
『
南
京
の
基
督
』
考
察

河

泰

厚

 
 
 
 
 
一

 
『
南
京
の
基
督
』
は
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
七
月
一
日
発
行
の
雑
誌
「
中

央
公
論
」
第
三
十
五
年
第
七
号
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
『
夜
来
の
花
』
『
沙
羅
の
花
』

『
芥
川
龍
之
介
集
』
に
収
め
ら
れ
た
現
代
物
的
な
切
支
丹
物
の
一
作
で
あ
る
。

大
正
九
年
七
月
十
五
日
お
よ
び
七
月
十
七
日
の
南
部
修
太
予
言
書
簡
に
、
こ
の

作
品
の
月
評
に
対
す
る
芥
川
の
長
文
の
反
論
が
あ
る
の
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で

あ
る
。

 
さ
て
、
『
南
京
の
基
督
』
初
刊
本
に
は
「
本
編
を
草
す
る
に
当
り
、
谷
崎
潤

一
郎
氏
作
『
秦
潅
の
一
夜
』
に
負
ふ
所
勘
か
ら
ず
。
附
記
し
て
感
謝
の
意
を
表

す
。
」
と
い
う
注
が
入
っ
て
い
る
。
確
か
に
大
正
八
年
の
長
崎
の
支
那
風
物
に

接
し
た
以
外
に
は
、
ま
だ
中
国
体
験
も
し
て
い
な
い
作
者
が
、
南
京
信
望
街
の

私
娼
の
姿
を
手
に
取
る
よ
う
に
描
写
で
き
た
の
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
秦
准
の

夜
』
（
『
秦
准
の
一
夜
』
は
芥
川
の
意
図
的
な
誤
記
で
あ
ろ
う
か
）
か
ら
中
国
の

場
景
を
多
少
な
り
と
も
参
考
に
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

 
『
秦
准
の
夜
』
と
読
み
比
べ
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
場
所
を
同
じ
く
南
京
の

奇
望
街
に
設
定
し
て
、
そ
の
中
の
娼
婦
の
部
屋
の
様
子
か
ら
服
装
、
例
え
ば
、

女
の
部
屋
の
中
の
う
す
暗
い
置
き
ラ
ン
プ
、
き
た
な
い
壁
、
デ
ー
ブ
ル
と
椅
子
、

藤
の
寝
台
と
毛
布
、
寝
台
を
か
く
し
た
帳
や
、
窮
翠
の
耳
環
や
西
瓜
の
種
等
、

ほ
と
ん
ど
が
そ
の
ま
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
秦
准
の
孔
子
廟
や
利
渉
橋
の

飯
館
や
彫
刻
の
あ
る
柱
、
紹
興
酒
、
画
肪
と
い
う
小
道
具
は
、
ほ
と
ん
ど
谷
崎

潤
一
郎
の
『
野
鼠
の
夜
』
か
ら
借
り
て
い
る
。

 
『
南
京
の
基
督
』
が
『
秦
准
の
夜
』
に
材
を
得
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
 
 
幻

し
て
も
、
果
た
し
て
、
「
谷
崎
の
描
写
の
細
部
を
自
在
に
組
み
入
れ
、
換
骨
奪
 
 
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

胎
し
、
南
京
奇
望
街
の
私
娼
の
部
屋
を
芥
川
は
み
ご
と
に
再
現
し
て
い
る
。
」

と
言
え
る
か
ど
う
か
は
大
変
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
際
芥
川
が
『
秦
准

の
夜
』
か
ら
取
材
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
は
、
相
当
の
量
の
短
編
の
中
で
、
ご

く
一
部
の
室
内
描
写
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
金
花
の
身
上

の
説
明
、
信
仰
の
問
題
、
外
国
人
と
の
対
話
、
天
国
の
夢
な
ど
が
す
べ
て
で
あ
っ

て
、
特
別
に
中
国
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
く
て
も
充
分
に
書
け
る
作
品
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
『
秦
准
の
夜
』
と
『
南
京
の
基
督
』
は
似
て
い
な
が
ら
も
全
く

別
の
傾
向
の
作
品
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
秦
准
の
夜
』
が
遊
廓
め
ぐ
り
の
紀

行
文
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
南
京
の
基
督
』
は
別
の
主
題
を
持
つ
別
の
傾
向

の
作
品
な
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
他
の
作
品
か
ら
の
こ
の
程
度
の
取
材
な
ら
、
芥
川
は
ほ
と
ん
ど
の
作

『
南
京
の
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督
』
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品
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
り
い
ろ
い
ろ
な
書
物
か
ら
の
モ
ザ
イ
ク
、

ま
た
は
換
骨
奪
胎
は
芥
川
の
常
套
手
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
他
の
作

品
に
は
全
く
＜
附
記
〉
が
な
い
の
に
、
な
ぜ
『
南
京
の
基
督
』
に
だ
け
は
わ
ざ

と
ら
し
い
ほ
ど
に
礼
儀
正
し
い
謝
辞
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
は
相
当
の
理
由
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
鷺
ロ
ハ
平
氏
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

 
 
 
「
秦
准
の
夜
」
と
い
う
、
い
か
に
も
関
係
が
深
そ
う
に
見
え
る
作
品
を

 
 
こ
と
さ
ら
に
指
示
し
て
注
意
を
そ
ら
し
（
同
時
に
、
読
者
が
そ
れ
と
対
比

 
 
し
て
み
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
換
骨
奪
胎
の
手
際
の
鮮
や
か
さ
に
舌
を
ま
く

 
 
と
い
う
シ
カ
ケ
に
も
な
っ
て
い
る
）
、
本
命
は
巧
妙
に
隠
蔽
す
る
と
い
う
、

 
 
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
用
い
て
き
た
芥
川
一
流
の
陽
動
作
戦
な
の
で
は
な
い

 
 
（
迄
。

 
 
力

 
確
か
に
芥
川
は
『
奉
教
人
の
死
』
に
お
い
て
、
作
品
の
中
で
「
二
」
を
設
け
、

こ
の
話
が
「
長
崎
耶
蘇
会
出
版
」
の
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」
か
ら
一
節
を

得
た
と
解
説
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
効
果
を
ね
ら
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
『
南
京
の
基
督
』
に
お
い
て
も
こ
れ
に
似
た
手
法
を
用
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
も
、
氏
の
言
う
芥
川
が
ね
ら
っ
た
「
本
命
」
と
は
何
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
氏
は
『
南
京
の
基
督
』
は
志
賀
直
哉
の
『
小
僧
の
神
様
』

か
ら
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

 
 
 
「
小
僧
の
神
様
」
と
の
連
想
を
容
易
に
す
る
「
娼
婦
（
金
花
）
の
神
様
（
基

 
 
督
）
」
か
ら
、
さ
ら
に
ヒ
ネ
っ
て
「
南
京
の
基
督
」
と
命
名
す
る
こ
と
に
よ
っ

 
 
て
、
読
者
の
自
然
な
ア
ナ
ロ
ジ
イ
の
通
路
を
断
ち
、
さ
ら
に
念
を
入
れ
、

 
 
先
手
を
打
っ
て
〈
附
記
〉
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
ダ
メ
オ
シ
と
も
言
う
べ

 
 
き
本
命
隠
蔽
の
仕
上
げ
が
な
さ
れ
ハ
か
く
し
て
作
者
の
巧
妙
な
輻
晦
は
完

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
 

 
 
成
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
氏
の
主
張
の
と
お
り
な
ら
、
芥
川
の
「
本
命
」
は
志
賀
直
哉
の
『
小
僧
の
神

様
』
か
ら
作
品
の
素
材
を
得
る
こ
と
で
、
こ
の
「
本
命
」
を
隠
蔽
す
る
た
め
、

わ
ざ
と
谷
崎
潤
一
郎
の
『
秦
准
の
夜
』
を
取
り
上
げ
、
更
に
謝
辞
の
〈
附
記
〉

ま
で
付
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
氏
が
以
下
『
小
僧
の
神
様
』
と
の
詳
し
い

比
較
に
よ
っ
て
論
を
裏
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
さ
す
が
に
頷
け
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
〈
附
記
〉
を
つ
け
た
よ
り
根
本
的
な
理
由
は
、
．
現
代
物
が
苦

手
で
あ
っ
た
芥
川
が
作
品
の
舞
台
を
日
本
で
な
い
中
国
に
設
定
し
て
、
無
難
に

作
品
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
企
て
た
故
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
現

実
離
れ
の
手
法
で
あ
る
が
、
こ
の
現
実
離
れ
、
す
な
わ
ち
、
非
現
実
的
世
界
を

読
者
に
自
然
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
の
に
く
附
記
〉
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
芥
川
は
い
わ
ゆ
る
時
代
物
で
あ
る
王
朝
物
、
開
花
物
に
は
成
功
を
収
め
、

秀
作
が
多
い
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
『
南
京
の
基
督
』
は
一
読
す
る
と
現

代
物
の
佳
作
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
は
舞
台
を
日
常
の
現
実
か
ら

遠
く
離
れ
た
中
国
の
南
京
に
お
き
、
時
間
的
な
舞
台
を
過
去
に
お
い
た
時
代
物

と
同
じ
効
果
を
上
げ
、
作
品
の
成
功
を
ね
ら
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

 
こ
の
点
を
い
ち
早
く
見
抜
い
た
の
が
友
人
の
久
米
正
雄
で
あ
ろ
う
。

 
 
折
角
「
秋
」
で
一
転
向
を
見
せ
よ
う
と
し
た
倒
巧
な
此
作
者
が
、
又
趣
味

 
 
ば
か
り
で
固
め
た
メ
ル
ヘ
ン
の
領
域
へ
後
戻
り
を
し
ょ
う
と
す
る
の
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
吾
が
良
友
の
為
に
取
ら
ざ
る
所
で
あ
る
。

 
『
南
京
の
基
督
』
の
「
一
」
と
「
二
」
は
確
か
に
昔
話
や
御
伽
噺
の
よ
う
に

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
乏
し
い
「
メ
ル
ヘ
ン
の
領
域
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
が
殊
更
に
〈
附
記
〉
を
付
け
た
の
は
、
こ
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の
作
品
が
作
り
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
作
品

の
中
で
現
実
性
を
求
め
る
の
を
最
初
か
ち
拒
む
装
置
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
欠
け
て
い
る
非
現
実
的
な
話

を
全
く
自
然
に
受
け
入
れ
て
共
感
す
る
作
品
と
し
て
読
む
、
〈
附
記
〉
は
そ
の

為
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
『
南
京
の
基
督
』
は
十
数
篇
の
切
支
丹
物
の
中
で
唯
一
時
代
を
現
代
に
設
定

し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
一
作
以
外
の
作
品
は
伝
説
を
典
拠
の
よ
う
に
装
い
、

時
代
を
過
去
に
取
っ
た
作
品
が
多
い
。
伝
説
的
世
界
の
中
で
、
信
仰
に
生
き
る

一
元
的
な
人
物
を
描
く
の
は
、
芥
川
に
と
っ
て
は
案
外
た
や
す
い
こ
と
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
が
、
現
代
に
お
い
て
の
金
花
の
よ
う
な
人
物
を
描
く
の
は
難
し

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
秋
』
に
よ
っ
て
現
実
を
写
実
的
に
書
き
得
た
作
者
は
、

切
支
丹
物
に
お
い
て
も
従
来
の
作
風
か
ら
転
機
を
意
識
し
て
現
代
風
の
切
支
丹

物
を
試
み
た
に
違
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
前
の
『
路
上
』
と
『
妖
婆
』

に
お
い
て
現
代
物
に
失
敗
し
た
経
験
の
つ
ら
さ
、
現
代
物
を
書
く
こ
と
に
お
け

る
自
ら
の
弱
さ
を
人
一
倍
自
覚
し
て
い
た
芥
川
は
、
『
南
京
の
基
督
』
に
お
い

て
も
果
敢
に
突
進
で
き
ず
、
作
品
の
背
景
を
あ
え
て
異
国
、
中
国
の
南
京
に
設

定
し
た
。

 
一
見
、
〈
附
記
〉
ま
で
施
し
、
謝
辞
ま
で
惜
し
ま
な
か
っ
た
『
秦
潅
の
夜
』
は
、

『
南
京
の
基
督
』
の
導
入
部
の
背
景
設
定
に
わ
ず
か
に
使
わ
れ
た
以
外
に
大
き

な
役
割
志
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
空
間
的
背
景
を
南
京
に
借
り
て
、
現
代
的

な
切
支
丹
物
と
し
て
成
功
さ
せ
た
点
は
、
『
秦
准
の
夜
』
に
負
う
と
こ
ろ
が
少

な
く
な
い
。

『
南
京
の
基
督
』
考
察

 
 
 
 
 
二

 
『
秦
准
の
夜
』
と
同
じ
ぐ
南
京
奇
想
街
の
私
娼
の
世
界
に
舞
台
を
取
り
、
里

諺
な
情
景
の
中
に
気
立
て
の
優
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
少
女
益
金
花
を
配
し

て
、
見
事
に
切
支
丹
物
を
作
り
上
げ
た
の
は
芥
川
の
独
創
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
ま
い
。

 
こ
の
作
品
は
芥
川
好
み
の
額
縁
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
＝
」
「
二
」
の
話
を

コ
一
こ
の
額
縁
の
中
に
入
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
の
重
点
は
む
し
ろ
そ
の
額

縁
の
「
三
」
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
」
「
二
」
で
い
わ
ゆ
る

芥
川
創
作
の
〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
信
仰
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
描

い
た
後
、
「
三
」
で
は
こ
の
信
仰
を
め
ぐ
る
、
い
わ
ゆ
る
近
代
知
識
人
は
こ
れ

を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
重
大
な
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
作
家
と
同
時
代
に
生
き
た
安
倍
能
成
氏
は
こ
の
作
品
を
評
し
て
、

 
 
事
件
と
し
て
も
又
主
人
公
の
金
花
の
心
持
か
ら
見
て
も
、
こ
の
作
は
決
し

 
 
て
強
い
真
実
性
を
持
つ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
亦
一
個
独
立
の
累
世

 
 
界
を
創
造
し
た
メ
ー
ル
ヘ
ン
で
も
な
い
。
両
者
の
問
に
虚
言
し
て
何
れ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
も
落
着
け
な
い
作
品
の
様
に
私
に
は
思
へ
る
。

 
と
、
友
人
の
久
米
正
雄
よ
り
更
に
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
久

米
正
雄
は
こ
の
作
品
を
「
メ
ル
ヘ
ン
的
領
域
」
と
見
て
い
る
の
に
対
し
て
、
安

倍
能
成
氏
は
真
実
性
を
持
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
メ
ル
ヘ
ン
で
も
な
い
「
両
者

の
間
に
彷
裡
」
す
る
作
品
と
断
じ
た
。
二
人
が
こ
の
よ
う
な
批
評
を
呈
し
て
い

る
の
は
、
多
分
コ
」
と
「
二
」
が
こ
の
よ
う
な
論
者
の
批
評
を
ま
ね
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
コ
」
と
「
二
」
が
昔
話
や
御
伽
噺
の
よ
う
な
メ
ル
ヘ
ン
的
感
触

を
示
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
作
者
芥
川
が
信
仰
的
世
界
を
描
く
場
合

に
、
こ
の
よ
う
な
メ
ル
ヘ
ン
的
手
法
を
利
用
し
た
の
は
こ
の
作
品
だ
け
で
は
な
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いか

謔
闖
ヨ
黷
ﾈ
信
仰
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
描
き
方
は

メ
ル
ヘ
ン
的
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
が
メ
ル
ヘ
ン
的
世
界
に

の
み
と
ど
ま
ら
ぬ
の
は
や
は
り
芥
川
一
流
の
オ
チ
の
手
法
、
「
三
」
が
あ
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
・
こ
の
「
三
」
の
重
さ
を
宮
坂
覚
氏
が
、
「
確
か
に
日
本
人
旅
行

者
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
メ
ル
ヘ
ン
〉
が
、
中
空
か
ら
地
上
に
引

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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き
摺
り
下
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
的
を
射
た
指
摘
と
言
え
よ
う
。

 
『
南
京
の
基
督
』
と
切
支
丹
物
の
前
作
の
『
黒
衣
聖
母
』
（
大
九
、
五
）
と
は

構
造
に
お
い
て
同
型
を
な
し
て
い
る
。
『
黒
衣
聖
母
』
で
は
、
孫
茂
作
の
重
病

を
授
け
ん
と
し
て
祖
母
が
麻
利
耶
観
音
に
願
を
か
け
、
一
応
願
は
叶
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
超
自
然
的
現
象
を
最
後
に
作
中
の
「
私
」
と
「
田
代
君
」
が
裁

断
す
る
形
と
な
る
額
縁
小
説
で
あ
る
。
構
造
に
お
い
て
は
類
似
し
て
い
る
も
の

の
、
金
花
の
信
仰
と
祖
母
の
信
仰
に
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
大
差
が
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
と
も
か
く
、
メ
ル
ヘ
ン
的
な
話
を
額
縁
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
実
性
が
獲
得
さ
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
『
黒
衣
聖
母
』
に
お
け

る
「
私
」
や
『
南
京
の
基
督
』
に
お
け
る
「
若
い
日
本
の
旅
行
家
」
が
芥
川
自

身
で
あ
り
、
近
代
知
識
人
の
一
典
型
で
あ
る
也
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
三

こ
こ
で
、
主
人
公
の
金
花
の
信
仰
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
。

ま
ず
、
金
花
の
信
仰
の
根
底
に
は
親
に
対
す
る
子
の
思
い
が
あ
る
。

 
さ
う
し
て
彼
等
の
払
っ
て
行
く
金
が
、
稀
に
約
束
の
額
よ
り
多
か
っ
た
時

 
は
、
た
っ
た
一
人
の
父
親
を
、
一
杯
で
も
余
計
好
き
な
酒
を
飽
か
せ
て
や

 
る
事
を
楽
し
み
に
し
て
る
た
。

宮
坂
覚
氏
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
 
 
「
お
ぎ
ん
」
に
み
ら
れ
た
お
ぎ
ん
の
こ
ろ
び
の
論
理
、
あ
る
い
は
お
す

 
 
み
の
殉
教
の
論
理
の
位
相
に
み
ち
れ
る
東
洋
的
エ
ト
ス
が
、
「
南
京
の
基

 
 
督
」
・
に
発
見
で
き
る
。
金
花
の
人
間
構
造
の
主
要
部
分
を
、
底
深
い
部
分

 
 
で
支
配
し
て
い
る
の
は
、
お
ぎ
ん
と
同
じ
く
、
孝
道
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
 
金
花
に
は
一
種
の
い
な
お
り
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
は
孝
道

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
で
あ
っ
た
。

 
次
に
金
花
の
信
仰
は
い
か
に
も
無
自
覚
な
素
朴
な
信
仰
で
あ
る
。

 
 
そ
れ
は
金
花
が
子
供
の
時
か
ら
、
壁
の
上
の
十
字
架
が
示
す
通
り
、
残
く

 
 
な
っ
た
母
親
に
教
へ
ら
れ
た
、
羅
馬
加
特
力
教
の
信
仰
を
ず
っ
と
持
ち
続

 
 
け
て
る
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
「
子
供
の
時
」
と
い
う
の
は
、
若
い
日
本
の
旅
行
家
の
質
問
に
、
「
え
え
、

五
つ
の
時
に
洗
礼
を
受
け
ま
し
た
。
」
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
自

覚
が
な
い
時
か
ら
の
習
慣
的
に
奉
ず
る
信
仰
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
金
花
に

は
キ
リ
ス
ト
教
が
い
か
な
る
宗
教
で
あ
る
か
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
倫
理
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
の
分
別
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
故
に
、
若

い
日
本
の
旅
行
家
の
問
い
か
け
る
、

 
 
「
し
か
し
だ
ね
、
 
 
し
か
し
こ
ん
な
稼
業
を
し
て
み
た
の
で
は
、
天
国

 
 
に
行
か
れ
な
い
と
思
や
し
な
い
か
。
」

と
い
う
質
問
に
も
気
兼
ね
な
く
、
「
い
い
え
。
」
と
答
え
得
る
信
仰
の
持
ち
主
な

の
で
あ
る
。

 
更
に
金
花
の
信
仰
の
底
に
は
生
き
残
る
が
た
め
の
素
朴
な
意
志
の
力
も
見
ら

れ
る
。

 
 
「
こ
の
商
売
を
し
な
け
れ
ば
、
阿
父
様
も
私
も
飢
ゑ
死
を
し
て
し
ま
ひ
ま

 
 
す
か
ら
。
」
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こ
の
一
節
は
『
羅
生
門
』
の
下
人
の
生
き
残
る
た
め
に
は
い
か
な
る
手
段
も

許
さ
れ
る
と
い
う
生
の
哲
学
と
酷
似
し
て
い
る
。

 
 
「
で
は
、
己
が
引
剥
を
し
ょ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
己
も
さ
う
し
な
け
れ
ば
、

 
 
餓
死
を
す
る
体
な
の
だ
。
」
（
『
羅
生
門
』
〉

 
と
す
れ
ば
、
金
花
の
信
仰
と
は
極
め
て
現
実
的
で
あ
り
、
生
活
者
の
哲
学
そ

る
も
の
と
も
見
え
て
く
る
。

 
し
か
し
、
『
羅
生
門
』
の
下
人
の
哲
学
と
金
花
の
信
仰
に
は
差
が
あ
る
。
そ

の
点
を
三
好
行
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
 
「
羅
生
門
」
の
負
け
犬
た
ち
は
、
悪
を
悪
の
名
に
お
い
て
わ
ず
か
に
許
し

 
 
あ
う
こ
と
が
で
き
た
。
（
中
略
）
彼
女
は
許
す
も
の
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
。

 
 
だ
か
ら
、
漠
と
し
た
対
象
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
、
祈
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

 
 
 
 
 
 

 
 
あ
る
。

 
そ
の
故
に
ま
た
、
彼
女
は
次
の
よ
う
に
祈
る
こ
と
が
出
来
る
。

 
 
し
か
し
私
の
商
売
は
、
私
一
人
を
汚
す
外
に
は
、
誰
に
も
迷
惑
は
か
け
て

 
 
居
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
私
は
こ
の
侭
死
ん
で
も
、
必
天
国
に
行
か
れ
る

 
 
と
思
っ
て
居
り
ま
し
た
。

 
こ
う
し
て
、
金
花
の
信
仰
は
生
き
残
る
が
た
め
の
素
朴
な
現
実
的
行
動
の
信

仰
と
も
見
え
る
が
、
同
時
に
そ
の
一
方
で
は
、
自
己
犠
牲
的
な
、
純
粋
な
信
仰

の
匂
を
漂
わ
せ
る
〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
疑

い
な
い
。

 
ま
た
金
花
は
キ
リ
ス
ト
を
〈
父
な
る
も
の
〉
と
し
て
の
神
で
は
な
く
、
〈
母

な
る
も
の
〉
と
し
て
の
神
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。

 
 
「
天
国
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
基
督
様
は
、
き
っ
と
私
の
心
も
ち
を
汲
み
と
つ

 
 
て
下
さ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
。
一
そ
れ
で
な
け
れ
ば
基
督
様
は
挑
家
倉

『
南
京
の
基
督
』
考
察

 
 
の
警
察
署
の
御
役
人
も
同
じ
事
で
す
も
の
。
」

 
こ
の
点
に
つ
い
て
、
鷺
只
雄
氏
の
次
の
よ
う
な
解
釈
は
卓
見
と
見
え
る
。

 
 
金
花
に
と
っ
て
〈
神
〉
は
き
わ
め
て
日
本
的
な
〈
神
〉
で
あ
っ
た
。

 
 
 
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
行
為
あ
る
い
は
悪
を
罪
と
し
て
糾
弾
し
、
厳
し

 
 
く
裁
き
罰
す
る
存
在
、
い
わ
ゆ
る
〈
父
の
宗
教
〉
で
は
な
く
て
、
罪
を
許

 
 
し
、
弱
さ
を
認
め
、
愛
を
も
っ
て
受
け
入
れ
て
く
．
れ
る
〈
母
の
宗
教
〉
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 

 
 
イ
メ
ー
ジ
が
き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
る
こ
と
だ
。

 
『
黒
衣
聖
母
』
の
祖
母
の
信
仰
と
金
花
の
信
仰
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
前

に
述
べ
た
が
、
こ
の
差
は
金
花
の
次
の
よ
う
な
祈
薦
の
言
葉
に
表
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。

 
 
「
天
国
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
基
督
様
。
ど
う
か
私
を
御
守
り
下
さ
い
ま
し
。

 
 
私
は
あ
な
た
御
一
人
の
外
に
、
た
よ
る
も
の
の
な
い
女
で
ご
ざ
い
ま
す
か

 
 
ら
。
」

 
こ
れ
に
対
し
て
、
『
黒
衣
聖
母
』
の
祖
母
の
祈
疇
の
言
葉
は
、

 
 
何
卒
私
が
目
を
つ
ぶ
り
ま
す
ま
で
で
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
死
の

 
 
天
使
の
御
剣
が
茂
作
の
体
に
触
れ
ま
せ
ん
よ
う
、
御
慈
悲
を
御
垂
れ
下
さ

 
 
い
ま
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
と
、
一
見
同
じ
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
大
差
が
あ
る
。

こ
の
点
を
三
好
行
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

 
 
彼
女
（
金
花
）
の
祈
疇
が
〈
守
れ
〉
と
い
う
祈
り
で
あ
っ
て
、
〈
救
へ
V

 
 
と
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
に
も
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
福
音

 
 
を
待
つ
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
祈
禧
に
よ
っ
て
、
〈
神
神
の
定
め
給
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

 
 
所
を
動
か
す
〉
（
「
黒
衣
聖
母
」
）
こ
と
を
望
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

 
し
て
み
れ
ば
、
祖
母
の
信
仰
が
絶
対
者
ま
で
動
か
し
、
自
分
の
願
望
を
成
就
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し
ょ
う
と
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
的
な
信
仰
な
ら
、
金
花
の
信
仰
は
逆
に
神
の
摂
理

に
従
お
う
と
す
る
従
順
的
な
信
仰
と
も
言
う
べ
、
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
最
後
に
、
金
花
は
キ
リ
ス
ト
を
崇
拝
の
対
象
で
な
く
、
愛
の
対
象
と
し
て
認

識
し
て
い
る
。

 
 
唯
燃
え
る
や
う
な
恋
愛
の
歓
喜
が
、
始
め
て
知
っ
た
恋
愛
の
歓
喜
が
、
激

 
 
し
く
彼
女
の
胸
も
と
へ
、
突
き
上
げ
て
来
る
の
を
知
る
ば
か
り
で
あ
っ
た

な
ぜ
金
花
が
自
ら
に
課
し
た
長
い
禁
忌
を
破
っ
て
、
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
に
「
生

き
写
し
」
の
外
国
人
の
腕
に
身
を
任
せ
た
の
か
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
を
こ
の
世

の
ど
の
男
よ
り
エ
ロ
ス
を
も
っ
て
愛
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
衝
撃
的

な
エ
ロ
ス
の
力
に
彼
女
が
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
る
。

 
こ
の
事
実
の
も
う
｝
つ
の
傍
証
は
外
国
人
が
彼
女
の
部
屋
を
訪
れ
た
時
の
次

の
一
節
に
も
読
み
取
れ
る
。

 
 
し
か
し
そ
の
陶
然
と
赤
く
な
っ
た
顔
は
、
こ
の
索
漠
と
し
た
部
屋
の
空
気

 
 
が
、
明
く
な
る
か
と
思
ふ
程
、
男
ら
し
い
活
力
に
盗
れ
て
る
た
。
少
く
と

 
 
も
そ
れ
は
金
花
に
と
っ
て
は
、
日
頃
見
慣
れ
て
み
る
南
京
の
同
国
人
は
云

 
 
ふ
ま
で
も
な
く
、
今
ま
で
彼
女
が
見
た
事
の
あ
る
、
ど
ん
な
東
洋
西
洋
の

 
 
外
国
人
よ
り
も
立
派
で
あ
っ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
こ
の
よ
う
に
金
花
の
信
仰
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
二
つ
の
特
徴
が
見

ら
れ
る
。
一
つ
は
『
黒
衣
聖
母
』
の
祖
母
の
よ
う
な
自
己
中
心
的
な
信
仰
で
は

な
く
、
自
己
犠
牲
的
な
信
仰
で
あ
る
こ
と
。
い
ま
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
ほ
ぼ

無
自
覚
に
受
け
入
れ
る
こ
と
。
そ
の
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
は
自
分
の
善
悪
を
丸
ご

ど
受
け
入
れ
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
こ
こ
で
問

題
に
な
る
の
は
キ
リ
ス
ト
を
恋
愛
の
対
象
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
エ
ロ
ス
的
な
愛
が
す
べ
て
の
問
題
の
発
端
に
な

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
．

 
 
 
 
 
四

 
『
南
京
の
基
督
』
の
＝
」
と
「
二
」
は
金
花
の
身
上
の
説
明
、
特
に
金
花

が
あ
る
夜
、
無
頼
な
混
血
児
を
キ
リ
ス
ト
と
錯
覚
し
、
一
晩
恋
愛
の
歓
喜
を
感

じ
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
作
者
芥
川
は
こ
の
金
花
を
無
限
の
愛
情
を
込
め

て
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
が
十
五
歳
の
幼
い
娘
で
身
を
売
る
の
も
賎
業
と

は
分
か
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
悪
あ
る
い
は
罪
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。
そ
う

し
て
み
ず
か
ら
課
し
た
長
い
禁
忌
を
破
っ
て
、
客
が
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
に
「
生

き
写
し
」
だ
と
い
う
理
由
一
つ
で
彼
に
身
を
預
け
る
、
芥
川
が
書
き
続
け
た
い

わ
ゆ
る
，
〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
】
人
で
あ
る
。

 
こ
う
し
て
、
片
岡
三
兵
氏
が
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、

 
 
 
芥
川
氏
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
、
最
極
の
表
れ
を
我
々
は
「
南
京
の
キ

 
 
リ
ス
ト
」
に
み
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ら
う
。
「
南
京
の
キ
リ
ス
ト
」
に
は
、

 
 
氏
の
作
品
と
し
て
は
珍
ら
し
く
、
性
の
執
着
と
、
愛
情
に
対
す
る
驚
き
が

 
 
 
 
 
 
 

 
 
あ
っ
た
。

 
と
、
述
べ
た
の
も
首
肯
で
き
よ
う
。

 
 
「
あ
な
た
の
病
気
は
御
客
か
ら
移
っ
た
の
だ
か
ら
、
早
く
誰
か
に
移
し
返

 
 
し
て
お
し
ま
ひ
な
さ
い
よ
。
さ
う
す
れ
ば
き
っ
と
二
三
日
申
に
、
よ
く
な

 
 
つ
て
し
ま
ふ
の
に
違
ひ
な
い
わ
。
」

 
 
 
 
 
＊

 
 
「
え
え
、
ほ
ん
た
う
だ
わ
。
私
の
姉
さ
ん
も
あ
な
た
の
や
う
に
、
ど
う
し

 
 
て
も
病
気
が
癒
ら
な
か
っ
た
の
よ
。
そ
れ
で
も
御
客
に
移
し
返
し
た
ら
、
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ぢ
き
に
よ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
。
」

 
こ
の
同
輩
の
女
た
ち
の
勧
め
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
客
と
一
夜

を
共
に
し
た
金
花
の
身
に
は
奇
蹟
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
金
花
は
こ
の
瞬
間
、
彼
女
の
体
に
起
つ
た
奇
蹟
が
、
・
一
夜
の
中
に
跡
方
も

 
 
な
く
、
悪
性
を
極
め
た
揚
梅
瘡
を
癒
し
た
事
に
気
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
奇
蹟
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
が
問
題
点
の
一
つ
に
な
る
。
芥
川
が

大
正
九
年
七
月
十
七
日
に
南
部
修
太
郎
に
宛
て
た
手
紙
に
、
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
 
金
花
の
梅
毒
が
治
る
事
は
今
日
の
科
学
で
は
可
能
だ
唯
根
治
で
は
な
い
外

 
 
面
的
徴
候
は
第
一
期
か
ら
第
二
期
へ
第
二
期
か
ら
第
三
期
へ
進
む
問
に
消

 
 
滅
す
る
つ
ま
り
間
激
的
に
平
人
同
様
と
な
る
の
だ
い
く
ら
君
が
治
る
も
の

 
 
か
と
頑
張
っ
て
も
治
る
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い

 
こ
の
手
紙
は
南
部
修
太
郎
か
ら
の
返
書
へ
の
返
事
で
あ
る
た
め
、
南
部
修
太

郎
の
返
書
を
見
な
い
限
り
、
正
確
な
文
脈
把
握
は
難
し
い
が
、
文
脈
を
見
て
南

部
修
太
郎
が
「
治
る
も
の
か
」
、
す
な
わ
ち
、
奇
蹟
（
こ
の
場
合
は
治
癒
を
指

す
だ
ろ
う
）
は
起
こ
ら
な
い
と
主
張
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
主
張
に
対

し
て
芥
川
は
、
「
今
日
の
科
学
で
は
可
能
」
だ
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
医
学

的
治
癒
を
し
た
場
合
の
現
象
で
、
今
問
題
の
「
奇
蹟
」
と
は
距
離
が
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
混
血
児
が
金
花
を
訪
れ
た
目
的
は
明
白
で
あ
り
、
彼
女
の

病
気
を
治
す
た
め
で
は
な
い
。
万
が
一
、
奇
蹟
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
こ
れ
は
朋

輩
の
陳
山
茶
が
教
え
て
く
れ
た
「
誰
か
に
移
し
返
」
す
「
迷
信
じ
み
た
療
法
」

し
か
な
い
。
実
際
金
花
は
混
血
児
と
寝
台
を
共
に
し
た
か
ら
、
そ
の
奇
想
天
外

の
「
迷
信
じ
み
た
療
法
」
が
効
い
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

 
し
か
し
、
芥
川
は
そ
の
梅
毒
は
ま
た
、
「
問
歌
的
に
平
人
同
様
」
に
な
る
と

『
南
京
の
基
督
』
考
察

記
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
金
花
の
梅
毒
は
、
折
よ
く
潜
伏
期
に
入
っ
た
見
せ

か
け
の
治
癒
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
金
花
の
病
気
は
当
然
治
癒
し
た
わ
け
で
は
な

い
か
ら
、
こ
の
奇
蹟
は
単
な
る
潜
伏
期
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
潜
伏
を
病
気
の
完

治
と
思
い
、
金
花
は
、

 
 
「
で
は
あ
の
人
は
基
督
様
だ
つ
た
の
だ
」

 
 
 
 
彼
女
は
思
は
ず
襯
衣
の
侭
、
転
ぶ
や
う
に
寝
台
を
這
ひ
下
り
る
と
、

 
 
 
冷
た
い
敷
き
石
の
上
に
脆
い
て
、
再
生
の
主
と
言
葉
を
交
は
し
た
、
美

 
 
 
し
い
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
や
う
に
、
熱
心
な
祈
濤
を
捧
げ
出
し
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
奇
蹟
を
確
信
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
は
彼
女
が
芥
川
が

描
き
続
け
た
〈
神
聖
な
愚
人
〉
、
『
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
』
の
「
れ
ぷ
ろ
ぼ
す
」
、

『
じ
ゅ
り
あ
の
・
吉
助
』
の
「
吉
助
」
な
ど
が
そ
の
代
表
的
人
物
だ
が
、
金
花

も
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
る
故
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
彼
女
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ

て
始
め
て
「
恋
愛
の
歓
喜
」
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が

ら
も
、
そ
の
素
朴
な
〈
信
〉
へ
の
あ
り
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
作
者
が
金
花
に
起
こ
さ
せ
た
奇
蹟
は
い
う
ま
で
も
な
く
病
状
の
悪

化
に
伴
い
、
外
面
的
徴
候
が
一
時
期
消
滅
す
る
潜
伏
で
あ
り
、
見
せ
か
け
の
平

癒
に
す
ぎ
な
い
。
鷺
ロ
ハ
二
倍
は
芥
川
の
こ
の
手
法
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
 
梅
毒
の
症
状
が
段
階
的
に
悪
化
す
る
の
に
応
じ
て
一
時
的
に
外
部
的
徴
候

 
 
が
消
滅
し
、
〈
潜
伏
〉
が
あ
た
か
も
平
癒
の
ご
と
き
観
を
呈
す
る
と
い
う

 
 
事
実
一
こ
の
梅
毒
に
固
有
の
症
状
の
絶
妙
の
利
用
に
よ
っ
て
、
作
品
は

 
 
構
成
を
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
構
想
成
立
の
鍵
を
握
る
の
が
く
潜
伏
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
 

 
 
と
い
う
く
奇
蹟
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 
さ
て
金
花
は
病
気
が
治
っ
た
と
信
じ
、
「
美
し
い
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
や

（99）



う
に
、
熱
心
な
祈
薦
を
捧
げ
出
し
た
。
…
…
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
マ
グ

ダ
ラ
の
マ
リ
ア
は
芥
川
の
『
西
方
の
人
』
に
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

 
 
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
な
ど
は
、
一
度
彼
に
会
っ
た
為
に
七
つ
の
悪
鬼
に
攻

 
 
め
ら
れ
る
の
を
忘
れ
、
彼
女
の
職
業
を
超
越
し
た
詩
的
恋
愛
さ
へ
感
じ
出

 
 
し
た
。
ク
リ
ス
ト
の
命
の
終
っ
た
後
、
彼
女
の
ま
つ
先
に
彼
を
見
た
の
は

 
 
か
う
云
ふ
恋
愛
の
力
で
あ
る
。
（
「
1
5
 
女
人
」
）

 
イ
エ
ス
死
後
三
日
目
に
空
虚
な
イ
エ
ス
の
墓
を
訪
れ
て
、
復
活
し
た
イ
エ
ス

に
接
し
た
の
は
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
こ
の
イ
エ
ス
復
活
の
奇
蹟
を

見
る
こ
と
が
出
来
た
の
を
芥
川
が
「
恋
愛
の
力
」
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
今
金

花
が
病
気
の
治
癒
と
錯
覚
し
て
い
る
の
も
ま
た
、
金
花
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
く
恋

愛
の
力
〉
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
五

 
金
花
の
奇
蹟
は
一
瞬
の
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
錯
覚

は
彼
女
に
は
信
仰
と
化
し
、
幸
福
に
直
結
す
る
。
作
品
が
「
＝
と
「
二
」
で

終
わ
っ
た
な
ら
ば
、
一
人
の
〈
愚
人
〉
信
仰
を
嘆
美
す
る
作
品
に
と
ど
ま
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
『
南
京
の
基
督
』
の
核
心
部
は
「
三
」
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ

に
一
年
ぶ
り
に
再
登
場
す
る
人
物
は
、
物
知
り
顔
の
近
代
知
識
人
の
「
若
い
日

本
の
旅
行
家
」
で
あ
る
。
彼
は
金
花
か
ら
奇
蹟
の
話
を
聞
か
さ
れ
る
が
、
彼
は

知
人
に
知
ら
さ
れ
た
別
の
話
を
思
い
浮
か
べ
る
。
0
8
お
Φ
ζ
霞
蔓
と
い
う
無

頼
の
混
血
児
が
、
南
京
の
私
娼
を
買
い
、
眠
っ
て
い
る
問
に
逃
げ
た
と
得
意
が
っ

て
い
た
が
、
悪
性
の
梅
毒
を
病
ん
で
と
う
と
う
発
狂
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ

た
上
で
、

 
 
し
か
し
こ
の
女
は
今
に
な
っ
て
も
、
あ
あ
云
ふ
無
頼
な
混
血
児
を
耶
蘇
基

 
 
督
だ
と
思
っ
て
み
る
。
お
れ
は
一
体
こ
の
女
の
為
に
、
蒙
を
啓
い
て
や
る

 
 
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
黙
っ
て
永
久
に
、
昔
の
西
洋
の
伝
説
の
や

 
 
う
な
夢
を
見
さ
せ
て
置
く
べ
き
だ
ら
う
か
…
…

と
眩
く
。

 
こ
こ
で
二
つ
の
場
合
を
仮
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
「
蒙
を
計
い
て

や
る
」
時
、
す
な
わ
ち
、
金
花
の
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
は
「
英
字
新
聞
の
通
信
員

だ
と
称
し
て
ゐ
」
る
「
無
頼
な
混
血
児
」
で
あ
り
、
彼
は
「
そ
の
後
悪
性
な
梅

毒
か
ら
、
と
う
と
う
発
狂
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
教
え
て
や
る
こ
と

だ
け
で
な
く
、
金
花
の
病
気
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
説
明
ー
キ
リ
ス
ト
に
よ
」

る
奇
蹟
で
は
な
く
潜
伏
期
に
よ
る
見
せ
か
け
の
治
癒
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実

を
教
え
て
や
る
時
、
金
花
の
今
ま
で
の
錯
覚
の
信
仰
、
仮
相
の
幸
福
は
崩
れ
て

し
ま
う
か
、
ど
う
な
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
作
者
自
身
の
語
る
見
解
が
問
題
と
な
る
。
芥
川
が
こ
の
問
題
に
触
れ

た
の
は
周
知
の
と
お
り
南
部
修
太
郎
の
新
聞
の
月
評
が
発
端
に
な
る
。
南
部
修

太
郎
は
『
南
京
の
基
督
』
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
 
作
者
に
心
の
動
き
が
無
い
と
云
は
れ
る
の
は
、
恐
ら
く
は
か
う
し
た
作
品

 
 
に
対
し
て
“
あ
ら
う
。
で
無
論
こ
の
種
の
作
品
か
ら
心
に
ア
ッ
ピ
イ
ル
す

 
 
る
何
物
か
を
得
よ
う
な
ど
と
は
私
は
思
は
な
い
。
少
々
作
者
の
遊
び
も
薬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
 
が
利
き
過
ぎ
る
と
は
感
じ
る
が
…
…
。
、

 
こ
の
「
遊
び
」
と
い
う
評
に
、
芥
川
は
相
当
の
不
快
を
感
じ
た
よ
う
で
、
す

ぐ
南
部
修
太
郎
宛
に
私
信
を
送
る
。

 
 
あ
の
日
本
の
旅
行
家
が
金
花
に
真
理
を
告
げ
得
な
い
心
も
ち
は
何
故
遊
び

 
 
に
堕
し
て
み
る
か
僕
等
作
家
が
人
生
か
ら
○
隻
。
⊆
ω
↓
歪
島
を
掴
ん
だ
場
合

（100］



 
 
そ
の
暴
露
に
躊
躇
す
る
気
も
ち
は
あ
の
日
本
の
旅
行
家
が
悩
ん
で
み
る
心

 
 
も
ち
と
同
じ
で
は
な
い
か
君
自
身
さ
う
云
ふ
心
も
ち
を
感
じ
る
程
残
酷
な

 
 
人
生
に
対
し
た
事
は
な
い
の
か
君
自
身
無
数
の
金
花
た
ち
を
君
の
周
囲
に

 
 
見
た
覚
え
は
な
い
の
か
さ
う
し
て
彼
等
の
幻
を
破
る
事
が
反
っ
て
彼
等
を

 
 
不
幸
に
す
る
苦
痛
を
嘗
め
た
事
は
な
い
の
か
。
（
大
九
、
七
、
十
五
）

 
芥
肝
は
「
○
巳
。
諺
↓
歪
巨
を
明
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
っ
て
人
を
不
幸

に
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
、
人
生
の
残
酷
さ
を
説
く
。
そ
し
て
、
決
し
て
「
遊

び
」
の
類
で
は
な
い
と
強
調
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
し
作
者
が
金
花
に
と
っ

て
の
「
○
像
一
〇
β
ω
↓
「
餌
け
ゴ
」
を
告
げ
た
と
し
て
も
、
金
花
が
果
た
し
て
不
幸
に
落

ち
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
信
仰
の
瓦
解
を
も
た
ら
す
か
は
依
然
と
し
て
疑
問
に

残
る
。

 
こ
の
点
に
つ
い
て
鷺
ロ
ハ
雄
氏
は
」

 
 
日
本
人
が
い
か
に
〈
無
頼
漢
〉
の
事
実
を
暴
露
し
た
と
し
て
も
、
病
気
が

 
 
〈
平
癒
〉
し
た
と
金
花
が
信
ず
る
以
上
、
そ
の
信
仰
は
不
動
で
あ
り
、
〈
潜

 
 
伏
期
〉
が
過
ぎ
て
再
発
し
て
も
、
金
花
は
そ
れ
を
〈
再
感
染
〉
と
し
か
認

 
 
め
ず
、
再
び
降
臨
の
〈
奇
跡
〉
を
渇
仰
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
と
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

 
 
れ
ば
金
花
は
「
永
久
に
」
夢
を
見
続
け
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
点
は
頷
け
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
問
題
は
、
日
本
人
の
旅
行
者

が
キ
リ
ス
ト
が
無
頼
漢
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
暴
露
し
た
と
し
て
も
、
最
初
か

ら
金
花
は
絶
対
に
彼
が
無
頼
な
混
血
児
と
は
信
じ
る
は
ず
が
な
い
点
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
女
は
す
で
に
夢
の
な
か
で
、

 
 
「
ま
あ
、
お
前
だ
け
お
食
べ
。
そ
れ
を
食
べ
る
と
お
前
の
病
気
が
、
今
夜

 
・
の
内
に
よ
く
な
る
か
ら
。
」

 
 
 
円
光
を
頂
い
た
外
国
人
は
、
や
は
り
水
煙
管
を
脚
へ
た
侭
、
無
限
の
愛

『
南
京
の
基
督
』
考
察

 
 
を
含
ん
だ
微
笑
を
洩
ら
し
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
神
の
象
徴
す
る
「
円
光
を
頂
い
た
」
外
国
人
、
す
な
わ
ち
、

金
花
に
と
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
か
ら
ひ
と
つ
の
啓
示
を
受
け
て
い
る
。
し
か
も
「
恋

愛
の
歓
喜
」
を
味
わ
い
、
す
で
に
愛
の
虜
と
な
っ
て
い
る
金
花
で
あ
る
。
た
と

え
、
若
い
日
本
の
旅
行
家
が
い
か
に
真
実
を
暴
露
し
て
も
、
金
花
は
彼
の
言
葉

を
拒
み
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
こ
の
日
本
人
は
、
金
花
に
事
実
を
明
か
し
て
も
、
金
花
の
信
念
を
打
破

 
 
る
事
は
或
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
は
信
念
の
前
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
 
は
屡
々
と
る
に
足
ら
な
い
か
ら
。

と
い
う
竹
内
真
氏
の
指
摘
は
的
を
射
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

 
さ
て
、
い
ま
一
つ
の
場
合
は
、
「
夢
を
見
さ
せ
て
置
く
」
場
合
は
ど
う
な
る

か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
三
好
行
雄
氏
は
、

 
 
奇
蹟
を
信
じ
た
こ
と
の
徒
労
に
醒
め
る
日
は
、
か
な
ら
ず
来
る
。
彼
女
が

 
 
〈
永
久
に
〉
夢
を
見
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
所
詮
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
金

 
 
花
は
や
が
て
、
イ
エ
ス
に
裏
切
ら
れ
た
O
象
8
ω
↓
月
跨
を
、
自
己
の
肉
体

 
 
を
明
証
と
し
て
発
見
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
と
き
、
病
ん
で
な
お
イ
エ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ス
の
像
を
見
る
〈
無
邪
気
な
希
望
の
光
〉
は
、
確
実
に
消
え
る
だ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
肉
体
の
明
証
に
つ
い
て
は
、
笠
井
秋
生
氏
が
医
学
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ

に
従
っ
て
詳
し
く
作
品
を
分
析
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
金
花
の
梅
毒
は

す
で
に
第
二
期
に
入
っ
て
い
て
、
無
頼
な
混
血
児
と
一
夜
を
共
に
し
た
「
或
秋

の
夜
」
か
ら
潜
伏
期
に
入
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
、
若
い
日
本
の
旅

行
家
が
金
花
を
訪
ね
た
時
は
潜
伏
期
は
す
で
に
終
わ
り
に
近
づ
き
、
顕
症
梅
毒

の
時
期
が
直
前
に
迫
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
㍉
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
金

花
に
再
度
梅
毒
が
発
症
し
た
時
は
第
三
期
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
第
三
期
の
梅
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毒
の
症
状
は
発
狂
で
あ
る
た
め
、
金
花
が
正
常
に
物
を
考
え
る
時
間
的
余
裕
が

な
く
な
る
。
錯
覚
状
態
か
ら
狂
人
状
態
に
移
る
こ
と
だ
け
が
残
る
と
言
え
る
。

 
も
し
、
金
花
が
発
狂
し
な
く
て
潜
伏
期
か
ら
第
三
期
に
移
っ
た
と
確
実
に
自

覚
し
た
ら
ど
う
な
る
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
金
花
は
〈
愚
人
〉
の
一
人
で
あ

る
。
こ
の
系
列
の
一
人
、
例
え
ば
『
越
生
の
信
』
の
尾
生
は
来
も
し
な
い
女
を

待
つ
た
め
自
分
の
命
ま
で
捨
て
る
。
彼
は
そ
の
小
さ
な
〈
信
〉
を
命
を
賭
け
て

抱
き
つ
づ
け
る
。
金
花
も
ま
た
、
肉
体
の
明
証
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
が

固
く
信
じ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
へ
の
希
望
が
消
え
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
。
三
好

行
雄
氏
は
『
秋
』
と
こ
の
作
品
を
比
較
し
て
、

 
 
ほ
と
ん
ど
仮
構
と
し
か
思
え
ぬ
ほ
ど
に
、
む
な
し
い
。
「
秋
」
の
信
子
は
、

 
 
瓦
解
し
た
〈
仮
構
の
生
〉
の
残
骸
を
抱
い
て
、
日
常
の
時
間
に
帰
っ
て
い
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
V

 
 
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
も
う
ひ
と
り
の
信
子
が
い
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
『
秋
』
の
信
子
は
確
か
に
「
瓦
解
し
た
〈
仮
構
の
生
〉
」

を
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
金
花
は
〈
仮
構
の
生
〉
を
そ
の
ま
ま
持
ち

続
け
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
彼
女
の
一
生
は
錯
覚
の
信
仰
、
仮
相
の
幸
福
に

棲
み
続
け
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
作
品
の
最
後
は
こ
う
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
金
花
の
話
が
終
っ
た
時
、
彼
は
思
ひ
出
し
た
や
う
に
燐
寸
を
擦
っ
て
、

 
 
匂
の
高
い
葉
巻
を
ふ
か
し
出
し
た
。
さ
う
し
て
わ
ざ
と
熱
心
さ
う
に
、
こ

 
 
ん
な
窮
し
た
質
問
を
し
た
。

 
 
「
さ
う
か
い
。
そ
れ
は
不
思
議
だ
な
。
だ
が
一
だ
が
お
前
は
、
そ
の
後

 
 
一
度
も
煩
は
な
い
か
い
。
」

 
 
「
え
え
、
一
度
も
。
」

 
 
 
金
花
は
西
瓜
の
種
を
噛
り
な
が
ら
、
晴
れ
晴
れ
と
顔
を
輝
か
せ
て
、
少

 
 
し
も
た
め
ら
は
ず
に
返
事
を
し
た
。

 
最
後
に
な
っ
て
、
こ
の
若
い
日
本
の
旅
行
家
の
、
「
蒙
を
啓
い
て
や
る
」
か
、

「
夢
を
見
さ
せ
て
置
く
」
か
二
者
択
一
の
述
懐
さ
え
も
、
い
ま
は
空
し
く
響
い

て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
「
窮
し
た
」
質
問
を
繰
り
返
す
。
で
も
金
花
は

「
少
し
も
た
め
ら
は
ず
に
」
'
「
え
え
、
一
度
も
。
」
と
答
え
る
。
宮
坂
覚
氏
が
『
舞

踏
会
』
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
こ
の
一
節
を
比
較
し
た
指
摘
は
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

 
 
こ
こ
で
金
花
に
お
け
る
日
本
人
旅
行
者
を
、
H
老
夫
人
に
お
け
る
青
年
作

 
 
家
の
中
に
発
見
す
る
。
青
年
作
家
に
よ
っ
て
真
実
を
つ
き
つ
け
ら
れ
て
も

 
 
H
老
夫
人
は
些
か
も
動
揺
し
な
い
。
し
か
し
、
金
花
の
“
真
実
”
は
、
H

 
 
老
夫
人
の
そ
れ
よ
り
感
性
的
・
生
理
的
で
あ
る
。
日
本
旅
行
者
が
、
た
と

 
 
え
真
実
を
語
ろ
う
と
も
、
彼
は
「
舞
踏
会
」
に
お
け
る
青
年
作
家
の
感
じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

 
 
た
空
し
さ
よ
り
、
も
っ
と
重
い
も
の
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
六

 
コ
」
と
「
二
」
で
は
〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
金
花
の
信
仰
を
考
察
し
、
コ
一
こ

で
は
く
近
代
知
識
人
V
で
あ
る
若
い
日
本
の
旅
行
家
の
知
性
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
。
結
局
、
『
南
京
の
基
督
』
は
情
意
的
要
素
と
知
的
要
素
が
一
体
と
な
っ

て
存
在
す
る
作
品
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
堀
辰
雄
が
芥
川
を
評
し
て
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
鋭
い
理
性
と
柔
ら
か
い
心
臓
」
が
同
時
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
二
つ
の

異
質
的
な
要
素
が
た
だ
共
存
す
る
の
で
は
な
く
、
作
者
は
知
性
を
も
っ
て
情
意

を
批
判
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
理
知
を
も
っ
て
信
仰
を
批
判
し
、
保
留

を
加
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
ま
た
、
理
知
は
純
一
な
信
仰
の
前
で
は
そ
の
無

力
さ
、
む
な
し
さ
を
感
じ
る
ほ
か
は
な
い
。

 
『
南
京
の
基
督
』
の
金
花
の
仮
相
の
生
を
支
え
て
い
る
の
が
信
仰
で
あ
る
な
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ら
ば
、
金
花
の
信
仰
と
は
無
頼
な
混
血
児
が
キ
リ
ス
ト
だ
と
い
う
恐
る
べ
き
錯

覚
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
錯
覚
を
よ
り
堅
固
に
す
る
も
の
こ
そ
が
ほ

か
な
ら
ぬ
「
恋
愛
の
歓
喜
」
で
あ
る
。
故
に
金
花
の
信
仰
は
消
え
ぬ
幻
想
で
は

あ
る
ま
い
か
。
尚
且
つ
、
こ
の
信
仰
は
真
実
よ
り
も
強
く
、
む
し
ろ
逆
に
真
実

を
覆
す
こ
と
ま
で
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
我
々
人
間
の
生
は
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
イ
デ
ア
の
影
に
す
ぎ
な
い

存
在
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仮
相
の
生
で
あ
る
。
こ
の
仮
相
の
生
は
自
身

の
歪
ん
だ
感
覚
的
経
験
を
実
在
だ
と
信
じ
、
幻
影
を
見
続
け
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
金
花
の
よ
う
に
、
人
間
が
何
か
を
信
じ
続
け
る
信
仰
と
は
一
瞬
の
幻
影
に

過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、
人
間
が
幸
福
だ
と
思
う
瞬
間
も
裏
返

せ
ば
、
た
だ
の
幻
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
幻

を
壊
そ
う
と
す
る
。
知
性
を
も
っ
て
錯
覚
を
暴
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

知
性
の
果
て
に
待
つ
も
の
は
何
か
。
芥
川
は
「
理
性
の
わ
た
し
に
教
へ
た
も
の

は
畢
寛
理
性
の
無
力
だ
つ
た
。
」
（
「
理
性
」
『
徐
儒
の
言
葉
』
）
と
い
う
。
こ
れ

は
ま
た
『
南
京
の
基
督
』
の
語
る
と
こ
ろ
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

 
す
で
に
、
『
南
京
の
基
督
』
の
語
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

一
つ
は
く
神
聖
な
愚
人
〉
へ
の
限
り
な
い
憧
憬
と
、
い
ま
一
つ
は
そ
の
世
界
を

裁
断
せ
ん
と
す
る
自
身
の
理
性
の
限
界
へ
の
自
覚
で
あ
る
。
〈
信
〉
と
く
不
信
〉

の
は
ざ
ま
に
揺
れ
る
芥
川
の
姿
を
我
々
は
こ
こ
に
あ
ざ
や
か
に
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

『
南
京
の
基
督
』
考
察

（
1
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子
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『
芥
川
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之
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事
典
』

明
治
書
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昭
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）
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「
『
南
京
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（
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「
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」
（
「
文
芸
と
思
想
」
 
昭
5
1
・
2
）

（
6
）
と
同
じ

三
好
行
雄
 
『
芥
川
龍
之
介
論
』
（
筑
摩
書
房
 
昭
5
1
）

（
2
）
と
同
じ

（
8
）
と
同
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
姻

片
岡
鉄
兵
 
「
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9
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書
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じ

笠
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研
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文
社
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