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綱
島
梁
川
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
（
そ
の
こ

關

岡

一

成

は
　
じ
　
め
　
に

）
1

（

　
綱
島
梁
川
（
一
八
七
三
一
一
九
〇
七
）
は
、
明
治
末
期
に
高
山
樗
牛
（
一
八
七
一
－
一
九
〇
二
）
と
と
も
に
当
時
の
青
年
知
識
入
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
も
、
か
れ
の
生
涯
と
思
想
に
つ
い
て
は
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
『
梁
川
全
集
』
の
復
刻
版
が
出
る
な
ど
し
て
、
改
め
て
注

目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
人
々
の
宗
教
思
想
へ
の
関
心
、
特
に
神
秘
的
な
も
の
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
梁
川
の
場
合
、
文
芸
・
美
術
評
論
、
倫
理
思
想
の
分
野
で
も
活
躍
し
た
が
、
や
は
り
晩
年
の
「
予
が
見
神
の
実
験
」

に
代
表
さ
れ
る
、
宗
教
思
想
が
か
れ
の
思
想
で
は
最
も
注
目
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
か
れ
の
宗
教
思
想
は
、
少
年
時
代
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
し
て
禅
宗
と
り
わ
け
白
歯
禅
師
、
さ
ら
に
晩
年
の
浄
土
真
宗
・
親
心
へ
の
傾

倒
な
ど
か
ら
、
そ
の
内
容
は
複
雑
で
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
か
れ
の
宗
教
思
想
の
中
心
を
な
す
キ
リ
ス
ト
教
は
、
正
統
的
立
場



か
ら
は
異
端
・
邪
道
と
さ
れ
る
も
の
で
、
今
日
も
正
し
く
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
い
て
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
視
点
か
ら
梁
川
の
宗
教
思
想
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ
の
生
涯
は
わ
ず
か
三
四
年

数
槍
月
と
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
自
覚
的
に
キ
リ
ス
ト
教
に
接
し
た
の
は
一
四
歳
か
ら
な
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
は
ほ
ぼ
二

十
年
間
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
梁
川
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
か
れ
自
身
が
福
音
書
に
描
か
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
理
解
の
変
遷
と
し
て
「
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

差
別
的
盲
信
時
代
」
「
二
元
的
懐
疑
時
代
」
「
調
和
的
正
信
時
代
」
の
三
段
階
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
記
述
を
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
が
よ
く
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
類
は
晩
年
に
な
っ
て
信
仰
の
確
立
を
自
覚
し
た
視
点
か
ら
の
も
の
で
、
必
ず
し
も
適
切
な
も
の

と
思
え
な
い
の
で
、
筆
者
は
梁
川
の
二
十
年
間
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
か
か
わ
り
を
、
一
、
正
統
的
信
仰
時
代
、
二
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰

時
代
、
三
、
「
神
子
」
の
自
覚
時
代
、
四
、
「
見
神
」
の
実
験
時
代
の
四
期
に
わ
け
て
以
下
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

）
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（

一
正
統
的
信
仰
時
代

（
一
）
有
漢
時
代

　
岡
山
県
の
高
梁
か
ら
さ
ら
に
十
五
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
有
漢
と
い
う
小
さ
な
村
、
こ
れ
が
梁
川
こ
と
網
島
榮
一
郎
が
生
ま
れ
育
っ
た
所
で
あ

る
。
か
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
た
の
は
、
知
新
小
学
校
を
卒
業
し
て
母
校
の
助
教
を
し
て
い
た
一
四
歳
の
時
で
あ
る
。

　
少
年
榮
一
郎
は
、
こ
の
片
田
舎
で
ど
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
接
触
、
受
容
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
か
れ
に
キ
リ
ス
ト
教
を
紹
介
し
た
の
は
、
同
じ
有
漢
村
に
住
ん
で
い
た
医
師
神
崎
秀
甫
（
一
八
五
六
－
一
九
二
三
）
で
あ
る
。
神
崎
の
家



は
梁
川
の
家
の
近
く
で
、
ま
た
漢
学
の
塾
も
か
ね
て
い
た
の
で
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
出
入
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
で
は
、
梁
川
よ
り
一
七
歳
年
長
の
神
崎
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
の
入
信
は
医
学
を
学
ん

だ
先
生
が
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
森
本
（
松
村
）
介
石
か

ら
高
梁
教
会
で
洗
礼
を
受
け
た
。
有
漢
地
方
最
初
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
の
ち
母
・
妻
を
入
信
に
導
き
、
三
人
を
中
心
に
し
て
高

梁
教
会
か
ら
牧
師
を
定
期
的
に
自
宅
に
招
い
て
伝
道
集
会
を
開
い
た
。
そ
し
て
か
れ
を
中
心
に
高
梁
教
会
の
伝
道
所
と
も
い
う
べ
き
有
漢
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
所
が
一
八
八
四
年
九
月
に
開
設
さ
れ
た
。

　
梁
川
の
日
記
に
度
々
そ
の
名
前
が
登
場
す
る
庄
三
郎
吉
、
笹
田
金
次
は
、
村
の
有
力
者
で
信
仰
の
先
輩
で
あ
り
有
漢
講
義
所
の
中
心
メ
ン

バ
ー
で
あ
っ
た
。
梁
川
は
神
崎
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ら
先
輩
の
影
響
と
古
木
虎
三
郎
（
一
八
五
四
一
一
九
＝
二
）
牧
師
の
指
導
な
ど
に

よ
り
入
信
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
自
身
の
記
し
た
も
の
に
は
受
洗
理
由
と
し
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
前
年
の
一
二
月
一
日

に
父
長
四
郎
を
亡
く
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
入
信
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
梁
川
に
洗
礼
を
授
け
た
古
木
牧
師
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
一
二
月
か
ら
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
七
月
ま
で
の
、
七
年
半
余

に
わ
た
っ
て
高
梁
教
会
の
牧
師
を
務
め
た
人
物
で
、
『
高
梁
教
会
八
十
年
史
』
で
は
「
そ
の
輝
か
し
い
業
績
は
、
わ
が
教
会
の
伝
道
史
上
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
へ

と
も
華
か
で
あ
っ
た
一
時
期
を
画
し
た
も
の
と
す
る
も
過
言
で
は
な
い
と
い
え
る
」
と
称
賛
さ
れ
て
い
る
。

　
一
八
八
四
年
か
ら
九
二
年
と
い
う
時
期
は
、
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
い
て
は
欧
化
主
義
時
代
で
キ
リ
ス
ト
教
が
盛
ん
に
な
り
、
ま
た
そ
の
反

動
で
教
育
と
宗
教
の
衝
突
問
題
が
起
こ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
始
め
た
時
期
に
あ
た
る
。

　
　
　
　
　
　
る
　

　
梁
川
の
入
信
の
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
中
間
点
の
と
こ
ろ
に
あ
た
る
。
古
木
に
と
っ
て
も
赴
任
し
て
三
年
で
最
も

油
が
の
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
組
合
教
会
の
牧
師
・
宣
教
師
た
ち
の
履
歴
を
記
し
た
『
天
上
の
友
』
を
見
る
と
「
先
生
の
説
教
は
随
分
理

）
3

（



屈
に
合
は
ざ
る
こ
と
あ
り
し
も
、
そ
の
肺
聴
よ
り
出
つ
る
簡
単
な
る
感
話
に
よ
り
常
に
深
き
印
象
と
生
命
を
得
た
り
」
と
か
、
「
君
の
説
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
屡
論
理
や
教
理
を
超
脱
す
る
こ
と
あ
り
」
と
あ
る
の
で
、
学
者
的
な
タ
イ
プ
の
牧
師
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト

教
の
初
歩
に
あ
る
梁
川
に
と
っ
て
は
教
理
の
上
で
も
良
き
先
生
で
あ
り
、
か
れ
は
高
梁
に
出
向
く
際
は
あ
ら
か
じ
め
質
問
事
項
を
書
簡
に
し

　
　
　
　
　
　
ア
　

た
た
め
て
送
り
、
質
問
に
答
え
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　
か
れ
の
聖
教
会
と
も
い
う
べ
き
高
梁
教
会
は
有
漢
か
ら
一
五
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
て
お
り
、
徒
歩
で
三
時
間
半
ほ
ど
の
距
離
で
あ
っ
た
。
洗
礼
・

聖
餐
式
な
ど
の
礼
典
が
行
わ
れ
た
り
、
特
別
の
伝
道
集
会
が
あ
る
と
、
高
梁
教
会
に
出
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
有
漢
講
義
所
で
の
礼
拝
・
聖
書

研
究
会
・
祈
祷
会
に
出
席
し
た
。
こ
の
集
会
は
多
い
時
で
十
数
名
、
少
な
い
時
は
数
名
と
い
う
集
会
が
多
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
反
動

期
の
一
八
九
二
、
三
年
に
は
集
ま
る
人
も
少
な
く
、
日
記
に
は
何
度
か
集
会
が
流
会
に
な
っ
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
人
数

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
信
者
問
の
結
束
は
固
く
、
梁
川
の
日
記
に
出
て
く
る
親
密
な
交
友
は
ほ
と
ん
ど
信
者
間
の
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
梁
川
の
受
容
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
年
、
か
れ
は
一
四
歳
の
中
学
に
も
行

か
な
い
小
童
が
信
じ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
深
い
内
容
が
理
解
で
き
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
「
文
明
国
の
宗
教
た
る
こ
と
、

其
が
何
と
は
な
く
道
徳
的
調
子
の
高
き
一
ふ
し
を
有
し
た
り
し
こ
と
、
乃
至
は
之
れ
を
説
き
伝
ふ
る
も
の
の
思
想
と
品
性
と
態
度
と
が
廻
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
従
来
の
憎
侶
神
官
等
に
立
ち
優
れ
て
立
派
な
る
も
の
あ
り
し
こ
と
」
が
、
そ
の
受
容
の
理
由
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
教
理
・
信
条
・

儀
式
も
そ
の
ま
ま
に
信
じ
た
。
古
木
牧
師
が
教
え
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
、
奇
跡
・
原
罪
・
順
罪
・
三
位
一
体
・

聖
書
無
謬
説
な
ど
も
、
説
か
れ
る
ま
ま
に
信
じ
た
。

　
信
仰
生
活
に
お
い
て
も
、
日
曜
日
の
礼
拝
出
席
、
禁
酒
・
禁
煙
、
道
徳
的
純
潔
な
ど
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
そ
の
日
記
か

ら
う
か
が
え
る
。

）
4

（



　
喫
煙
の
方
は
、
こ
の
時
期
は
も
と
よ
り
、
後
年
こ
う
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
っ
て
か
ら
も
、
嗜
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
禁
酒

に
つ
い
て
は
「
予
は
元
来
禁
酒
と
云
は
ん
よ
り
む
し
ろ
飲
め
ぬ
方
な
れ
ば
、
何
処
に
て
も
杯
を
受
く
る
の
み
に
し
て
し
と
記
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
を
飲
ん
だ
後
に
言
い
訳
が
ま
し
い
こ
と
を
言
っ
て
「
我
な
が
ら
詫
る
心
の
恥
か
し
き
」
と
書
い
た
り
、
東
京
に
出
て
信
者
が
従
来
禁
酒
・

禁
煙
で
あ
っ
た
も
の
が
、
理
由
も
な
く
そ
れ
を
破
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
の
時
期
の
か
れ
の
信
仰
生
活
の
一

端
が
禁
酒
・
禁
煙
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
日
記
に
何
度
か
出
て
く
る
の
は
、
教
会
の
礼
拝
や
祈
祷
会
に
出
席
し
な
か
っ
た
際
の
罪
悪
感
で
あ
る
。
少
し
胃
の
調
子
が
悪
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

講
義
所
に
行
け
な
か
っ
た
時
も
「
我
な
が
ら
愚
な
り
、
弱
な
り
、
横
着
な
り
、
瀬
惰
な
り
、
臆
」
と
自
分
を
責
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
梁
川
は
、
こ
の
時
代
を
「
無
差
別
的
盲
信
時
代
」
で
「
理
性
は
、
尚
ほ
幼
稼
な
る
信
仰
の
揺
釜
の
中
に
安
ら
か
に
眠
り
居
た
り
し
也
」
と

し
て
い
る
が
、
古
木
牧
師
の
教
え
る
正
統
的
・
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
を
素
朴
に
そ
の
ま
ま
信
じ
て
い
た
時
代
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
『
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

民
の
友
』
『
六
合
雑
誌
』
な
ど
を
読
み
、
早
稲
田
で
直
接
師
事
す
る
こ
と
に
な
る
大
西
祝
（
一
八
六
四
一
一
九
〇
〇
）
の
論
文
に
も
注
目
し
、

キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
勉
学
も
怠
っ
て
い
な
い
。

　
キ
リ
ス
ト
教
思
想
・
神
学
の
知
識
は
と
も
か
く
、
か
れ
が
終
生
関
心
が
あ
っ
た
道
徳
・
倫
理
上
、
あ
る
い
は
品
性
や
態
度
の
面
で
、
古
木

牧
師
を
始
め
神
崎
・
庄
・
笹
田
と
い
っ
た
先
輩
信
者
．
が
か
れ
を
裏
切
る
よ
う
な
言
動
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
時
代
を
安
ら
か
に
過
ご

せ
た
理
由
で
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
立
脚
し
て
活
動
し
た
山
室
軍
平
（
一
八
七
ニ
ー
一
九
四
〇
）
、
留
岡
幸
助
（
一
八
六
四
一
一
九

三
四
）
、
石
井
十
次
（
一
八
六
五
i
一
九
一
四
Y
な
ど
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。

　
梁
川
が
山
室
に
出
会
っ
た
時
、
山
室
は
末
だ
同
志
社
の
苦
学
生
で
あ
っ
た
が
伝
道
で
高
梁
を
訪
れ
た
時
に
、
あ
る
い
は
夏
期
伝
道
で
有
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
　

に
来
た
時
に
二
人
は
出
会
っ
て
お
り
、
顔
見
知
り
で
あ
っ
た
。
留
岡
の
場
合
は
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
、
北
海
道
空
知
集
治
監
の
教

）
5

（



謳
師
と
し
て
赴
任
す
る
に
あ
た
り
、
告
別
の
た
め
高
梁
を
訪
れ
、
有
漢
に
も
来
訪
し
、
梁
川
は
こ
の
時
に
留
岡
の
話
を
聞
い
て
感
激
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

る
し
、
日
記
に
は
「
信
仰
の
明
星
と
仰
が
る
る
人
物
」
と
記
し
て
い
る
。

　
梁
川
は
、
こ
の
三
人
の
中
で
は
石
井
の
活
動
か
ら
最
も
感
銘
を
受
け
て
い
る
。
高
梁
教
会
の
創
立
十
周
年
記
念
に
出
席
す
る
た
め
高
梁
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

行
き
．
「
破
帽
幣
袴
、
身
に
一
枚
筒
袖
を
着
、
足
に
一
期
の
古
草
履
」
を
履
い
た
石
井
が
、
孤
児
数
十
名
を
引
率
し
て
「
亮
々
た
る
睡
臥
の
声

と
共
に
整
斉
歩
武
を
そ
ろ
へ
て
高
梁
市
街
を
進
行
し
、
説
教
を
書
し
た
る
一
葉
の
紙
片
を
一
家
ご
と
に
悉
く
賦
与
し
、
且
つ
夜
に
入
り
て
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
レ

る
所
團
を
結
び
て
路
傍
演
説
を
な
せ
し
は
実
に
目
覚
ま
し
く
も
殊
勝
な
る
こ
と
に
て
あ
り
き
」
と
そ
の
日
の
印
象
を
記
し
て
い
る
。

　
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
石
井
の
孤
児
救
済
の
活
動
に
ふ
れ
て
、
孤
児
の
養
育
教
導
す
る
人
物
は
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ュ
ラ
ー
と
石
井
の
二
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

み
で
「
或
人
曰
く
石
井
氏
の
事
業
は
新
島
嚢
氏
に
超
越
せ
り
と
。
余
も
亦
そ
の
溢
美
の
言
に
あ
ら
ざ
る
を
信
ず
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
明
治

　
　
　
　
　
　
ロ
の
　

の
べ
ス
タ
ロ
ッ
テ
」
と
も
絶
賛
し
て
い
る
。

）
6

（

　
（
二
）
東
京
専
門
学
校
時
代

　
梁
川
は
有
漢
で
生
ま
れ
育
ち
、
一
八
年
と
数
カ
月
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
。
先
述
の
よ
う
に
か
れ
は
、
卒
業
後
た
だ
ち
に
母
校
の
助
教
と
な

り
、
教
壇
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
日
記
を
読
ん
で
不
可
解
な
の
は
、
ほ
と
ん
ど
学
校
で
の
こ
と
、
生
徒
の
こ
と
、
教
育
の
こ
と
に
つ

い
て
記
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
日
記
を
書
き
始
め
た
の
は
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
三
月
七
日
か
ら
な
の
で
、
こ
の
時
期
に
は
教
師
と
し
て
の
経
験
も
五
年
冬
な
り
、

卒
業
後
＝
二
歳
で
教
壇
に
立
っ
た
時
の
緊
張
や
困
難
も
克
服
し
て
、
学
校
に
お
諮
る
仕
事
は
つ
つ
が
な
く
す
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と

い
う
事
情
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
か
れ
は
父
親
を
失
い
、
家
計
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
で
あ
っ
た
が
、
小
学
校
の
教
師
と
し
て



終
わ
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
さ
ら
な
る
勉
学
の
機
会
を
求
め
た
。
援
助
す
る
人
も
あ
り
、
教
師
を
や
め
て
進
学
す
る
希
望
が
か
な
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
か
れ
の
関
心
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
古
木
牧
師
を
は
じ
め
、
高
梁
教
会
に
応
援
に
来
る
神
学
生
は
す
べ
て
同
志
社
の
学
生

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
初
は
同
志
社
へ
の
入
学
を
希
望
し
、
ほ
と
ん
ど
京
都
に
行
く
こ
と
に
決
定
し
て
い
た
。

　
京
都
へ
の
出
発
も
あ
と
半
月
ほ
ど
と
な
っ
た
時
に
、
東
京
の
知
人
か
ら
東
京
専
門
学
校
へ
の
入
学
を
勧
め
ら
れ
「
余
は
一
た
び
同
志
社
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

と
決
心
し
居
り
し
か
ど
、
将
来
の
た
め
専
門
校
の
方
大
に
都
合
か
ら
む
と
思
へ
ば
、
終
に
志
を
か
へ
て
専
門
校
に
行
く
事
に
決
し
ぬ
」
と
い

う
こ
と
で
、
急
遽
東
京
へ
と
行
く
先
が
変
更
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
の
後
、
夏
休
み
で
帰
省
中
に
村
の
有
力
者
と
会
っ
た
際
に
、
岡
山
師
範
学
校
か
中
学
の
教
師
の
可
能
性
を
尋
ね
て
い
る
こ
と
や
、
東
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

に
出
て
数
年
間
は
、
学
業
を
終
え
た
ら
故
郷
に
帰
り
故
郷
の
為
に
力
を
尽
く
し
た
い
と
考
え
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
卒
業
後

は
岡
山
に
帰
り
、
教
師
と
し
て
活
躍
す
る
つ
も
り
で
の
進
学
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
梁
川
が
東
京
に
到
着
し
た
の
は
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
一
月
一
七
日
で
「
午
後
七
時
前
後
余
が
多
年
豊
春
悦
惚
の
中
に
往
来
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

り
し
最
も
希
望
に
満
ち
た
る
花
の
都
な
る
東
京
に
着
し
ぬ
」
と
そ
の
感
激
を
記
し
て
い
る
。

　
一
月
一
九
日
差
は
、
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田
）
に
仮
入
学
。
三
月
に
は
、
編
入
の
手
続
き
を
し
て
正
式
に
東
京
専
門
学
校
専
修
英
語
科

三
年
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
の
よ
う
に
勉
学
の
方
は
順
調
に
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
信
仰
生
活
の
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
か
れ
は
有
漢
時
代
と
同
様
の
信
仰
生

活
を
始
め
た
。
東
京
に
到
着
し
た
一
七
日
置
日
曜
日
で
あ
っ
た
が
、
夕
方
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
知
人
の
下
宿
に
落
ち
着
い
て
休
息
し
て
い

る
。
か
れ
に
と
っ
て
は
、
東
京
で
の
最
初
の
本
格
的
な
日
曜
目
は
一
月
二
四
日
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
日
は
前
年
七
月
に
先
に
上
京
し
て
い
た

医
師
の
神
崎
の
導
き
で
、
高
梁
教
会
と
同
じ
組
合
教
会
の
本
郷
教
会
に
出
席
し
た
。

）
7

（



　
こ
の
時
代
の
本
郷
教
会
の
牧
師
は
横
井
時
雄
（
一
八
五
七
t
一
九
二
七
）
で
あ
っ
た
。
梁
川
は
こ
の
時
本
郷
教
会
に
来
て
、
先
ず
そ
の
建

物
を
見
て
「
建
築
の
奇
麗
に
し
て
規
模
の
宏
壮
な
る
は
余
の
双
眼
を
射
来
り
、
余
が
罪
悪
の
淵
に
沈
み
た
る
腐
膓
も
忽
ち
清
ら
か
な
る
天
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

に
洗
は
れ
た
る
如
く
、
自
ら
一
種
高
尚
な
る
神
聖
な
る
感
情
を
吹
き
込
ま
れ
た
る
如
き
心
地
せ
り
」
と
会
堂
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
も
そ
の
筈
、
こ
の
会
堂
は
横
井
が
ア
メ
リ
カ
で
十
カ
月
を
か
け
て
一
万
ド
ル
の
募
金
を
し
て
建
設
し
た
も
の
で
「
当
時
と
し
て
は
豪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

壮
な
煉
瓦
造
二
階
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
付
の
大
会
堂
」
で
前
年
の
一
八
九
一
年
四
月
に
完
成
し
た
真
新
し
い
建
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、

そ
の
後
た
び
た
び
こ
の
教
会
の
礼
拝
な
ど
に
出
席
し
、
横
井
の
説
教
や
聖
書
講
義
を
聞
き
、
時
に
は
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
書
物
の
便
宜
も
与

え
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　
二
月
一
四
日
の
日
曜
日
の
日
記
に
は
「
午
後
二
時
よ
り
聖
書
講
義
を
行
き
聴
く
こ
と
克
は
ざ
り
き
。
さ
れ
ど
も
一
日
間
一
度
も
霊
の
糧
を

得
ず
、
空
し
く
欝
々
た
る
雨
窓
に
蟄
居
す
る
太
だ
遺
憾
な
れ
ば
、
・
こ
の
夜
は
少
し
早
く
晩
餐
を
喫
し
、
懸
腕
塞
聖
意
を
決
し
て
怒
風
狂
雨
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

冒
し
神
崎
氏
を
誘
ひ
、
会
堂
に
詣
で
横
井
氏
の
説
教
を
聴
て
帰
れ
り
」
と
記
す
ほ
ど
、
熱
心
に
教
会
に
通
っ
て
い
る
。

L
時
に
は
伺
じ
組
合
教
会
の
番
町
教
会
に
顔
を
だ
し
原
田
助
（
］
八
六
三
－
一
九
四
〇
）
の
説
教
を
聞
い
た
り
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
で
の
特

別
集
会
に
出
席
し
て
松
村
介
石
（
一
八
五
九
－
一
九
三
九
）
、
平
岩
留
保
（
一
八
五
七
一
一
九
三
三
）
の
演
説
を
聞
い
た
り
も
し
て
い
る
。

内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
一
一
九
三
〇
）
や
津
田
仙
（
一
八
三
七
－
一
九
〇
九
）
の
演
説
も
東
京
に
来
て
早
い
時
期
に
聞
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
五
月
二
九
日
の
日
曜
の
日
記
に
は
「
試
験
の
用
意
の
た
め
こ
の
日
は
教
会
に
行
か
ざ
り
し
は
我
な
が
ら
卑
怯
不
恭
の
痴
者
な
る
か
も
」
と

痛
烈
に
官
己
批
判
を
し
て
い
る
。

　
ま
た
こ
の
年
の
七
月
二
日
の
日
記
に
は
、
岡
山
出
身
の
六
人
の
キ
リ
ス
ト
者
が
集
ま
り
記
念
写
真
を
撮
影
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
日

記
は
こ
の
日
で
終
わ
り
、
次
に
日
記
が
再
開
さ
れ
る
の
は
翌
年
三
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
）
。

）
8

（



　
上
京
し
て
半
年
間
は
特
別
な
集
会
が
あ
る
時
は
別
と
し
て
、
原
則
と
し
て
本
郷
教
会
の
礼
拝
に
出
席
し
て
い
た
の
が
、
七
カ
月
後
の
三
月

の
日
記
で
は
、
出
席
教
会
が
日
本
基
督
教
会
の
市
ケ
谷
講
義
所
に
変
わ
っ
て
い
る
。
筆
者
の
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
ど
こ
に
も
こ
の
移
動
の
理

由
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
一
体
こ
の
間
に
何
が
生
じ
た
の
か
、
不
明
で
あ
る
。

　
た
だ
推
測
で
き
る
こ
と
は
、
当
初
は
新
神
学
に
批
判
的
で
あ
っ
た
横
井
が
金
森
通
倫
（
一
八
五
七
－
一
九
四
五
）
が
一
八
九
一
（
明
治
二

四
）
年
に
『
日
本
現
今
之
基
督
教
並
二
将
来
之
基
督
教
』
を
著
し
て
新
神
学
の
信
仰
を
表
明
し
て
キ
リ
ス
ト
教
界
か
ら
去
っ
た
の
を
、
後
を

追
う
よ
う
に
新
神
学
に
傾
斜
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
な
の
で
、
こ
の
こ
と
が
関
連
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
新
神
学
の
影
響
は

組
合
教
会
・
同
志
社
出
身
の
牧
師
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
人
達
が
正
統
的
信
仰
の
時
代
に
は
堅
持
し
て
い
た
禁
酒
・
禁
煙
や
聖
日
礼

拝
の
厳
守
を
破
り
だ
し
た
の
を
心
よ
く
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
に
東
京
か
ら
有
漢
の
親
し
い
信
仰
仲
間
に
送
っ
た
手
紙
の
一
節
で
あ
る
が
「
小
生
の
あ
き
れ
は
て
た

る
は
東
京
の
基
督
教
信
徒
の
堕
落
に
御
座
候
。
彼
等
は
随
分
口
に
は
立
派
な
基
督
の
付
語
を
は
さ
み
候
へ
ど
も
多
く
は
こ
の
頃
の
腐
れ
卵
同

様
鼻
を
つ
ま
み
て
逃
げ
る
ほ
か
は
無
音
候
。
酒
も
の
む
べ
し
煙
草
も
す
ふ
べ
し
と
い
ふ
開
化
連
中
も
真
に
心
よ
り
開
化
し
て
然
る
に
あ
ら
ず
。

唯
だ
其
の
流
行
風
習
お
そ
は
れ
て
主
義
も
な
く
訳
も
な
く
然
る
も
の
な
り
。
か
り
そ
め
に
も
心
の
中
に
一
個
組
理
由
を
見
つ
け
て
後
音
の
む

べ
し
煙
草
吸
ふ
べ
し
と
大
呼
す
る
は
ま
だ
し
も
よ
け
れ
ど
何
故
に
酒
の
む
べ
く
煙
草
吸
ふ
べ
き
か
。
何
故
に
日
曜
に
業
を
な
す
も
よ
き
や
な

ど
い
ふ
理
由
を
知
ら
ず
し
て
人
の
声
に
付
和
雷
同
し
て
さ
け
ぶ
は
小
生
の
合
点
の
ゆ
か
ざ
る
所
か
か
る
雷
同
者
流
あ
る
為
如
何
ば
か
り
他
の

堅
固
な
る
信
徒
を
つ
ま
つ
か
せ
し
か
誠
に
数
知
れ
ず
ほ
ど
に
御
座
候
。
（
中
略
）
誠
に
尤
も
な
げ
か
は
し
き
は
同
志
社
卒
業
生
の
東
京
に
あ

る
も
の
十
中
の
八
九
は
唾
は
き
か
け
て
も
よ
き
ほ
ど
に
く
さ
れ
た
る
が
多
く
御
座
候
。
過
日
も
小
生
は
筆
に
書
く
も
い
ま
は
し
き
ほ
ど
の
実

例
を
目
撃
し
ひ
た
す
ら
嘆
息
致
し
候
。
新
島
先
生
地
下
に
あ
り
て
如
何
に
な
げ
き
玉
ふ
や
ら
ん
と
思
へ
ば
か
か
る
腐
敗
動
物
を
一
匹
も
の
こ

）
9

（



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

ら
ず
退
治
し
尽
し
度
さ
心
地
致
し
候
」
と
激
し
く
非
難
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
梁
川
が
出
席
し
て
い
た
頃
の
市
ケ
谷
講
義
所
は
ど
の
よ
う
な
教
会
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
に
よ
れ

ば
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
六
月
か
ら
多
田
素
（
一
八
六
七
－
一
九
四
一
）
が
専
任
と
な
り
礼
拝
の
説
教
、
信
徒
の
訪
問
を
し
、
植
村

は
礼
典
を
司
さ
ど
る
と
い
う
二
人
体
制
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
九
二
年
二
月
に
多
田
が
講
義
所
を
去
り
、
植
村
が
説
教
・
訪
問
も
担
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
う
に
な
り
、
こ
の
当
時
の
礼
拝
出
席
者
は
四
〇
名
、
祈
祷
会
は
一
〇
名
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
植
村
正
久
（
一
八
五
八
一
一
九
二
五
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
皇
が
外
に
教
育
と
宗
教
の
衝
突
の
問
題
、
内
に
新
神
学
の
問
題
を
抱
え
て
い
た

時
代
に
、
正
統
的
信
仰
・
福
音
主
義
信
仰
を
も
ち
続
け
た
人
物
と
し
て
名
高
い
が
、
そ
の
よ
う
な
植
村
を
慕
っ
て
市
ケ
谷
講
義
所
に
移
動
し

た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
本
郷
教
会
に
出
席
し
て
い
た
頃
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
市
ケ
谷
講
義
所
で
は
、
青
年
会
の
幹
事
に
推
薦
さ
れ
た
時
に
は
、
学
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
忙
し
い
の
で
役
員
の
任
に
当
た
る
の
は
気
が
進
ま
な
い
が
「
神
の
た
め
に
尽
く
す
な
り
と
お
も
へ
ば
喜
ん
で
為
す
な
り
と
信
じ
ぬ
」
と
引

き
受
け
て
い
る
。
五
月
］
三
日
に
は
植
村
と
と
も
に
講
壇
に
立
ち
、
植
村
の
有
神
論
に
つ
い
て
の
話
の
後
、
「
感
情
は
哲
学
よ
り
も
其
根
底

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
深
し
と
云
ふ
主
意
」
で
演
説
も
し
て
い
る
。

　
ほ
ぼ
毎
週
日
曜
日
に
は
礼
拝
に
出
席
し
、
こ
の
時
期
に
も
以
前
と
同
様
、
特
別
な
理
由
も
な
く
礼
拝
を
休
む
と
「
怠
惰
心
に
か
ら
れ
て
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
は
心
な
ら
ず
も
罪
を
犯
し
た
り
き
」
と
悔
い
て
い
る
。

　
結
果
的
に
は
費
用
の
工
面
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
参
加
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
年
の
夏
に
帰
省
の
際
に
は
、
途
中
須
磨
に
立
ち
寄
り
同

地
で
開
催
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
夏
期
学
校
へ
の
参
加
も
計
画
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
こ
の
よ
う
に
熱
心
に
市
ケ
谷
講
義
所
に
通
い
、
植
村
の
説
教
を
聞
き
感
動
し
、
親
睦
会
に
も
参
加
し
、
青
年
会
の
幹
事
と
し
て
活
躍
し
て

）
1
0

（



い
た
が
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
七
月
に
は
、
正
統
的
信
仰
へ
の
疑
い
が
生
じ
て
い
る
。
直
前
の
六
月
一
一
日
の
日
記
に
は
植
村
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

表
作
『
真
理
一
斑
』
（
一
八
八
四
年
刊
）
を
読
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
も
か
れ
を
正
統
的
信
仰
に
引
き
留
め
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
京
し
て
一
年
半
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
夏
休
み
で
有
漢
に
帰
省
中
の
七
月
二
一
二
日
の
日
記
に
は
「
む
か
し
の
ご
と
き
正
統
的
に
あ
ら
ね
ば
」
と
初
め
て
信
仰
の
変
化
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
日
の
日
記
に
は
、
そ
の
変
化
の
理
由
や
動
機
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
末
だ
東
京
に
い
た
時
の
七
月
一
〇
日
の
日

記
の
記
述
は
、
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
を
離
れ
る
動
機
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
の
も
の
で
あ
る
か
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
こ
の
日
、
梁
川
は
友
人
の
細
井
と
二
人
で
、
帝
大
教
授
で
倫
理
学
を
教
え
て
い
た
中
島
力
造
（
一
八
五
八
－
一
九
一
八
）
を
訪
問
し
た
。

し
か
し
、
中
島
は
留
守
で
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
時
に
二
人
が
中
島
へ
の
質
問
と
し
て
用
意
し
て
い
た
の
は
、
細
井
が
「
宗
教

と
教
育
の
衝
突
」
問
題
な
の
に
対
し
て
、
梁
川
が
用
意
し
て
い
た
の
は
、
中
島
の
「
基
督
教
に
於
け
る
信
仰
如
何
」
と
い
う
問
題
と
、
「
宗

教
と
学
術
と
は
一
致
す
べ
き
や
否
や
、
も
し
一
致
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
せ
ば
学
術
と
宗
教
と
軌
れ
か
真
理
に
か
な
へ
る
か
、
抑
も
両
な
が

ら
人
性
の
至
情
よ
り
出
た
る
も
の
な
る
か
」
と
い
う
宗
教
と
科
学
・
信
仰
と
理
性
の
問
題
、
そ
し
て
三
番
目
の
質
問
と
し
て
「
倫
理
上
所
謂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

良
心
な
る
も
の
の
起
源
」
、
即
ち
宗
教
と
倫
理
の
問
題
で
あ
る
。
細
井
が
内
村
の
不
敬
事
件
か
ら
、
当
時
大
き
な
社
会
問
題
と
も
な
っ
て
い

た
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
梁
川
が
か
れ
自
身
当
時
も
っ
と
も
悩
ん
で
い
た
「
宗
教
と
科
学
」

「
宗
教
と
倫
理
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

　
中
島
へ
の
質
問
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
と
科
学
、
信
仰
と
理
性
の
問
題
が
か
れ
を
し
て
正
統
的
信
仰
に
と
ど
ま
ら
せ
な
か
っ
た
問

題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
か
れ
が
正
統
的
信
仰
を
脱
し
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
と
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
正
統
的
信
仰
時
代
は
、
先
述
の
よ
う
に
七
月
二
三
日
に
は
「
む
か
し
の
ご
と
き
正
統
的
に
あ
ら
ね
ば
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
期

）
1
1

（



で
終
わ
り
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
記
述
の
後
に
安
息
日
の
礼
拝
に
出
席
し
な
い
の
は
「
安
き
心
ち
せ
ね
ば
、
強
て
心
を
鞭
て

　
　
　
　
め
　

出
会
し
ぬ
」
と
し
て
礼
拝
に
も
出
席
し
、
そ
の
後
も
日
曜
日
に
は
礼
拝
に
出
席
し
て
い
る
の
で
、
八
月
末
ま
で
は
正
統
的
信
仰
の
時
代
と
し

た
。　

八
月
一
八
日
を
最
後
に
日
記
が
途
絶
え
る
の
で
明
白
で
は
な
い
が
、
夏
休
み
を
終
え
東
京
に
帰
り
、
坪
内
聖
母
（
一
八
五
九
－
一
九
三
五
）

宅
に
書
生
の
よ
う
な
か
た
ち
で
同
居
し
、
『
早
稲
田
文
学
』
の
編
集
な
ど
を
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
教
会
の
礼
拝
や
集
会
に
は
一

切
出
席
し
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
正
統
的
信
仰
時
代
は
、
一
四
歳
か
ら
一
．
一
〇
歳
の
六
年
ほ
ど
の
時
期
で
あ
っ
た
。

ニ
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
時
代

）
1
2

（

　
梁
川
は
正
統
的
信
仰
時
代
の
後
に
来
た
次
の
時
代
を
、
二
元
的
懐
疑
時
代
と
か
、
道
徳
・
倫
理
時
代
と
名
づ
け
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
か
な
り
後
年
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
変
遷
を
振
り
返
っ
て
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
で
な
く
な
っ
た
と
自
覚
し
た
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

期
の
認
識
で
は
「
小
生
は
最
早
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
基
督
教
徒
に
あ
ら
ず
む
し
ろ
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
徒
の
方
に
近
き
も
の
な
り
」
と
し
て
い

る
。
筆
者
は
、
こ
ち
ら
を
採
用
し
て
こ
の
時
代
を
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
時
代
と
し
た
。

　
教
会
に
行
か
な
く
な
っ
た
梁
川
は
、
そ
の
信
仰
が
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
近
い
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
に
通
う
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
の
信
者
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
信
仰
内
容
が
近
い
と
い
う
こ
と
で

「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
」
な
の
で
あ
る
。
か
れ
の
正
統
的
信
仰
か
ら
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
へ
の
変
化
に
あ
た
っ
て
は
、
東
京
専
門
学
校
で
教



え
を
う
け
た
大
西
祝
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
大
西
は
同
志
社
で
神
学
を
学
び
卒
業
し
帝
国
大
学
に
進
学
し
た
の
で
あ

る
が
、
東
京
に
移
っ
て
暫
く
は
日
曜
毎
に
教
会
に
通
い
礼
拝
に
参
加
し
て
い
た
が
、
梁
川
が
教
え
を
受
け
た
頃
に
は
正
統
的
信
仰
を
脱
し
教

会
に
は
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
で
は
、
梁
川
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
宗
教
と
科
学
」
「
宗
教
と
倫
理
」
の
二

点
か
ら
、
以
下
に
考
察
し
た
い
。

　
（
一
）
宗
教
と
科
学

　
日
本
に
初
め
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
た
宣
教
師
た
ち
は
、
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
で
き
ご
と
を
文
字
通
り
事
実
と
し

て
信
じ
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
同
志
社
で
一
期
生
を
教
え
た
旧
約
聖
書
の
ド
ー
ン
（
国
●
弓
．
U
o
き
P
一
八
三
〇
1
九
〇
）
宣
教
師
な
ど
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

創
世
記
の
天
地
創
造
の
で
き
ご
と
を
紀
元
前
四
千
年
の
こ
と
と
教
え
た
り
し
て
い
る
。
原
罪
、
奇
跡
、
イ
エ
ス
の
復
活
な
ど
も
文
字
通
り
の

で
き
ご
と
と
し
て
教
え
た
。
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
史
で
伝
統
的
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
三
位
］
体
、
賄
罪
の
教
義
な
ど
も
そ
の
ま
ま
信
ず
べ
き

こ
と
と
し
て
教
え
た
。
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
な
い
異
教
徒
は
地
獄
に
行
き
永
遠
に
神
罰
を
受
け
る
こ
と
な
ど
が
強
調
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
当
時
の
青
年
も
、
た
だ
ち
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
反
発
を
感
じ
た

も
の
の
、
そ
れ
を
理
論
的
に
展
開
し
て
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「
西
洋
人
の
様
な
文
明
人
が
固
く
信
じ
て
疑
は
な
い
と
云
ふ
の

で
あ
る
か
ら
、
我
等
青
二
才
の
青
年
が
理
屈
を
言
っ
た
と
こ
ろ
で
始
ま
ら
な
い
と
、
任
心
思
う
て
、
何
時
も
其
等
の
穿
馨
を
止
め
て
仕
舞
っ
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
戻
り
『
彼
の
偉
い
西
洋
人
（
ワ
シ
ン
ト
ン
・
リ
ン
カ
ー
ン
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
な
ど
1
1
筆
者
）
が
吊
れ
を
信
じ
て
居
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
か
ら
』
と
云
ふ
此
の
論
理
は
、
実
に
当
時
の
信
者
を
畏
服
せ
し
め
た
唯
一
の
権
威
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。

）
1
3

（



　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が
紹
介
さ
れ
、
創
世
記
の
天
地
創
造
と
は
矛
盾
す
る
真
理
が
説
か
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
者

の
問
に
「
宗
教
か
そ
れ
と
も
科
学
か
」
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
は
大

き
か
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
歴
史
の
浅
い
日
本
に
お
い
て
は
致
命
的
で
深
刻
な
問
題
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
反
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と

も
い
う
べ
き
不
可
知
論
・
唯
物
論
・
社
会
主
義
思
想
な
ど
が
、
次
々
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
自
ら
判
断
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　
ま
た
、
普
及
福
音
教
会
（
一
八
八
五
年
目
・
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
（
一
八
八
七
年
）
・
ユ
ニ
バ
ー
サ
リ
ス
ト
（
一
八
九
〇
年
）
な
ど
、
自
由
主

義
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
が
相
次
い
で
来
日
し
、
合
理
的
な
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
を
説
い
た
の
で
、
「
宗
教
と
科
学
」
「
信
仰
と
理
性
」
の
問
題

は
知
識
人
キ
リ
ス
ト
者
の
全
て
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
な
っ
た
。

　
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
四
月
二
七
日
の
祈
祷
会
の
席
で
、
神
崎
が
「
造
語
を
引
き
、
決
し
て
今
日
の
粉
々
た
る
新
説
奇
論
に
動
か
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

る
凝
れ
と
の
主
意
に
て
一
片
の
痴
話
」
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
す
で
に
早
い
時
期
に
新
神
学
や
反
キ
リ
ス
ト
教
思
想
な
ど
が
有

漢
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
素
朴
な
正
統
的
信
仰
を
持
し
て
い
た
有
漢
時
代
の
梁
川
は
そ
れ
に
動
揺
す
る
こ
と
が
な
か
っ
光
が
、
東
京
に
出
て
こ
れ
ら
の
思
想
に
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
の
レ

往
左
往
す
る
信
者
た
ち
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
信
仰
態
度
に
失
望
す
る
と
同
時
に
、
将
来
哲
学
・
歴
史
を
専
攻
し
た
い
と
考
え
る
ほ
ど

に
哲
学
・
歴
史
書
を
読
み
、
信
仰
と
理
性
の
問
題
が
か
れ
の
中
心
的
問
題
に
な
り
、
そ
の
解
決
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
梁
川
の
著
作
の
リ
ス
ト
は
『
梁
川
全
集
』
第
十
巻
、
六
七
五
頁
か
ら
七
〇
一
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
梁
川
全
集
』
編
集
者
の
安
倍
能

成
は
こ
の
リ
ス
ト
は
梁
川
の
執
筆
し
た
も
の
の
す
べ
て
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る
が
、
梁
川
の
処
女
論
文
が
抜
け
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
『
全
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

）
1
4

（



　
梁
川
が
正
統
的
信
仰
か
ら
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
に
移
行
し
て
問
も
な
い
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
一
二
月
二
八
日
に
、
友
人
の
水
口

鹿
太
郎
を
介
し
て
一
論
文
を
「
ゆ
に
て
り
あ
ん
協
会
」
が
発
行
し
て
い
た
雑
誌
『
宗
教
』
に
投
稿
し
た
。
そ
し
て
「
予
が
論
文
を
公
に
す
る

は
今
回
が
は
じ
め
て
な
れ
ば
中
心
何
と
な
く
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
ず
。
来
一
月
の
該
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
て
世
に
出
つ
る
を
指
を
り
数
へ
て
待

つ
こ
と
の
如
何
に
楽
し
き
こ
と
よ
。
予
は
こ
の
位
の
こ
と
を
鬼
の
首
を
得
た
ら
ん
ご
と
く
う
れ
し
が
る
は
、
実
に
あ
ま
り
子
供
ら
し
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

自
ら
心
に
偲
じ
て
幾
た
び
か
そ
の
情
を
抑
へ
ん
と
せ
し
か
ど
そ
の
功
な
か
り
き
」
と
述
べ
て
、
活
字
化
さ
れ
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

　
「
我
が
邦
現
時
の
基
督
教
青
年
に
於
け
る
怪
疑
的
傾
向
」
と
題
す
る
こ
の
論
文
が
梁
川
の
処
女
論
文
で
あ
り
、
二
段
組
で
八
頁
の
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
れ
は
「
予
自
身
、
及
び
そ
の
他
三
四
人
の
予
が
知
れ
る
基
督
教
育
青
年
の
現
況
よ
り
」
こ
れ
を
書
い
た
、
と
い

う
こ
と
な
の
で
、
後
年
の
回
顧
と
違
い
、
信
仰
と
理
性
の
問
題
に
煩
悶
す
る
最
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
の
時
代
の
か
れ
の
思
想
を
知
る

上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
で
あ
る
。

　
実
際
に
は
、
ニ
カ
月
遅
れ
て
三
月
五
日
に
刊
行
さ
れ
た
『
宗
教
』
第
二
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
中
で
、
か
れ
は
理
性
に
照
ら
し
た

伝
統
的
・
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
に
対
す
る
疑
問
を
次
の
よ
う
に
提
起
し
て
い
る
。

）
1
5

（

　
耶
蘇
基
督
と
は
果
し
て
何
物
ぞ
、
今
ま
で
余
輩
が
正
統
的
に
信
じ
た
る
如
き
超
自
然
な
る
神
の
子
な
る
や
、
将
た
万
有
皆
神
性
あ
り

と
す
る
の
点
よ
り
見
て
し
か
い
ふ
に
や
、
聖
書
は
皆
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
成
れ
る
も
の
な
る
や
、
現
時
の
批
評
的
研
究
法
の
進

歩
は
、
之
に
向
て
如
何
な
る
断
案
を
か
下
し
つ
る
、
創
世
記
の
天
地
開
幕
説
は
、
今
日
地
質
学
者
の
説
と
齪
翻
す
る
所
な
き
か
。
四
福

音
伝
は
皆
そ
の
門
徒
の
、
直
接
に
目
撃
耳
聞
せ
る
も
の
を
、
確
実
に
記
し
た
る
伝
記
な
る
や
。
彼
の
奇
跡
異
能
な
る
も
の
は
、
疑
ふ
べ

か
ら
ざ
る
歴
史
的
事
実
な
る
か
。
予
輩
の
霊
魂
は
、
肉
体
と
共
に
滅
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
か
、
も
し
滅
せ
ず
と
す
る
も
果
し
て
意
識



を
有
す
る
否
や
。
未
来
の
有
無
は
基
督
教
に
何
等
の
関
係
を
有
す
る
や
、
蹟
罪
と
は
何
ぞ
、
甦
生
と
は
何
ぞ
、
将
た
来
世
の
賞
罰
と
は

何
を
か
意
味
す
る
、
基
督
教
徒
な
ら
ざ
る
も
の
は
、
皆
無
間
地
獄
に
堕
落
し
、
未
来
永
々
神
罰
を
臨
く
べ
き
も
の
な
る
や
。
異
教
徒
の

中
に
も
、
篤
実
誠
義
の
君
子
あ
る
に
あ
ら
ず
や
、
彼
等
は
皆
異
端
外
道
と
し
て
、
排
斥
す
べ
き
も
の
な
る
や
。
神
は
宇
宙
の
外
に
超
然

独
立
せ
る
絶
対
的
の
も
の
な
る
や
、
将
た
一
木
一
草
の
中
に
も
顕
現
し
て
、
樺
燈
た
る
霊
光
を
放
つ
と
い
ふ
凡
神
的
の
所
謂
神
な
る
や
、

儒
教
、
仏
教
は
大
に
研
究
す
る
の
価
値
な
き
か
。
基
督
教
と
こ
れ
ら
の
宗
教
は
、
断
々
乎
と
し
て
相
容
れ
ざ
る
の
性
質
を
有
す
る
や
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

や
。
抑
も
基
督
教
と
は
、
或
る
一
派
の
人
の
い
ふ
如
き
狭
駐
な
る
も
の
な
る
か
。

　
梁
川
は
、
理
性
・
科
学
を
中
心
に
し
、
理
性
を
満
足
さ
せ
る
信
仰
、
真
理
に
基
づ
く
安
心
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
到
達
す
る
為
に
こ
の

よ
う
な
懐
疑
を
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
後
年
の
こ
の
時
代
の
回
顧
で
は
「
信
仰
の
危
機
は
、
何
人
も
概
ね
一
度
は
経
過
す
べ
き
嫌
な
ら
ん
が
、
予
も
亦
一
時
全
く
懐
疑
不
信
の
狂

瀾
に
巻
き
込
ま
る
る
に
至
り
ぬ
の
理
性
が
自
家
独
立
の
要
求
を
漸
く
意
識
し
来
た
り
し
に
つ
れ
て
、
楽
し
か
り
し
重
信
の
信
仰
も
ま
た
や
う

や
う
に
し
て
破
れ
易
き
空
虚
の
夢
を
育
む
に
至
れ
る
ぞ
是
非
な
き
。
か
く
て
暫
く
は
持
続
せ
ざ
り
し
予
が
惰
力
的
信
仰
も
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の

進
化
論
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
説
、
カ
ン
ト
の
批
評
哲
学
、
其
の
他
宗
が
当
時
修
得
せ
る
多
少
の
哲
学
的
造
詣
の
為
め
に
、
あ
は
れ
最
後
の
一

　
　
　
　
　
　
あ
　

撃
を
受
け
た
り
」
と
し
て
い
る
。

　
理
性
に
基
づ
く
信
仰
、
合
理
的
信
仰
を
求
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
な
信
仰
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

）
1
6

（



　
（
二
）
宗
教
と
倫
理

　
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
、
理
性
に
か
な
う
合
理
的
信
仰
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
道
徳
・
倫
理
を
強
調
し
た
。
梁
川
は
こ
の
点
で
も
ユ
ニ
テ
リ

ア
ン
的
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
正
統
的
信
仰
を
脱
し
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
に
変
わ
っ
た
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
の
書
簡
で
「
道
徳
の

方
よ
り
い
へ
ば
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
徒
た
り
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
必
ず
し
も
お
と
る
と
い
ふ
ご
と
き
こ
と
は
決
し
て
無
之
否
か
へ
り
て
ユ

ニ
テ
リ
ア
ン
の
中
に
人
物
多
く
見
う
け
ら
れ
候
。
横
井
氏
の
如
き
大
西
氏
の
如
き
松
村
介
石
氏
の
如
き
其
他
東
京
に
て
随
分
学
問
道
徳
を
も

て
人
々
に
推
さ
る
る
人
多
く
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
も
し
く
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
徒
な
り
。
何
は
と
も
あ
れ
徳
を
お
さ
め
人
物
を
高
く
し
品
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

を
浄
く
す
る
が
第
一
な
り
」

　
正
統
的
信
仰
時
代
、
と
く
に
有
漢
時
代
に
は
、
道
徳
的
に
立
派
と
思
え
る
人
は
ほ
と
ん
ど
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
者
イ
コ
ー
ル

高
潔
な
倫
理
．
道
徳
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
東
京
に
出
て
か
れ
が
見
た
キ
リ
ス
ト
者
に
は
幻
滅
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
恐
ら
く
新
神
学
・
自
由
主
義
キ
リ
ス
ト
教
の
表
面
的
な
理
解
か
ら
、
禁
酒
・
禁
煙
・
安
息
日
の
厳
守
な
ど
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
へ
の

失
望
が
あ
っ
た
。

　
正
統
的
信
仰
で
な
く
て
も
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
で
も
道
徳
的
に
立
派
な
人
物
は
多
く
い
る
、
と
い
う
か
れ
の
実
感
は
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教

を
信
仰
し
て
い
な
い
人
の
申
に
も
徳
の
高
い
人
は
い
る
と
い
う
実
感
に
よ
り
、
倫
理
が
宗
教
と
同
等
の
位
置
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
梁
川
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
九
月
頃
か
ら
坪
内
家
に
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
か
れ
が
直
接
目
の
当
た
り
に
し
た
坪
内
夫

妻
の
生
活
は
か
れ
に
感
銘
を
与
え
た
。
「
小
生
の
仰
ぎ
尊
ぶ
坪
内
先
生
は
た
だ
に
文
学
士
と
し
て
小
説
家
と
し
て
我
が
現
時
の
日
本
の
文
壇

の
大
将
軍
た
る
の
み
な
ら
ず
徳
高
く
行
全
き
人
物
と
し
て
稀
に
見
る
と
こ
ろ
に
御
座
候
。
小
生
が
は
じ
め
て
先
生
の
宅
へ
奇
遇
す
る
時
や
唯

だ
小
説
家
と
し
て
文
学
者
と
し
て
名
高
き
春
の
や
お
ぼ
ろ
先
生
と
し
て
の
み
先
生
を
知
れ
る
の
み
な
り
し
が
久
し
か
ら
ず
し
て
先
生
の
人
物

）
1
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（



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

に
感
服
致
し
か
か
る
人
物
は
基
督
教
信
徒
の
う
ち
に
も
少
な
か
る
べ
し
と
存
じ
候
」
と
述
べ
る
よ
う
に
な
る
。

　
梁
川
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
に
な
る
と
と
も
に
、
だ
ん
だ
ん
宗
教
イ
コ
ー
ル
倫
理
、
さ
ら
に
倫
理
に
よ
っ
て
宗
教
に
代
え
ら
れ
る
と
考
え
る

よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
中
で
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
六
月
掛
東
京
専
門
学
校
文
科
を
卒
業
す
る
が
、
論
文
と
し
て
提
出
し
た
の
は
「
道
徳
的

理
想
論
」
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
論
文
は
『
梁
川
全
集
』
第
四
巻
の
七
一
頁
か
ら
一
五
四
頁
、
及
び
そ
の
要
旨
が
五
〇
一
頁
か
ら
五
〇
三
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
巻

頭
に
「
『
六
合
雑
誌
』
第
百
七
一
号
な
る
大
西
祝
氏
の
「
道
徳
的
理
想
の
根
拠
」
の
一
篇
は
余
に
少
か
ら
ぬ
鈴
σ
q
σ
q
。
ω
鉱
。
5
を
与
へ
た
り
、
こ

こ
に
こ
れ
を
謝
す
」
と
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
論
文
が
大
西
の
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
論
文
の
主
旨
は
、
人
生
に
は
、
究
寛
目
的
（
絶
対
的
思
想
）
が
存
在
し
、
人
は
そ
の
目
的
に
向
か
っ
て
向
上
精
進
す
る
。
そ
こ
に
道
徳
的

意
識
と
か
道
徳
的
理
想
と
か
が
生
じ
る
。
理
性
的
活
動
・
美
的
活
動
・
道
徳
的
活
動
と
し
て
の
自
我
を
最
も
完
全
に
、
か
つ
調
和
的
に
実
現

し
た
真
我
が
絶
対
的
理
想
で
あ
る
。

　
「
吾
人
の
道
徳
的
生
活
は
絶
対
的
理
想
の
徐
々
実
現
せ
ら
る
る
段
階
に
外
な
ら
ず
、
無
限
の
活
動
、
無
限
の
ス
ト
ラ
ッ
グ
ル
即
ち
道
徳
也
、

我
が
我
を
自
識
し
つ
つ
あ
る
プ
ロ
セ
ス
即
ち
道
徳
也
、
誰
か
絶
対
理
想
を
全
く
実
現
せ
ず
ば
、
吾
人
の
ス
ト
ラ
ッ
グ
ル
は
無
益
な
り
と
い
ふ

ぞ
。
理
想
の
一
段
階
を
実
現
す
る
は
こ
れ
や
が
て
豊
年
段
階
を
フ
ル
フ
ィ
ル
し
実
現
す
る
に
は
あ
ら
ざ
る
か
、
相
対
理
想
の
実
現
を
離
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

絶
対
理
想
の
実
現
な
け
れ
ば
也
」

　
で
は
、
絶
対
的
理
想
・
真
我
の
実
現
と
宗
教
・
神
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
は
こ
の
論
文
の
中
で
神
に

つ
い
て
は
「
吾
人
は
宇
宙
に
絶
対
者
（
魯
ω
o
冨
8
げ
①
言
α
q
）
あ
る
や
否
や
を
知
ら
ず
、
唯
宇
宙
万
有
と
な
り
て
、
顕
現
せ
し
絶
対
者
あ
る
を

）
1
8

（



　
　
　
（
4
9
）

知
る
の
み
」
神
は
客
観
的
に
人
間
を
離
れ
て
実
在
す
る
の
で
は
な
く
「
我
の
中
に
我
と
し
て
存
す
と
思
ふ
。
而
し
て
吾
人
自
家
の
中
に
存
す

る
神
、
即
ち
我
を
ま
す
ま
す
明
に
発
揮
し
実
現
す
る
、
こ
れ
即
ち
道
徳
也
。
前
件
の
神
（
即
ち
己
に
最
も
完
全
円
満
に
実
現
せ
ら
れ
、
而
も

イ
ン
プ
リ
ン
シ
ッ
ト
リ
ー
に
吾
人
自
家
の
中
に
益
せ
る
我
）
を
崇
拝
畏
敬
し
、
去
れ
に
対
し
て
烈
々
た
る
①
雪
喜
巴
器
ヨ
の
情
を
い
だ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
憩
）

之
れ
即
ち
吾
人
の
宗
教
也
」
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
こ
の
汎
神
的
神
観
や
宗
教
観
は
、
一
年
後
に
は
「
神
を
空
理
上
よ
り
割
り
出
し
、
論
理
の
必
然
と
し
て
客
観
に
置
き
し
な
り
」
と
し
て
否

定
さ
れ
て
い
る
。

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
的
信
仰
時
代
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
九
月
頃
か
ら
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
三
月
頃
ま
で
の
三
年
半
で
あ
っ

た
。注（

1
）
『
梁
川
全
集
』
（
以
下
『
全
集
』
）
第
五
巻
、
三
五
七
頁
。
こ
れ
は
亡
く
な
る
一
年
数
カ
月
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
神
崎
と
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
、
規
合
道
雄
『
綱
島
梁
川
と
そ
の
周
辺
』
及
び
『
高
梁
教
会
八
十
年
史
』
参
照
。
し
か
し
神
崎
の
入
信
時
期
に
つ
い
て
は
、
川
合
氏
は

　
　
「
十
五
、
六
歳
の
頃
（
＝
＝
頁
）
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
『
高
梁
教
会
八
十
年
史
』
で
は
一
八
八
四
年
と
な
っ
て
お
り
（
一
九
頁
）
二
八
歳
で
あ
る
。
川
合
氏
の
い
う
「
十
五
、

　
　
六
歳
頃
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
黙
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
明
治
六
年
よ
り
前
の
一
八
七
一
、
二
（
明
治
四
、
五
）
年
と
な
り
、
そ
の
時
期
に
神
崎
が
医
業
を
修
行
し
た
と
い
う

　
　
高
梁
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
布
教
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
神
崎
が
洗
礼
を
受
け
た
高
梁
教
会
の
創
立
は
、
｝
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
四
月
二
六
日
で
あ
り
、
こ
の
二
年
半
前
か

　
　
ら
こ
の
地
方
に
伝
道
が
開
始
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
の
で
、
高
梁
近
辺
に
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
明
治
一
二
年
頃
と
な
る
。
川
合
氏
の
「
十
五
、
六
歳
」
説
は
、
何
か

　
　
の
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
3
）
「
高
梁
教
会
八
十
年
史
』
二
三
頁
。

（
4
）
梁
川
の
洗
礼
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
『
全
集
』
第
八
巻
「
綱
島
榮
一
郎
年
譜
」
で
は
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
の
と
こ
ろ
に
、
月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
「
高
梁
教

　
　
会
に
於
て
牧
師
古
木
虎
三
郎
氏
よ
り
洗
礼
を
受
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
．
こ
れ
に
対
し
て
、
円
綱
島
梁
川
の
生
涯
と
思
想
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
で
「
有
漢
在
郷
時
代
」
を

）
1
9

（



　
執
筆
し
た
木
村
勝
三
氏
は
、
高
梁
教
会
の
洗
礼
者
名
簿
を
基
に
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
【
月
五
日
説
を
唱
え
て
お
ら
れ
る
。

　
　
し
か
し
、
筆
者
は
一
八
八
七
年
説
を
採
用
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
梁
川
が
「
枕
頭
の
記
」
に
お
い
て
「
予
は
】
四
五
歳
の
頃
、
郷
里
な
る
組
合
派
の
　
基
督
教
会
に
籍
を
置

　
き
て
よ
り
来
、
二
十
歳
前
後
の
頃
ま
で
、
謂
ふ
所
正
統
的
基
督
教
の
一
信
者
た
り
き
。
（
中
略
）
当
時
未
だ
中
学
の
科
程
を
も
履
ま
ざ
り
し
一
小
童
如
何
で
基
督
教
の
何
た
る

　
を
解
し
得
ん
や
、
唯
だ
か
・
る
取
り
と
め
も
な
き
漠
然
た
る
外
形
的
異
彩
に
、
幼
な
ご
・
ろ
の
何
と
は
な
く
心
惹
か
れ
て
、
こ
の
新
来
の
宗
教
を
…
筋
に
慕
は
し
と
の
み
思
ひ

　
な
り
ぬ
」
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
三
五
八
頁
）
と
あ
り
、
こ
の
文
章
は
、
受
洗
を
知
新
校
を
卒
業
し
た
翌
年
と
す
る
こ
と
で
つ
じ
つ
ま
が
合
う
。
｝
八
九
〇
年
と
す
る
と
一
七
歳

　
と
な
り
、
「
小
童
」
と
か
「
幼
な
ご
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
で
は
、
洗
礼
者
名
簿
と
い
う
根
拠
は
ど
う
な
る
か
。
木
村
氏
は
こ
の
名
簿
の
記
述
に
は
「
榮
㎝
郎
」
が
「
英
一
郎
」
、
「
五
月
二
七
日
生
」
が
「
二
月
生
」
、
死
去
の
日
が

　
「
九
月
一
四
日
」
が
「
九
月
一
五
日
」
と
三
点
の
誤
り
も
あ
る
が
「
根
本
的
な
問
題
点
は
な
い
と
い
え
よ
う
」
（
二
四
頁
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
よ

　
う
な
基
本
的
な
誤
り
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
洗
礼
日
だ
け
に
は
誤
り
が
な
い
と
す
る
の
は
問
題
で
、
こ
の
名
簿
が
洗
礼
当
時
で
な
く
か
な
り
後
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
信

　
頼
で
き
る
資
料
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
　
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
教
会
に
出
入
り
し
だ
し
た
の
が
一
四
歳
ご
ろ
で
、
洗
礼
を
受
け
た
の
が
一
七
歳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
安
茂
氏
が
こ
の
立
場
で
あ
る
（
「
近

　
代
日
本
と
西
洋
思
想
の
受
容
一
網
島
梁
川
1
」
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
、
第
一
〇
三
号
別
冊
、
一
頁
）
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
の
説
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
と
い
う

　
の
は
、
梁
川
が
「
籍
を
置
く
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
お
り
通
例
こ
れ
は
洗
礼
を
う
け
て
籍
を
置
く
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
ま
た
、
梁
川
が
先
述
の
よ
う
に
正
統
的
信
仰

　
時
代
が
一
四
、
五
歳
か
ら
二
〇
歳
（
こ
れ
を
述
べ
た
文
章
の
後
の
記
述
で
「
六
年
が
程
」
と
も
記
し
て
い
る
）
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
求
道
中
の
時
代
を
含
ん
で
の

　
表
現
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
5
）
今
泉
真
幸
編
『
天
上
の
友
』
日
本
組
合
基
督
教
会
教
師
会
、
一
九
一
五
年
、
六
一
頁
。
こ
の
書
で
は
六
頁
に
わ
た
っ
て
古
木
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
6
）
梁
川
が
、
古
木
の
後
任
と
し
て
高
梁
教
会
に
赴
任
し
た
寺
沢
と
の
比
較
を
記
し
た
文
章
に
よ
っ
て
、
古
木
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
が
伺
え
る
。
「
（
寺
沢
）
氏
は
も

　
と
群
馬
県
と
か
の
中
学
校
に
て
教
育
に
従
事
せ
ら
れ
、
哲
学
上
科
学
上
の
学
識
ま
た
社
交
的
技
禰
に
至
り
て
も
、
前
牧
師
古
木
氏
と
は
は
る
か
に
卓
出
せ
ら
（
れ
）
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
異
信
徒
を
議
論
上
に
て
や
り
こ
め
る
こ
と
、
地
方
の
小
学
教
員
な
ど
の
天
狗
連
を
し
て
舌
を
捲
か
し
め
る
こ
と
、
及
び
群
役
所
な
ど
の
官
吏
と
巧
み
に
交
際
す
る
こ
と
等
に
至

　
り
て
は
教
会
員
も
一
同
満
足
し
た
れ
ど
も
、
一
得
一
失
は
免
れ
が
た
き
常
理
に
て
、
氏
の
欠
点
は
常
に
哲
理
的
考
証
的
演
説
議
論
は
上
手
な
れ
ど
も
、
感
情
ま
こ
と
に
少
く
し

　
て
、
人
を
し
て
側
々
感
動
せ
し
む
る
底
の
説
教
の
出
来
ざ
る
に
あ
り
。
故
に
外
部
の
異
信
徒
に
向
て
は
如
し
ろ
適
任
の
演
説
者
な
ら
め
ど
、
教
会
内
の
信
徒
を
し
て
信
仰
を
も
．

　
や
さ
し
む
る
説
教
を
得
な
さ
ざ
る
な
り
。
そ
の
説
教
つ
ね
に
理
屈
に
の
み
は
し
り
て
、
幾
多
の
善
男
善
女
を
し
て
欠
伸
せ
し
め
、
睡
気
催
さ
し
む
る
こ
と
多
か
り
」
（
『
全
集
』

　
第
八
巻
、
三
〇
三
、
四
頁
）

　
7
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
五
六
頁
。

「
8
）
『
全
集
』
第
五
巻
、
三
五
八
頁
。

）
2
0

（



（
9
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
三
二
六
、
七
頁
。

（
1
0
）
同
書
、
一
＝
一
頁
。

（
1
1
）
『
全
集
』
第
五
巻
、
三
五
九
頁
。

（
1
2
）
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
五
月
二
日
の
日
記
に
「
国
民
の
友
第
百
十
三
号
に
掲
載
あ
り
し
大
西
氏
悲
哀
の
快
感
て
ふ
言
論
を
精
読
し
て
大
に
得
る
所
あ
り
き
」
と
し
て
、

　
そ
の
所
論
の
要
領
を
そ
の
後
に
四
行
ほ
ど
記
し
て
い
る
。
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
三
五
頁
）

（
1
3
）
一
八
九
一
年
六
月
二
六
日
に
高
梁
教
会
で
山
室
に
出
会
っ
た
時
は
「
一
年
間
の
疎
情
を
謝
し
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
五
七
頁
）
と
あ
る
の
で
、
か
な
り
以
前
か
ら
の
顔
見
知

　
り
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
七
月
二
日
の
日
記
に
は
、
夏
期
伝
道
師
と
し
て
高
梁
教
会
に
招
聰
さ
れ
て
い
た
神
学
生
の
津
下
紋
太
郎
と
山
室
が
有
漢
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
を

　
「
今
晩
八
時
よ
り
講
義
所
に
於
て
有
益
な
る
説
教
あ
り
、
聴
衆
は
至
っ
て
鮮
か
り
し
も
大
に
感
動
を
受
け
□
る
も
の
も
あ
り
た
り
、
余
輩
不
信
仰
の
者
に
は
近
来
一
服
刺
激
剤

　
に
て
あ
り
き
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
五
九
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

（
1
4
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
二
九
頁
。

（
5
1
）
　
『
△
土
集
』
　
第
⊥
ハ
巻
、
　
一
二
一
百
以
Q

（
1
6
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
一
〇
五
、
六
頁
。

（
1
7
）
『
全
集
』
第
六
巻
、
三
〇
頁
。

（
1
8
）
同
書
、
三
】
頁
。

（
1
9
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
＝
二
一
頁
。

（
2
0
）
同
　
書
、
二
九
八
頁
参
照
。

（
2
1
）
『
全
集
』
第
六
巻
、
＝
二
一
二
頁
参
照
。
．

（
2
2
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
＝
二
一
二
頁
。

（
2
3
）
同
書
、
＝
二
六
頁
。

（
2
4
）
『
弓
町
本
郷
教
会
百
年
史
』
二
五
頁
。
．

（
2
5
）
『
全
集
睡
第
八
頁
、
一
四
五
頁
。

（
2
6
）
同
書
、
二
〇
〇
頁
。

（
2
7
）
『
全
集
』
第
九
巻
、
二
、
三
頁
。

（
2
8
）
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
三
巻
、
一
二
四
、
五
、
八
頁
参
照
。

（
2
9
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
二
二
六
頁
。

）
2
1

（



（
3
0
）
伺
書
、
二
四
「
頁
。

（
3
1
）
同
書
、
二
五
四
頁
。

（
3
2
）
．
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
四
月
一
六
日
（
日
）
「
植
村
牧
師
は
信
仰
と
望
と
愛
の
こ
と
に
つ
き
直
面
信
徒
に
有
益
な
る
説
教
あ
り
き
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
二
二
六
頁
）
。

　
四
月
二
三
日
（
日
）
「
市
谷
講
義
所
に
て
植
村
氏
の
説
教
を
き
き
ぬ
。
大
意
、
人
は
神
の
性
質
を
幾
分
か
持
ち
居
れ
ば
、
今
こ
そ
肉
体
に
制
せ
ら
れ
て
自
由
に
霊
の
発
達
を
な

　
さ
ざ
れ
ど
も
、
吾
人
肉
を
没
す
る
の
日
に
は
神
と
【
致
す
る
を
得
る
と
云
ふ
に
あ
り
て
、
甚
だ
有
益
な
る
糧
な
り
き
」
（
同
書
、
二
三
一
頁
）
。
五
月
一
＝
日
（
日
）
「
市
谷
講

　
義
所
に
行
き
、
青
年
会
親
睦
会
に
臨
み
ぬ
。
会
す
る
も
の
僅
か
な
り
し
か
ど
、
植
村
氏
は
熱
心
に
祈
り
か
つ
談
話
せ
ら
れ
、
大
に
益
を
得
た
り
き
」
（
同
書
、
二
四
五
頁
）
な

　
ど
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。

（
3
3
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
二
五
四
頁
。
し
か
し
、
読
後
感
な
ど
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。

（
3
4
）
こ
の
時
代
梁
川
は
、
市
ケ
谷
教
会
に
毎
日
曜
日
通
い
、
植
村
と
と
も
に
演
説
し
た
り
、
「
増
子
氏
と
青
年
会
演
説
会
の
こ
と
に
つ
き
、
増
子
氏
は
市
谷
教
会
の
親
睦
会
の
件

　
に
つ
き
相
談
す
る
と
こ
ろ
あ
り
て
植
村
氏
を
訪
問
し
ぬ
。
幸
に
し
て
在
宿
な
り
し
か
ば
取
り
決
め
て
帰
り
ぬ
」
（
一
八
九
三
〔
明
治
二
六
〕
年
五
月
二
二
日
の
夜
に
訪
問
、
『
全

　
集
』
第
八
巻
、
二
四
六
頁
）
と
、
直
接
面
談
も
し
て
い
る
の
に
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第
五
巻
、
五
八
五
頁
に
は
「
植
村
正
久
と
梁
川
と
の
間
に
は
、
勿
論
、
直
接
の
交

　
渉
は
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
3
5
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
二
八
○
頁
。

（
3
6
）
同
書
、
二
八
九
頁
。

（
3
7
）
『
全
集
』
第
九
巻
、
二
頁
。

（
3
8
）
「
創
世
記
を
教
ゆ
る
に
、
先
づ
世
界
の
創
造
は
紀
元
前
四
千
年
で
あ
る
事
や
、
神
が
六
日
に
此
世
界
を
造
り
給
ふ
た
事
や
、
ア
ダ
ム
、
エ
バ
の
物
語
な
ど
、
旧
約
書
を
取
扱

　
ふ
に
現
代
の
書
の
如
く
文
句
通
り
に
信
ぜ
し
め
ん
と
し
た
」
（
小
崎
弘
道
『
小
崎
全
集
』
第
二
巻
、
三
三
七
頁
）

（
3
9
）
松
村
介
石
『
信
仰
五
十
年
』
二
五
頁
。

（
4
0
）
『
全
集
』
第
八
巻
、
三
三
頁
。

（
4
1
）
同
　
書
、
二
三
七
頁
。

（
4
2
）
『
全
集
』
第
六
巻
、
七
五
頁
。

（
4
3
）
同
書
、
七
五
頁
。

（
4
4
）
綱
島
榮
一
郎
「
我
が
邦
現
時
の
基
督
教
青
年
に
於
け
る
怪
疑
的
傾
向
」
『
宗
教
』
（
日
本
ゆ
に
て
り
あ
ん
弘
道
会
発
行
）
第
二
九
号
、
［
八
九
頁
。

（
娼
）
『
全
集
』
第
五
巻
、
　
｛
二
五
九
、
馬
ハ
○
頁
Q

（
4
6
）
『
全
集
』
第
九
巻
、
三
頁
。

）
2
2

（



（
4
7
）
同
書
、
二
頁
。

（
4
8
）
『
全
集
』
第
四
巻
、
五
〇
三
頁
。

（
4
9
）
同
書
、
一
〇
〇
頁
。

（
5
0
）
同
　
書
、
一
〇
五
頁
。

（
5
1
）
『
全
集
』
第
六
巻
、
一
四
七
頁
。

）
2
3

（


