一
人

が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
話
し
あ
っ
た
り
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
途
絶
え
て
い
た
、
教
会
の
礼
拝
に
も

出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
梁
川
は
、
「
時
期
組
合
教
会
に
満
足
で
き
ず
、
植
村
正
久
の
｝
致
教
会
に
出
席
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
神
戸
療
養
中
に
選
ん
だ
教
会
は
、

か
れ
が
洗
礼
を
受
け
た
高
梁
教
会
と
同
じ
組
合
派
の
神
戸
教
会
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
の
神
戸
教
会
の
牧
師
は
、
海
老
名
弾
正
（
「
八
五
六
－
｝
九
三
七
）
で
あ
っ
た
。
海
老
名
は
す
で
に
著
名
な
牧
師
で
あ
り
、
正
統

的
で
な
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
た
。
梁
川
は
そ
れ
を
承
知
で
礼
拝
に
出
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
か
れ
は
再
び
宗
教
・
キ
リ

ス
ト
教
に
回
帰
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
信
仰
に
は
戻
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
神
戸
で
の
療
養
中
の

初
期
に
友
人
と
二
人
で
バ
ッ
ク
ス
ト
ン
（
じ
d
・
円
O
d
隻
8
P
一
八
六
〇
一
一
九
四
六
）
宣
教
師
を
訪
問
し
た
際
に
、
友
人
が
「
キ
リ
ス
ト
は

神
か
人
か
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
て
、
バ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
「
キ
リ
ス
ト
は
人
間
で
な
く
神
で
あ
る
」
と
答
え
る
の
を
聞
き
、
バ
ッ
ク
ス
ト
ン

が
正
統
的
・
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
信
仰
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
梁
川
自
身
は
キ
リ
ス
ト
の
奇
跡
の
進
歩
的
解
釈
を
尋
ね
た
い
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
り

て
い
た
も
の
の
、
聞
い
て
も
無
駄
だ
と
思
い
聞
か
な
か
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

）
2
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海
老
名
の
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
は
、
ま
さ
に
梁
川
が
求
め
て
い
た
進
歩
主
義
・
自
由
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン

と
も
異
な
っ
て
い
た
。

　
梁
川
は
神
戸
で
の
療
養
中
に
、
神
戸
教
会
へ
の
礼
拝
出
席
、
さ
ら
に
海
老
名
と
の
個
人
的
交
際
を
通
し
て
、
宗
教
・
キ
リ
ス
ト
教
理
解
で

大
き
な
進
展
を
と
げ
る
。
神
戸
で
の
療
養
の
末
期
に
は
、
在
米
の
友
人
朝
河
貫
一
（
一
八
七
ニ
ー
一
九
四
八
）
宛
の
書
簡
で
「
神
戸
教
会
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

師
海
老
名
弾
正
氏
に
交
際
し
て
少
か
ら
ざ
る
益
を
得
申
候
　
氏
は
偉
大
な
る
人
物
と
存
置
」
と
記
し
て
い
る
。

　
残
念
な
が
ら
、
神
戸
療
養
時
代
の
日
記
が
全
時
期
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
断
片
的
で
あ
る
た
め
、
海
老
名
か
ら
の
影
響
が
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ね

　
し
か
し
、
神
戸
で
の
療
養
生
活
と
海
老
名
と
の
交
流
が
、
梁
川
の
宗
教
・
キ
リ
ス
ト
教
回
帰
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
。

　
か
れ
は
、
退
院
後
に
病
気
療
養
の
こ
の
時
期
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

）
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バ
リ
　

人
生
の
意
義
宗
教
的
信
下
等
に
つ
き
て
は
一
年
間
の
病
気
の
為
に
学
び
得
た
る
と
こ
ろ
少
か
ら
ざ
り
し
や
う
存
候
ひ
き
。

殆
ど
一
年
間
の
休
養
三
昧
何
を
か
得
た
る
か
と
問
は
れ
な
ば
我
な
が
ら
呆
然
自
失
の
外
無
之
候
　
唯
々
一
種
の
人
生
観
を
瞑
想
と
実
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
お
　

と
の
う
へ
よ
り
得
た
る
や
う
に
御
座
候
。

神
戸
に
あ
り
し
こ
と
ほ
と
ん
ど
八
閲
月
余
。
此
の
間
わ
が
得
た
る
所
を
顧
み
来
た
れ
ば
呆
然
た
る
の
外
な
し
。
宗
教
の
側
に
於
て
は
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は
た
し
か
に
一
転
機
し
て
或
物
を
撰
み
ぬ
。



　
梁
川
の
宗
教
へ
の
回
帰
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
時
代
の
理
性
に
基
づ
く
哲
学
・
倫
理
か
ら
導
き
出
し
た
神
で
な
く
、

仰
よ
り
導
き
出
し
た
神
へ
の
到
達
で
あ
っ
た
。

宗
教
独
自
の
信

生
は
哲
学
よ
り
入
ら
ざ
る
神
を
み
と
め
申
底
ひ
き
　
哲
学
は
唯
実
在
の
う
は
つ
ら
を
撫
で
其
処
に
論
理
的
城
郭
を
築
く
も
の
に
て
そ
れ

よ
り
奥
に
入
り
て
光
明
を
掌
貢
す
る
能
は
ざ
る
も
の
と
の
信
お
こ
り
申
候
ひ
き
　
小
生
は
実
に
此
の
病
気
の
賜
物
を
思
ひ
い
で
・
感
謝

　
　
ハ
　
ロ

致
居
候
。

で
は
、
病
気
と
療
養
生
活
で
得
た
宗
教
的
確
信
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
＝
言
で
い
う
な
ら
ば
「
人
格
神
」
と
「
神
子
」
の
自
覚
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

梁
川
は
、
病
気
が
治
癒
し
神
戸
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、
宗
教
的
心
境
を
友
人
に
宛
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

）
4

（

哲
学
的
抽
象
の
理
想
に
あ
ら
ず
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
信
仰
に
あ
ら
ず
将
又
卒
業
論
文
を
草
せ
し
を
り
の
偏
狭
頑
固
の
道
徳
的
理
想
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
レ

あ
ら
ず
自
由
な
る
思
索
の
結
果
と
し
て
自
由
な
る
経
験
の
結
果
に
し
て
我
が
意
識
の
実
験
的
証
明
と
し
て
天
地
の
父
を
認
め
申
候
。

　
「
天
地
の
父
」
と
し
て
の
神
へ
の
到
達
。
こ
れ
が
か
れ
の
宗
教
・
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
回
帰
の
中
心
信
仰
で
あ
っ
た
。
神
を
「
父
」
と
人
格

的
に
捉
え
、
自
分
を
そ
の
「
子
」
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

　
人
格
神
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
病
気
に
な
る
以
前
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
の
時
代
に
も
す
で
に
切
実
に
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
っ



た
。
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
九
月
二
〇
日
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
頃
何
と
な
く
天
地
の
父
母
の
恋
し
く
な
つ
か
し
く
な
り
来
た
り
ぬ
。
思
ふ
に
吾
人
人
間
の
位
地
に
あ
り
て
人
的
神
を
恋
ふ
は
性
情

の
自
然
に
し
て
、
又
こ
・
に
大
な
る
真
理
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。
予
は
哲
理
的
に
こ
の
℃
①
冨
。
昌
巴
Ω
o
亀
の
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

以
を
・
証
明
し
た
き
感
盛
ん
也
。

　
こ
の
人
格
神
へ
の
あ
こ
が
れ
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
病
気
と
療
養
生
活
の
中
で
よ
り
明
白
に
な
り
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。　

か
れ
は
、
神
を
人
格
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
に
新
境
地
を
開
い
た
。
そ
し
て
「
人
格
的
の
神
は
予
が
唯
一
の
慰
藷
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ソ

鞭
捷
者
、
鼓
吹
者
と
な
れ
り
」
と
断
言
す
る
に
い
た
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
、
人
格
神
に
つ
い
て
理
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
友
人
へ
の
音
簡
で
は
「
今
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

は
神
を
知
り
得
た
り
　
む
か
し
の
生
に
比
し
て
一
大
進
歩
と
信
候
　
ど
れ
だ
け
迄
神
を
知
り
得
た
る
か
は
申
上
げ
が
た
く
候
」
と
書
く
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。

　
（
二
）
　
「
神
子
」
の
自
覚

一
梁
川
は
病
気
が
全
快
す
る
と
、
東
京
に
戻
り
精
力
的
に
執
筆
活
動
を
し
た
が
、

問
題
が
あ
り
、
こ
れ
へ
の
考
察
が
顕
著
に
な
る
。

か
れ
の
念
頭
に
は
常
に
宗
教
問
題
、
特
に
人
格
神
と
い
う

）
5

（



　
か
れ
が
、
倫
理
で
宗
教
に
代
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
時
代
の
神
は
、
理
論
上
よ
り
導
き
出
し
た
理
想
・
神
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
知
識
的
・

理
性
的
要
求
を
満
足
さ
せ
た
も
の
の
、
生
命
の
躍
動
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
病
気
に
な
り
多
量
の
喀
血
な
ど
で
生
死
を
さ
ま
よ
う
状
況
に

お
い
て
は
、
少
し
も
力
と
な
ら
ず
空
虚
な
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

理
性
の
冷
静
な
る
抽
象
的
直
観
の
神
は
、
到
底
宗
教
的
の
神
た
ら
ず
、
宗
教
的
意
識
の
要
求
は
多
か
れ
少
か
れ
吾
等
以
上
の
一
種
の
生

命
に
触
れ
む
と
す
る
に
あ
り
。
生
命
な
き
宇
宙
の
知
識
的
体
系
、
即
ち
哲
学
的
世
界
観
は
、
以
て
五
星
寸
が
知
識
的
、
理
性
的
要
求
を
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

足
し
む
べ
き
を
、
以
て
宗
教
的
要
求
を
満
足
せ
し
む
る
に
足
ら
ず
。

　
人
間
は
、
知
・
情
・
意
の
要
求
を
有
す
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
に
も
知
識
・
理
性
の
み
を
重
視
し
て
、
情
・
意
を
軽
視
し
て
き
て

い
た
、
そ
れ
が
生
命
に
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
「
道
徳
上
、
宗
教
上
真
理
は
多
く
ぎ
帥
詳
よ
り
得
ち
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
情
意
・
感
情
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
に
触

れ
た
い
と
い
う
宗
教
的
要
求
は
、
情
意
・
感
情
を
内
在
す
る
真
理
に
よ
っ
て
始
め
て
満
足
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
的
真
理

と
い
う
場
合
も
、

）
6

（

仏
教
に
い
ふ
真
如
、
婆
羅
門
の
梵
（
特
に
ア
ー
ト
マ
ン
）
の
如
き
知
的
抽
象
的
直
観
の
対
象
は
、
唯
吾
人
の
知
的
方
面
の
無
限
の
要
求

を
満
足
せ
し
め
得
べ
き
も
、
他
の
情
意
の
一
面
を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
、
吾
人
全
人
の
要
求
を
満
足
せ
し
め
む
に
は
余
り
に
冷
索
な

　
　
　
　
へ
げ
　

り
、
乾
枯
也
。



と
し
て
退
け
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
か
れ
は
、
知
・
情
・
意
を
そ
な
え
た
人
間
を
全
体
的
に
満
足
さ
せ
る
神
こ
そ
真
実
の
神
で
あ
り
、

る
と
結
論
づ
け
る
。

人
格
神
こ
そ
ま
さ
に
そ
れ
で
あ

人
格
的
な
ら
ざ
る
神
は
到
底
人
間
と
関
係
な
き
没
交
渉
の
神
な
り
、
人
間
の
神
は
ど
う
し
て
も
人
格
的
の
神
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

（
中
略
）
神
は
人
間
以
上
の
も
の
な
り
、
さ
れ
ど
同
時
に
根
底
に
於
い
て
人
的
の
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

　
こ
こ
で
当
然
生
じ
る
疑
問
は
、
神
を
人
格
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
「
具
象
的
活
生
命
あ
る
対
象
を
得
る
」
こ
と
に
は
な
る
が
、
超
越
的
・

絶
対
的
存
在
を
人
間
に
引
き
下
げ
、
人
間
的
属
性
を
付
け
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
梁
川
は
「
人
格
神
」
と
い
う
言
葉
が
無
限
・
超
越
・
絶
対
存
在
の
全
て
を
表
現
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
一
分
し
か
表

現
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
た
と
え
真
如
・
無
・
ア
ー
ト
マ
ン
な
ど
と
非
人
格
の
語
で
表
現
さ
れ
て
も
、
や
は
り
全

て
を
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
よ
う
と
「
神
の
無
限
生
命
を
盛
る
に
堪
へ
た
る
も
の
あ
る
な
し
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
人
格
神
」
と
い

う
場
合
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
符
号
・
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
「
唯
そ
を
己
む
を
得
ざ
る
条
件
手
段
と
し
て
、
拠
り
て
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

大
霊
の
神
秘
の
消
息
に
與
ら
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。

　
梁
川
が
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
見
る
時
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
神
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
、
宗
教
的
要
求
の
進
歩
に
よ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
エ
ル
（
勢
力
の
神
）
、
エ
ホ
バ
（
正
義
の
神
）
と
さ
れ
て
い

）
7

（



た
も
の
が
、
仁
愛
の
神
ア
バ
・
父
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
・
こ
れ
は
非
人
格
神
か
ら
人
格
神
に
進
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
だ
　

現
と
し
て
父
な
る
神
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
最
も
生
命
あ
る
人
格
神
の
表

天
地
の
。
・
◎
三
と
我
が
ω
〇
三
と
は
父
と
子
と
の
如
し
、
自
他
黙
契
互
押
し
て
舛
ふ
所
な
し
、
父
の
顕
現
し
来
る
も
の
は
、
子
、
其
意
味

を
解
し
て
之
れ
を
是
認
す
。
他
律
的
な
ら
ず
し
て
自
律
的
也
、
外
的
な
ら
ず
し
て
内
的
也
、
父
唱
へ
て
子
和
す
、
こ
れ
実
に
宗
教
的
感

　
ハ
れ
り

応
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

　
そ
れ
ゆ
え
、
イ
エ
ス
が
神
を
父
と
表
現
し
た
の
は
、
イ
エ
ス
自
身
の
「
人
格
の
反
射
的
写
象
」
で
あ
り
、
心
魂
の
要
求
を
客
観
に
打
ち
出

　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

し
た
も
の
で
あ
る
。
「
こ
・
に
我
父
な
る
天
地
の
神
を
結
び
出
だ
し
、
而
し
て
こ
の
神
と
の
感
応
に
よ
り
て
其
の
混
々
不
尽
の
生
命
の
源
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

を
掬
み
出
だ
し
、
万
代
無
窮
に
溢
れ
流
る
・
に
至
」
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
梁
川
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
「
父
な
る
神
」
と
人
格
神
と
し
て
捉
え
て
い
る

が
、
キ
リ
ス
ト
を
三
位
一
体
の
第
二
位
と
し
て
の
神
の
子
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
「
与
れ
か
真
に
我
は
神
也
と
い
ふ
も
の
あ
る
。
「
世
に
義
人
あ
る
な
し
一
人
だ
に
な
し
」
。
耶
蘇
だ
に
我
は
神
な
り
と
言
は
ざ
り
き
」
と
述

べ
て
、
イ
エ
ス
は
「
神
の
子
」
と
は
自
覚
し
て
い
た
が
、
「
神
」
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
神
戸
で
の
療
養
時
代
に
は
未
だ
明
白
で
な
か
っ
た
神
・
人
格
神
が
よ
り
明
確
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

間
、
一
度
回
復
し
た
結
核
は
再
発
し
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
四
月
に
は
喀
血
し
、
翌
年
六
月
か
ら
は
病
臥
の
人
と
な
っ
た
。

　
帰
京
し
て
暫
く
は
文
芸
、
美
術
評
論
に
筆
を
ふ
る
っ
て
い
た
が
、
病
勢
が
募
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
「
以
降
殊

）
8
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に
宗
教
的
思
索
に
耽
り
、
公
表
せ
る
評
論
、
感
想
の
大
部
分
は
宗
教
に
関
す
る
も
の
」
に
な
っ
た
。

　
結
核
は
腸
か
ら
咽
喉
を
も
冒
し
、
生
命
を
お
び
や
か
す
状
況
で
、
か
れ
は
宗
教
に
沈
潜
し
そ
こ
に
慰
籍
を
得
て

　
　
　
　
ハ
の
レ

一
伴
侶
に
候
」
と
友
人
に
書
い
て
い
る
。

　
ま
た
、
病
気
に
煩
悶
し
て
か
れ
に
助
言
を
求
め
る
青
年
に
対
し
て
は
、

「
宗
教
は
実
に
小
生
の
唯

小
生
の
実
験
を
申
候
へ
ば
病
苦
に
打
ち
勝
つ
の
道
は
唯
々
宗
教
上
の
信
仰
よ
り
外
に
無
之
平
素
の
信
念
強
く
確
立
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
病

苦
の
荷
も
軽
く
な
り
候
や
う
経
験
致
候
　
人
に
は
如
何
な
る
大
苦
痛
を
も
堪
へ
得
る
能
力
あ
る
こ
と
而
し
て
此
能
力
は
信
よ
り
来
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

こ
と
此
一
事
は
小
生
の
近
来
益
々
牢
く
確
信
す
る
所
に
候
。

）
9

（

と
励
ま
し
て
い
る
。

　
梁
川
が
こ
こ
で
、
「
宗
教
」
「
信
仰
」
と
記
述
し
て
い
る
そ
の
具
体
的
内
容
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
神
を
「
父
」
、
自
分
を
「
神
子
」
と
自

覚
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
か
れ
は
死
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
イ
エ
ス
が
「
天
の
父
の
全
き
が
如
く
我
等
も
溶
く
す
べ
し
」
と
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
道
徳
的
・
倫
理

的
理
想
を
見
て
日
々
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
神
子
」
の
自
覚
時
代
は
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
四
月
頃
か
ら
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
一
月
頃
ま
で
で
あ
る
。



四
　
「
見
神
」
の
時
代

　
（
一
）
見
神
体
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
は
、
梁
川
の
宗
教
生
活
史
に
お
け
る
「
光
耀
時
代
・
啓
示
時
代
」
と
さ
れ
る
時
代
で
、
一
段
と
信
仰
が
深
ま
っ

た
時
代
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
具
体
的
に
表
明
し
た
も
の
が
「
見
神
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
七
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
三
回
に
わ
た
っ
て
体
験
し
た
「
見
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

は
か
れ
の
宗
教
生
活
の
頂
点
・
〇
三
日
旨
卑
菖
8
弓
。
帥
9
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ
が
描
写
す
る
「
見
神
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
回
目
　
七
月
某
日
夜
半

　
予
は
病
に
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
、
毎
夜
半
凡
そ
一
時
間
が
ほ
ど
、
床
上
に
枯
座
す
る
慣
ひ
な
り
き
。
そ
の
夜
も
い
つ
も
の
頃
、
目
覚
め

　
て
床
上
に
兀
坐
し
ぬ
。
四
壁
沈
々
、
澄
み
徹
り
た
る
星
夜
の
空
の
如
く
、
わ
が
心
一
念
の
騎
を
著
け
ず
、
冴
え
に
冴
え
た
り
。
爾
時
、

優
に
朧
う
な
る
、
謂
は
ば
、
帰
依
の
酔
ひ
心
地
と
も
い
ふ
べ
き
歓
喜
ひ
そ
か
に
心
の
奥
に
溢
れ
出
で
て
、
や
が
て
適
う
に
全
意
識
を
領

　
し
た
り
。
こ
の
玲
朧
と
し
て
充
実
せ
る
一
種
の
意
識
、
こ
の
現
世
の
歓
喜
と
倫
を
絶
し
た
る
静
か
に
淋
し
く
而
か
も
孤
独
な
ら
ざ
る
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

類
の
歓
喜
は
凡
そ
十
五
分
時
が
ほ
ど
も
打
続
き
た
り
と
思
ぼ
し
き
こ
ろ
ほ
の
か
に
消
え
た
り
。

二
回
目
　
九
月
末

　
予
は
久
し
ぶ
り
に
て
、
わ
が
家
よ
り
程
遠
か
ら
ぬ
湯
屋
に
物
せ
ん
と
て
、
家
人
に
扶
け
ら
れ
て
門
を
出
で
た
り
。
折
り
し
も
去
れ
渡
り

　
た
る
秋
空
の
下
、
町
は
つ
れ
な
る
知
謀
遠
く
夕
陽
を
帯
び
た
り
。
予
は
こ
の
景
色
を
打
眺
め
て
何
と
な
く
心
躍
り
け
る
が
、
こ
の
刹
那

）
1
0

（



　
忽
然
と
し
て
、
減
れ
は
天
地
の
神
と
借
に
、
同
時
に
、
こ
の
森
然
た
る
眼
前
の
景
を
観
た
り
て
ふ
一
種
の
意
識
に
打
た
れ
た
り
。
唯
だ

　
こ
の
一
刹
那
の
意
識
、
而
か
も
自
ら
顧
み
る
に
、
其
は
決
し
て
空
華
幻
影
の
類
ひ
に
あ
ら
ず
。
居
然
と
し
て
理
知
を
絶
し
た
る
新
啓
示

　
と
し
て
直
覚
せ
ら
れ
た
る
な
り
。
予
は
今
尚
ほ
其
の
折
を
回
想
し
て
、
吾
れ
神
と
與
に
観
た
り
て
ふ
そ
の
刹
那
の
意
識
を
批
評
し
去
る

　
　
　
　
ゐ
ロ

　
能
は
ず
。

三
回
目
　
十
｝
月
某
日
夜
十
一
時
頃

　
げ
に
彼
の
夜
は
物
静
か
な
る
夜
に
て
候
ひ
き
。
一
番
の
下
、
小
生
は
筆
を
取
り
て
何
事
を
か
物
し
候
ひ
し
折
の
こ
と
な
り
、
如
何
な
る

　
心
の
機
に
か
候
ひ
け
む
、
唯
だ
忽
然
は
つ
と
思
ふ
や
が
て
今
ま
で
の
我
が
我
な
ら
ぬ
我
と
相
成
、
筆
の
動
く
そ
の
ま
・
、
墨
の
紙
上
に

　
声
す
る
そ
の
ま
・
、
す
べ
て
一
々
超
絶
的
不
思
議
と
な
っ
て
眼
前
に
耀
き
申
候
。
こ
の
間
僅
か
に
何
分
時
と
い
ふ
程
に
過
ぎ
ず
と
覚
ゆ

　
れ
ど
、
而
か
も
こ
の
短
時
間
に
於
け
る
、
謂
は
ば
無
限
の
深
き
寂
し
さ
の
底
ひ
よ
り
、
堂
々
と
現
前
せ
る
大
い
な
る
霊
的
活
物
と
は
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
行
き
会
ひ
た
る
や
う
の
一
種
の
Q
。
7
0
。
誠
心
σ
q
錯
愕
、
驚
喜
の
意
識
は
、
到
底
筆
舌
の
尽
く
し
得
る
所
に
あ
ら
ず
候
。

）
1
1

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

　
こ
の
「
見
神
」
体
験
は
「
予
が
見
神
の
実
験
」
と
題
し
て
、
最
初
は
海
老
名
が
創
刊
し
主
筆
で
あ
る
月
刊
誌
「
新
人
」
に
掲
載
さ
れ
、
そ

の
後
「
病
間
録
」
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
れ
を
読
ん
だ
読
者
の
反
響
は
大
き
く
、
梁
川
と
い
え
ば
「
見
神
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
有
名
に
な
っ

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
代
表
的
人
物
に
よ
る
論
評
は
弟
子
の
宇
佐
美
英
太
郎
が
編
集
し
「
見
神
論
評
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
梁
川
の
「
見
神
」
体
験
を
正
し
く

理
解
し
た
論
評
も
多
か
っ
た
が
、
か
れ
を
失
望
さ
せ
た
論
評
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
四
－
一
九
四
四
）
や

大
町
桂
月
（
一
八
六
九
－
一
九
二
五
）
の
論
評
に
つ
い
て
は
、
日
記
や
書
簡
で
も
そ
の
論
評
が
的
外
れ
で
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
と
し
て



　
　
　
　
　
　
お
　

批
判
し
て
い
る
。

　
最
も
一
般
的
な
誤
解
は
、
「
見
神
」
が
幻
覚
と
捉
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
見
神
」
が
く
匠
。
冨
を
見
る
よ
う
に
視
覚
的
な
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
　

点
か
ら
理
解
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
「
わ
が
見
た
る
神
は
世
俗
謂
ふ
所
の
夢
枕
に
立
つ
錯
視
幻
覚
の
神
に
あ
ら
ず
」
と
反

論
し
、
ま
た
「
こ
・
に
謂
ふ
見
る
の
義
が
か
の
基
督
の
一
弟
子
が
手
も
て
再
生
の
基
督
の
肉
身
に
触
れ
て
、
さ
て
始
め
て
彼
れ
を
見
た
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

せ
る
が
如
き
官
覚
的
浅
薄
の
意
味
な
ら
ざ
る
や
、
論
な
き
也
」
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
か
れ
の
「
見
神
」
は
「
自
我
即
ち
主
観
を
通
し
て
、
若
し
く
は
主
観
に
即
し
て
、
神
を
見
る
と
い
ふ
も
の
」
で
あ
り
、
ま
た
「
直
ち
に
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
以
て
霊
に
触
れ
た
る
霊
の
神
官
」
と
し
て
、
そ
れ
が
視
覚
的
に
神
を
見
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
自
己
の
霊
と
神
の
霊
の
融
合
で
あ
っ
た

と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

　
一
時
期
、
か
れ
は
こ
の
体
験
を
「
触
発
録
」
と
題
し
て
発
表
す
る
こ
と
も
考
え
た
。
ま
た
こ
の
当
時
梁
川
と
同
居
し
て
い
た
画
家
の
弟
政

治
（
静
観
）
の
後
年
の
回
顧
に
よ
る
と
」
「
見
神
と
い
う
こ
と
ば
も
読
神
と
い
お
う
か
、
神
に
ふ
れ
た
と
い
お
う
か
と
迷
っ
て
い
ま
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

結
局
見
神
に
落
着
い
た
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
「
見
神
」
が
突
発
的
に
そ
れ
ま
で
の
人
生
経
験
と
何
の
脈
絡
も
な
く
生
じ
た
も
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。

魚
住
影
雄
宛
書
簡
で
「
窃
か
に
信
ず
る
に
小
生
「
見
神
の
実
験
」
は
決
し
て
不
可
思
議
な
る
一
躍
に
あ
ら
ず
　
十
年
来
の
経
験
の
発
展
の
結

果
と
し
て
最
も
強
く
鋭
く
発
現
し
た
る
一
頂
点
か
と
存
候
（
安
倍
君
へ
も
一
寸
申
し
た
る
如
く
）
過
去
一
切
の
経
験
の
皆
重
ん
ず
べ
き
を
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

じ
候
（
中
略
）
無
理
に
焦
躁
り
玉
ふ
な
　
徐
々
堅
実
な
る
発
展
の
極
光
輝
は
必
ず
来
る
べ
く
候
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
梁
川
の
宗
教
生
活
に
お
け
る
頂
点
と
し
て
の
「
見
神
」
は
、
イ
エ
ス
の
「
心
の
清
い
人
た
ち
は
、
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
彼
ら
は
神
を
見
る

で
あ
ろ
う
」
（
マ
タ
イ
伝
五
章
八
節
）
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。

）
1
2

（



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
見
神
」
に
は
な
に
よ
り
も
心
を
清
く
す
る
必
要
が
あ
り
「
神
の
如
く
に
生
活
」
す
る
こ
と
が
必
須
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
か

れ
も
十
年
来
の
宗
教
生
活
を
真
摯
に
送
っ
て
や
っ
と
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
見
神
」
は
容
易
な
も
の
で
な
く
「
不
断
に
神
を
慕
ひ
求
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

る
熱
心
」
と
「
機
縁
の
熟
す
る
ま
で
に
は
非
常
な
る
向
上
の
工
夫
を
要
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
見
神
」
に
は
、
か
れ
の
長
年
の
願
い
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
青
年
期
、
健
康
で
あ
っ
た
時
代
に
も
生
死
の
問
題
に
悩
み
、
死
の
恐
怖
に
た

び
た
び
襲
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
死
の
恐
怖
か
ら
の
開
放
は
、
意
義
あ
る
生
活
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
り
、
意
義
あ
る
生
活
は
神
の

存
在
を
認
め
て
初
め
て
実
現
す
る
と
考
え
た
。
か
れ
は
そ
の
後
結
核
に
な
り
、
た
び
た
び
喀
血
し
生
死
を
書
志
こ
と
に
よ
り
死
へ
の
恐
怖
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
へ

ま
す
ま
す
身
近
な
も
の
に
す
る
と
同
時
に
、
神
を
目
の
当
た
り
に
見
、
神
と
接
し
た
い
と
い
う
願
い
を
強
く
持
っ
た
。

　
梁
川
の
「
見
神
」
に
は
、
死
の
問
題
を
克
服
し
た
い
と
い
う
願
い
と
、
も
う
ひ
と
つ
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
的
自
覚
・
神
子
霊
交
の
自
覚
を
共

有
し
た
い
と
の
願
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
欣
求
が
あ
っ
て
、
三
回
の
見
神
の
体
験
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
体
験
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
我
み
つ
か
ら
直
接
に
基
督
の
見
た
る
神
を
見
、
我
み
つ
か
ら
直
接
に
基
督
の
遊
泳
自
在
せ
る
神
子
の
自
覚
」
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
か
れ
は
、
「
見
神
」
「
神
子
」
の
自
覚
に
い
た
っ
て
「
人
生
生
存
の
根
本
の
原
理
を
掴
み
」
「
不
動
の
信
念
を
樹
立
」
し
た
の
で
あ
る
。

）
1
3

（

神
、
神
子
の
自
覚
、
神
国
の
実
現
、
こ
の
三
つ
の
も
の
を
外
に
し
て
、
究
済
す
る
に
天
人
に
通
じ
、
三
世
を
貫
く
常
恒
不
易
の
真
理
は

あ
ら
ず
と
こ
そ
下
総
へ
。
而
し
て
こ
の
真
理
を
最
も
沈
痛
深
切
に
証
得
せ
る
も
の
、
古
今
、
耶
蘇
基
督
を
推
し
候
べ
し
。
基
督
を
自
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
最
長
兄
と
せ
る
天
国
の
実
現
は
、
我
等
が
此
の
世
に
於
け
る
最
厳
粛
の
義
務
に
は
候
は
じ
乎
。



　
（
二
）
　
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教

　
梁
川
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
特
色
は
、
仏
教
へ
の
関
心
が
深
く
、
そ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。

　
梁
川
が
仏
教
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
の
は
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
喀
血
し
小
田
原
で
療
養
中
に
草
隠
全
集
を
本
格
的
に
読
ん

だ
時
か
ら
と
い
え
る
。

　
そ
の
後
も
折
に
ふ
れ
て
白
隠
（
一
六
八
五
一
一
七
六
八
）
に
親
し
ん
だ
が
、
そ
の
超
人
的
で
神
ぞ
の
も
の
と
も
い
え
る
姿
に
は
ど
う
し
て

も
帰
依
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
二
月
＝
二
日
の
日
誌
に
は
、
角
隠
禅
師
伝
読
後
の
感
想
を
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

師
の
所
説
、
曾
て
は
極
め
て
朧
ろ
げ
な
り
し
が
、
此
度
は
一
々
会
得
せ
り
、
実
験
の
力
は
争
は
れ
ぬ
も
の
か
な
。
師
の
自
力
勇
猛
は
、

益
々
予
の
歎
美
の
心
を
動
か
し
た
る
と
共
に
、
其
の
他
力
恩
寵
の
限
り
な
き
涙
の
無
き
点
は
ど
う
し
て
も
予
の
服
す
る
能
は
ざ
る
所
。

自
己
即
神
の
意
識
よ
り
も
、
自
己
即
神
子
の
意
識
の
方
、
一
層
予
の
見
性
も
し
く
は
見
神
の
意
識
を
発
表
し
得
て
近
し
と
思
ひ
ぬ
。
予

が
い
つ
ぞ
や
の
見
神
の
実
験
は
、
一
面
予
自
ら
が
霊
堂
の
意
識
あ
り
し
と
共
に
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
予
自
ら
を
通
し
て
、
予
自
ら
の

衷
に
神
を
見
た
る
、
神
と
触
れ
た
る
、
神
と
会
ひ
た
る
、
神
と
抱
き
た
る
と
い
ふ
の
一
層
適
切
な
る
一
面
の
意
識
あ
り
し
也
。
予
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

の
自
ら
の
実
験
を
標
準
と
し
て
自
己
即
神
と
い
へ
る
階
隠
よ
り
も
、
自
己
即
神
子
と
い
へ
る
基
督
の
宗
教
意
識
に
一
層
同
情
す
。

）
1
4

（

　
白
隠
の
自
力
的
仏
教
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
梁
川
は
、
他
力
的
仏
教
に
惹
か
れ
親
鶯
（
＝
七
三
一
一
二
六
二
）

と
唱
え
て
如
来
へ
の
絶
対
帰
依
を
説
く
信
仰
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
類
似
点
を
見
出
す
に
至
っ
た
。

の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」



阿
弥
陀
如
来
の
絶
対
他
力
を
唯
一
の
恩
寵
と
上
す
が
る
浄
土
真
宗
の
一
派
は
、
非
人
格
神
的
、
理
論
的
、
自
力
的
、
因
果
的
な
る
原
始

仏
教
即
ち
釈
迦
教
そ
の
も
の
よ
り
も
、
寧
ろ
一
見
相
対
峙
せ
る
基
督
教
と
不
思
議
な
る
宿
縁
の
糸
に
繋
が
る
・
ふ
し
あ
り
と
い
ふ
べ
く
、

同
一
な
る
大
慈
悲
者
の
前
に
帰
命
の
一
念
を
捧
ぐ
る
彼
等
は
、
畢
宿
皆
同
朋
同
行
に
あ
ら
ず
や
。
一
切
の
宗
教
的
狭
随
の
心
事
を
超
脱

せ
る
達
観
者
よ
り
し
て
之
れ
を
見
ん
か
、
如
来
教
と
神
子
教
と
は
、
寛
に
同
一
意
識
の
深
処
に
融
会
抱
合
せ
ら
れ
て
叢
々
た
る
信
仰
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
樹
と
生
ひ
た
つ
べ
き
新
発
展
の
運
命
を
有
す
る
也
。

　
梁
川
は
、
仏
教
と
し
て
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
一
念
を
信
仰
の
中
心
と
し
、
如
来
へ
の
絶
対
帰
依
を
説
く
親
鶯
・
浄
土
真
宗
に
深
く
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳴
し
、
手
紙
の
冒
頭
や
最
後
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
記
し
た
り
も
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
か
れ
は
こ
の
真
宗
の
絶
対
他
力
が
キ
リ
ス
ト
教
に
最
も
類
似
す
る
も
の
と
認
め
つ
つ
も
、
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ
と
も
で
き
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
に
対
す
る
絶
対
帰
依
・
服
従
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
余
り
、
帰
依
が
自
覚
的
帰
依
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

な
い
の
に
、
と
も
す
る
と
そ
の
帰
依
が
奴
隷
的
・
機
械
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は

「
仏
教
通
有
の
囲
池
論
的
根
底
よ
り
来
た
れ
る
必
然
の
結
論
、
即
ち
吾
人
の
個
人
性
、
個
人
格
、
随
う
て
こ
れ
に
含
ま
る
・
一
味
の
自
由
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ね

力
の
自
覚
を
余
り
に
軽
視
せ
る
も
の
」
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
梁
川
の
信
仰
の
極
致
で
あ
る
「
見
神
」
は
、
神
と
の
一
体
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
個
人
格
や
個
人
の
自
由
を
失
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

神
が
か
り
に
な
っ
て
、
そ
の
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
個
人
的
に
は
何
も
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
「
見
神
」
は
、
か
れ
に
「
神
の
愛
子
」
と
し
て
の
自
覚
を
与
え
、
さ
ら
に
如
何
な
る
境
遇
に
お
い
て
も
「
神
と
共
に
楽
し
み
、
神
と
共
に

　
　
ゆ
り

働
く
」
と
い
う
信
念
に
立
た
せ
た
が
、
真
宗
の
他
力
は
如
来
と
共
に
あ
る
法
悦
と
い
う
こ
と
で
「
神
と
共
に
楽
し
む
」
と
い
う
面
は
満
足
さ

）
1
5

（



せ
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
個
人
の
自
由
・
働
き
が
無
為
と
さ
れ
る
た
め
に
「
神
と
共
に
働
く
」
と
い
う
面
が
欠
如
し
て
い
る
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
梁
川
は
、
晩
年
「
神
子
」
の
自
覚
に
立
脚
し
て
「
神
と
共
に
働
く
」
必
要
性
を
強
調
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
う
し
て
も
真
宗
の
立
場
を
そ

の
ま
ま
肯
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
自
分
の
立
場
は
、
基
本
的
に
は
他
力
の
立
場
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
個
人
格
に
根
ざ
す
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ゆ
　

力
を
内
に
含
む
他
力
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
梁
川
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
考
察
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
か
れ
の
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
れ

が
死
去
す
る
十
カ
月
ほ
ど
前
に
記
し
た
百
年
後
の
キ
リ
ス
ト
教
・
仏
教
の
予
想
で
あ
る
。

基
督
教
に
て
申
候
へ
ば
、
基
督
を
従
来
の
正
統
派
の
如
く
一
語
の
神
と
見
、
又
は
特
別
の
意
味
に
て
の
神
之
子
と
見
ず
し
て
、
我
等
が

理
想
を
最
円
満
に
実
現
成
就
し
た
る
模
範
人
、
最
長
兄
と
見
る
が
如
き
も
し
く
は
凡
神
的
意
味
の
更
に
大
に
加
味
せ
ら
れ
た
る
如
き
進

歩
的
基
督
教
、
又
仏
教
に
て
申
言
へ
ば
、
今
日
の
他
力
本
願
の
真
宗
に
個
人
的
人
格
を
重
ん
ず
る
の
思
想
、
及
び
此
世
に
於
け
る
神
国

浄
土
の
建
設
発
展
て
ふ
社
会
的
要
素
の
一
面
の
更
に
大
に
説
き
加
へ
ら
れ
た
る
如
き
一
種
の
宗
教
的
意
識
は
い
ち
じ
る
し
く
発
展
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　

な
ら
ん
と
存
候
。

）
1
6

（

「
見
神
」
の
時
代
は
、
一
九
〇
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
明
治
三
七
）
年
二
月
頃
か
ら
死
去
し
た
一
九
〇
七

（
明
治
四
〇
）
年
九
月
一
四
日
ま
で
で
あ
る
。



む

す
　
　
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

　
梁
川
め
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
つ
い
て
は
、
時
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
唱
え
、
時
に
は
「
ア
ー
メ
ン
」
と
唱
え
た
り
し
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
を
習
合
す
る
も
の
で
あ
り
異
端
と
さ
れ
た
。

　
か
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
を
批
判
す
る
代
表
的
な
例
を
挙
げ
る
と
。

彼
の
見
神
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
な
る
聖
霊
の
啓
示
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
見
神
の
内
容
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
し
、
見
神
後
の
彼
の
言
動
は
キ
リ
ス
ト
教
的
に
一
段
と
深
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
「
見
神
の
意

、
識
が
汎
神
的
に
な
る
と
同
時
に
、
又
超
神
的
」
（
見
神
の
意
義
及
び
方
法
）
と
自
か
ら
記
し
て
い
る
よ
う
異
教
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
　

の
後
、
彼
の
思
想
と
信
仰
は
ま
す
ま
す
仏
教
的
な
パ
ン
チ
イ
ズ
ム
に
傾
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

）
1
7

（

　
こ
の
批
評
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
梁
川
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
超
越
神
・
唯
一
神
の
立
場
が
曖
昧
に
さ
れ

て
、
汎
神
論
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
異
教
・
異
端
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
梁
川
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
最
大
の
特
色
は
、
こ
の
神
を
超
越
神
で
あ
る
と
同
時
に
内
在
神
と
把
握
し
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
「
見
神
」
は
ま
さ
に
そ
れ
を
証
明
・
体
験
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

読
者
は
予
の
見
神
の
意
識
が
、
・
凡
神
的
な
る
と
同
時
に
、
又
超
神
的
な
る
こ
と
を
了
し
た
る
な
る
べ
し
。
予
の
見
た
る
神
は
、
予
自
身



を
離
れ
て
、
空
に
懸
り
、
心
し
に
現
は
れ
た
る
類
ひ
の
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
正
さ
し
く
予
自
身
の
存
在
に
即
し
て
内
在
的
に
顕
現
し

た
る
な
り
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
予
の
見
神
は
凡
神
的
也
。
さ
は
れ
、
予
の
見
た
る
神
は
、
又
全
然
予
自
身
と
同
一
な
る
に
は
あ
ら
ず

し
て
、
予
は
そ
の
刹
那
に
於
い
て
、
翻
れ
み
つ
か
ら
な
ら
ぬ
大
量
の
現
前
を
驚
嘆
し
、
何
と
な
く
敬
畏
の
念
を
抱
い
て
之
れ
を
打
仰
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

た
る
の
意
識
を
も
併
せ
有
し
た
る
な
り
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
予
の
見
神
は
又
超
神
的
也
。

吾
等
は
寛
に
神
に
あ
ら
ず
、
吾
等
は
神
の
子
也
、
神
の
大
豊
に
連
な
る
一
分
身
也
、
一
個
識
也
。
神
人
合
一
の
刹
那
の
境
に
於
い
て
だ

に
、
吾
等
は
全
く
神
と
は
な
ら
ず
、
唯
だ
一
息
聞
て
な
き
日
交
の
自
覚
に
入
れ
る
の
み
、
我
れ
は
神
の
温
か
な
る
懐
に
抱
か
れ
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

依
然
と
し
て
尚
ほ
我
れ
た
り
。
鳴
呼
こ
・
に
吾
等
が
永
し
へ
に
居
る
べ
き
真
地
位
は
あ
る
也
。

　
梁
川
は
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
あ
た
っ
て
、
神
を
超
越
神
で
あ
る
と
同
時
に
内
在
神
と
捉
え
、
自
分
を
「
神
子
」
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と

を
イ
エ
ス
の
実
験
と
同
じ
も
の
と
し
て
い
る
。
か
れ
は
こ
の
点
に
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
が
あ
る
と
し
た
。

　
梁
川
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
は
、
三
位
一
体
に
立
脚
し
、
内
在
神
を
認
め
な
い
正
統
的
・
福
音
的
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
を
習
合
す
る
異
端
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
進
歩
的
・
自
由
主
義
キ
リ
ス
ト
教
に
立
脚
す
る
人
達
か
ら
は
高
く
評
価
さ
れ
た
。
か
れ
の
キ
リ

ス
ト
教
は
、
異
端
で
な
く
ま
さ
し
く
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
の
受
容
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
た
の
は
海
老
名
で
あ
っ
た
。

）
1
8

（

吾
人
が
見
て
以
て
真
に
正
覚
を
取
れ
り
と
承
認
す
る
綱
島
梁
川
の
如
き
は
、
正
し
く
基
督
教
徒
に
し
て
、
基
督
を
仰
ぎ
て
恭
し
く
長
兄

　
　
　
　
　
　
ハ
の
　

と
す
る
も
の
な
り
。

最
後
に
是
非
言
っ
て
置
か
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
外
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
綱
島
君
の
事
で
あ
り
ま
す
。
彼
れ
青
年
I
l
さ
う



で
す
私
よ
り
見
れ
ば
青
年
で
す
ー
ー
今
や
宗
教
の
真
諦
に
入
り
つ
・
あ
り
ま
す
。
自
覚
し
つ
・
あ
り
ま
す
。
誠
に
私
は
同
情
の
念
に
堪

え
ま
せ
ん
。
世
に
多
く
自
覚
を
語
る
人
が
あ
る
。
併
し
我
が
心
を
得
た
の
は
天
下
彼
れ
一
人
で
あ
る
。
殊
に
神
子
の
自
覚
を
得
た
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
は
頗
る
私
と
相
似
て
居
る
。

　
「
神
子
」
の
自
覚
を
中
心
と
し
、
キ
リ
ス
ト
を
長
兄
と
す
る
点
は
、
海
老
名
と
全
く
同
一
信
仰
で
あ
る
。
海
老
名
と
異
な
る
点
は
、
海
老

名
が
神
道
・
儒
教
と
の
調
和
を
中
心
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
梁
川
の
場
合
は
仏
教
と
の
調
和
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
梁
川
の
「
見
神
」
は
、
自
己
の
魂
の
底
の
底
で
神
に
出
会
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
の
自
己
の
根
底
で
本
当
の
実
在
、
解
脱
、
超
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

と
出
会
う
仏
教
の
思
想
に
共
通
点
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
梁
川
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
は
、
仏
教
学
者
で
あ
り
真
宗
の
僧
侶
で
も
あ
っ
た
島
地
大
意
（
一
八
七
五
－
一
九
二
七
）
な
ど
に
は
「
仏
教
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
サ

基
督
と
の
差
別
観
は
、
其
信
仰
の
天
地
に
於
て
、
極
め
て
、
自
然
に
、
無
造
作
に
、
撤
廃
せ
ら
る
・
に
至
っ
た
」
と
さ
れ
る
。

，
確
か
に
、
か
れ
が
「
神
1
1
如
来
」
「
神
の
子
1
1
如
来
の
子
」
「
南
無
阿
弥
陀
仏
旺
ア
ー
メ
ン
」
「
キ
リ
ス
ト
ー
1
釈
尊
を
最
長
兄
」
と
し
て
い

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が
習
合
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
え
る
。

　
し
か
し
筆
者
は
、
梁
川
は
確
か
に
仏
教
思
想
の
影
響
・
刺
激
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
本
質
は
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
そ
の
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

容
の
特
徴
は
と
も
す
る
と
外
的
・
客
観
的
超
越
と
捉
え
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一
神
を
内
在
的
超
越
と
し
て
捉
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考

え
る
。

）
1
9

（

※
（
そ
の
一
）
は
「
神
戸
外
大
論
叢
」
第
四
十
八
巻
第
二
号
、
一
九
九
七
年
に
掲
載
。



注（
5
2
）
　
「
全
集
」
第
九
巻
、
三
八
頁
参
照
。

（
5
3
）
　
「
け
ふ
読
売
の
雑
報
に
新
学
士
と
題
し
て
、
高
山
林
次
郎
氏
が
此
度
仙
台
な
る
第
二
高
等
学
校
の
哲
学
教
授
赴
任
の
由
記
し
た
る
を
見
て
、
予
は
彼
等
大
学
の
卒
業
生
が
左

　
　
程
の
学
力
な
く
し
て
、
大
学
を
だ
に
卒
業
す
れ
ば
か
・
る
立
派
な
る
社
会
的
地
位
を
得
る
を
思
ひ
、
一
種
欣
羨
嫉
妬
の
情
む
ら
く
と
お
こ
り
ぬ
」
（
「
全
集
」
第
八
巻
、
四
四

　
　
五
頁
）
。

（
5
4
）
　
「
全
集
」
第
八
巻
、
四
五
七
頁
参
照
。

（
5
5
）
　
「
全
集
㎞
第
九
巻
、
三
一
頁
。

（
5
6
）
梁
川
と
海
老
名
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
「
新
人
」
と
綱
島
梁
川
」
（
「
「
新
人
」
「
新
女
川
」
の
研
究
」
人
文
書
院
、
所
収
V
を
参
照
。

（
5
7
）
　
「
全
集
」
第
九
巻
、
三
九
頁
。

（
5
8
）
同
書
、
三
四
頁
。

（
5
9
）
「
全
集
」
第
六
巻
、
一
四
七
頁
。

（
6
0
）
　
「
全
集
」
第
九
巻
、
四
〇
頁
。

（
6
1
）
同
書
、
三
四
頁
。

（
6
2
）
「
全
集
一
第
八
巻
、
三
四
三
、
四
頁
。

（
6
3
）
　
「
全
集
」
第
六
巻
、
一
四
七
、
八
頁
。

（
6
4
）
「
全
集
」
第
九
巻
、
三
〇
頁
。

（
6
5
）
　
「
全
集
」
第
六
巻
、
二
九
五
頁
。

（
6
6
）
同
書
、
三
五
〇
頁
。

（
6
7
）
同
書
、
三
二
六
頁
。

（
6
8
）
同
書
、
二
八
一
二
、
四
頁
。

（
6
9
）
同
書
、
二
九
四
頁
。

（
7
0
）
同
書
、
三
七
三
頁
。

（
7
1
）
同
書
、
三
七
四
頁
。

（
7
2
）
同
書
、
二
九
六
頁
参
照
。

（
7
3
）
同
書
、
三
九
二
頁
。

）
2
0

（



（
7
4
）
同
書
、
三
一
五
頁
。

（
7
5
）
同
書
、
三
七
七
頁
参
照
。

（
7
6
）
同
書
、
三
七
七
頁
。

（
7
7
）
同
書
、
二
七
八
頁
。

（
7
8
）
【
全
集
」
第
八
巻
、
五
〇
六
頁
。

（
7
9
）
　
「
全
集
」
第
九
巻
、
一
〇
一
頁
。

（
8
0
）
同
書
、
一
七
一
、
一
七
二
頁
。

（
8
1
）
　
「
全
集
」
第
六
巻
、
二
九
八
頁
参
照
。

（
8
2
）
「
全
集
一
第
五
巻
、
二
一
〇
頁
。

（
8
3
）
　
「
全
集
」
第
九
巻
、
二
六
三
、
二
六
五
、
三
〇
三
頁
参
照
。

（
8
4
）
　
「
全
集
一
第
五
巻
、
二
一
〇
、
二
｝
一
頁
。

（
8
5
）
同
書
、
一
＝
一
頁
。

（
8
6
）
同
書
、
二
＝
二
頁
。

（
8
7
）
　
「
新
人
一
六
巻
七
号
、
明
治
三
八
年
七
月
一
日
発
行
。

（
。
。

潤
B
j
宇
佐
美
英
太
郎
編
「
見
神
論
集
」
金
尾
文
淵
堂
、
明
治
四
〇
年
。

（
8
9
）
「
人
の
近
刊
太
陽
を
貸
し
候
も
の
あ
り
小
生
の
見
神
談
を
評
し
た
る
桂
月
子
の
文
中
「
見
神
は
所
詮
迷
信
也
催
眠
術
で
も
神
は
見
え
る
」
と
い
っ
た
や
う
な
文
句
を
見
受
け

　
候
　
桂
月
氏
の
神
を
見
る
と
は
く
匠
8
を
見
る
の
事
か
」
（
「
全
集
」
第
九
巻
、
二
九
一
頁
、
第
八
巻
、
四
九
五
頁
に
も
同
じ
趣
旨
の
言
葉
あ
り
）
。

　
「
井
上
博
士
に
対
す
る
御
感
慨
御
尤
と
存
候
　
打
明
け
て
申
候
へ
ば
博
士
は
到
底
宗
教
に
は
門
外
漢
と
見
う
け
候
　
博
士
の
批
評
は
真
の
批
評
と
は
な
り
居
ら
ず
候
　
そ
の
他

　
の
学
者
の
批
評
も
多
く
は
同
断
に
候
　
血
と
涙
と
を
以
て
人
生
問
題
を
解
釈
せ
ん
と
す
る
の
真
情
な
き
彼
等
の
言
語
の
風
の
如
く
軽
く
冷
か
な
る
は
怪
し
む
に
足
ら
ず
候
」

　
（
「
全
集
」
第
九
巻
、
三
九
六
頁
）
。

（
9
0
）
　
「
全
集
一
第
五
巻
、
三
六
四
頁
。

（
9
1
）
同
書
、
一
＝
七
頁
。

（
9
2
）
　
「
全
集
」
第
六
巻
、
六
四
一
二
頁
。

（
9
3
）
「
全
集
一
第
五
巻
、
三
六
五
頁
。

（
9
4
）
　
「
全
集
●
第
九
巻
、
二
三
四
頁
参
照
。

）
2
1

（



（
9
5
）
　
「
近
代
文
学
研
究
叢
書
一
（
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
）
第
九
巻
、
　
四
入
隅
。

（
9
6
）
「
全
集
」
第
九
巻
、
二
六
五
頁
。

（
9
7
）
同
書
、
一
九
四
頁
℃

（
9
8
）
同
書
、
三
〇
九
、
三
一
〇
頁
。

（
9
9
）
「
全
集
一
第
五
巻
、
三
五
六
頁
参
照
。

（
o
o
l
）
同
書
、
三
六
七
頁
。

（
1
0
1
）
同
書
、
三
五
六
頁
。

（
2
0
1
）
同
書
、
三
〇
六
頁
。

（
鵬
）
　
「
全
．
集
一
第
八
巻
、
四
八
二
頁
。

（
0
4
1
）
　
「
全
集
」
第
五
巻
．
四
三
〇
頁
。

（
鵬
）
　
「
全
集
」
第
九
巻
、
四
七
四
頁
参
照
。

（
鵬
）
　
「
全
集
」
第
五
巻
、
三
五
〇
、
三
五
一
頁
参
照
。

（
”
）
同
書
、
三
二
四
頁
。

（
鵬
）
「
全
集
」
第
九
巻
、
四
〇
七
頁
参
照
。

（
0
9
1
）
　
「
「
神
と
譜
に
働
く
」
人
生
活
動
の
要
諦
こ
の
一
句
に
あ
る
こ
と
を
昨
今
益
々
深
切
に
感
じ
候
」
（
「
全
集
」
第
九
巻
、
四
〇
〇
頁
）
。

（
O
l
l
）
　
「
全
集
」
第
五
巻
ふ
三
二
五
頁
参
照
。

（
m
）
同
書
、
三
八
四
頁
。

（
皿
）
「
ゆ
う
べ
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
明
瞭
に
神
の
み
声
を
聴
き
候
　
わ
が
か
す
か
な
る
呼
吸
を
通
し
て
神
の
さ
や
か
な
る
呼
吸
を
感
じ
候
　
全
世
界
は
虚
無
と
な
る
と
も
我
れ
は

　
尚
ほ
わ
が
一
個
の
霊
魂
の
叫
び
の
中
に
「
汝
は
我
也
我
が
愛
子
也
」
の
声
を
聴
く
を
得
　
ね
が
ふ
は
こ
の
経
験
の
日
に
日
に
深
く
強
く
な
ら
む
こ
と
也
」
（
「
全
集
」
第
九
巻
、

　
　
一
九
三
頁
）
。
こ
れ
は
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
二
月
一
八
日
付
で
魚
住
影
雄
に
出
さ
れ
た
書
簡
な
の
で
「
ゆ
う
べ
」
と
い
う
の
は
二
月
一
七
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま

　
た
、
八
月
九
日
付
の
魚
住
宛
書
簡
で
は
、
第
一
回
の
見
神
に
つ
い
て
ふ
れ
て
「
夢
に
あ
ら
ず
訂
し
に
あ
ら
ず
最
も
確
実
な
る
経
験
に
候
（
中
略
）
こ
の
光
耀
の
経
験
は
是
れ
ま

　
で
＝
「
度
は
有
之
候
ひ
き
筆
に
て
は
叙
し
が
た
く
候
」
（
「
全
集
」
第
九
巻
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
）
と
記
し
て
い
る
の
で
「
見
神
の
時
代
」
を
一
九
〇
四
年
二
月
頃
か
ら
と
し
た
。

（
m
）
一
－
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
一
月
一
四
日
付
西
田
天
香
宛
書
簡
で
は
「
南
無
附
弥
陀
仏
」
と
記
し
て
い
る
が
、
三
日
後
の
同
じ
西
田
宛
の
書
簡
で
は
「
ア
ー
メ
ン
」
と
記
し

　
て
い
る
（
「
全
集
一
第
九
巻
、
四
七
四
、
四
七
五
頁
）
。

（
4
1
1
）
上
田
哲
「
明
治
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
「
塩
一
四
巻
一
号
、
二
、
三
頁
。

）
2
2

（



（
鵬
）
　
「
全
集
」
第
五
巻
、
四
八
六
頁
。

（
鵬
）
同
書
、
三
〇
〇
頁
。

（
m
）
　
「
東
洋
伝
道
の
解
決
」
（
社
説
）
「
新
人
」
七
巻
二
号
、
四
頁
。
こ
の
社
説
は
無
署
名
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
海
老
名
が
書
い
た
も
の
と
ほ
ぼ
断
定
で
き
る
。

（
…

c
）
C
老
名
弾
正
「
基
督
の
自
覚
」
「
新
人
一
七
巻
二
号
、
一
〇
頁
。

（
m
）
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
（
神
学
）
」
「
日
本
の
神
学
」
一
九
九
六
年
。
二
九
頁
参
照
。

（
㎜
）
島
地
大
等
「
明
治
宗
教
史
」
「
解
放
一
二
巻
一
〇
号
、
一
四
五
頁
。

（
撒
）
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
参
照
。

）
2
3

（


