
『
西
方
の
人
』
考
察
（
下
）

河

泰

厚

 
 
五

 
『
西
方
の
人
』
一
篇
の
核
心
概
念
が
聖
霊
と
マ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の

と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
両
概
念
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
『
西
方
の
人
』
の
主
題

と
は
や
は
り
「
ク
リ
ス
ト
」
の
一
生
の
如
何
な
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
詩
的

正
義
」
の
た
め
に
戦
い
続
け
た
受
難
の
生
涯
で
あ
り
、
芥
川
は
こ
の
「
わ
た
し

の
ク
リ
ス
ト
」
の
一
生
の
姿
を
、
周
辺
の
人
物
や
事
柄
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
逆

に
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
試
み
た
。

 
こ
う
し
て
描
い
て
き
た
キ
リ
ス
ト
の
人
生
の
意
味
を
、
芥
川
は
『
西
方
の
人
』

の
ほ
ぼ
終
わ
り
の
「
3
6
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
 
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
見
じ
め
だ
っ
た
。
が
、
彼
の
後
に
生
ま
れ
た
聖
霊
の

 
 
子
供
た
ち
の
一
生
を
象
徴
し
て
み
た
。
（
ゲ
エ
テ
さ
へ
も
実
は
こ
の
例
に

 
 
洩
れ
な
い
。
）
ク
リ
ス
ト
教
は
或
は
滅
び
る
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
絶
え

 
 
ず
変
化
し
て
み
る
。
け
れ
ど
も
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を
動
か

 
 
す
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
為
に
無
残
に
も
折
れ
た
梯

 
 
子
で
あ
る
。
薄
暗
い
空
か
ら
叩
き
つ
け
る
土
砂
降
り
の
雨
の
中
に
傾
い
た

 
 
ま
ま
。
…
…
（
傍
線
筆
者
）

 
お
そ
ら
く
こ
の
一
節
に
、
彼
の
描
く
、
自
身
と
重
ね
た
受
難
者
キ
リ
ス
ト
像

の
す
べ
て
は
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
解
く
こ
と

は
、
ま
た
芥
川
文
学
そ
の
も
の
の
本
質
を
解
く
こ
と
と
も
な
る
。
ま
た
特
に
右

の
傍
線
の
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
と
い
う
一
節
は
、
こ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
長
い
論
争
も
続
い
て
き
た
。

 
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
吉
田
精
一
氏
の
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
次
の
よ
 
 
0
〕

う
な
評
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B

 
 
l
こ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
の
一
生
は
、
彼
の
後
に
生
ま
れ
た
聖
霊
の
子
供

 
 
達
の
一
生
を
も
象
徴
し
て
い
る
。
そ
れ
は
み
ず
か
ら
燃
え
つ
き
よ
う
と
す

 
 
る
一
本
の
蝋
燭
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
或
は
又
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
為

 
 
に
無
芯
に
も
折
れ
た
梯
子
に
た
と
え
て
も
よ
い
。
薄
暗
い
空
か
ら
叩
き
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

 
 
け
る
土
砂
降
り
の
雨
の
中
に
、
傾
い
た
ま
・
の
梯
子
に
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…
…
（
傍
線
筆
者
）

作
品
で
は
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
氏
に
よ
っ
て
「
地

上
か
ら
天
上
へ
登
る
」
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
笹
淵
友
｝
氏
も
、

 
 
彼
の
一
生
は
現
世
の
向
う
に
あ
る
も
の
を
指
し
示
そ
う
と
努
力
し
た
も
の

 
 
で
あ
っ
て
、
地
上
よ
り
も
天
上
に
よ
ろ
う
と
し
て
、
無
惨
に
も
折
れ
た
梯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑯

 
 
子
に
も
た
と
え
ら
れ
る
。

、



〆

と
、
こ
の
一
節
を
解
釈
し
た
。

 
こ
れ
を
問
題
と
し
て
論
争
を
提
起
し
た
の
が
佐
藤
泰
正
氏
で
あ
る
。
氏
は

「
芥
川
龍
之
介
管
見
-
近
代
日
本
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
一
試
論
」

（「

装
ｶ
学
研
究
」
 
昭
3
6
・
9
）
で
、

 
 
そ
れ
は
ま
た
、
彼
の
目
指
す
も
の
が
、
「
地
上
か
ら
天
上
へ
」
の
脱
出
、

 
 
超
剋
の
契
…
機
を
含
み
つ
つ
、
同
時
に
ま
た
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
の
、

 
 
い
わ
ば
還
相
の
途
上
に
完
結
せ
し
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
働

 
 
を
意
味
し
て
い
る
。

と
、
「
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
」
で
な
く
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
つ
つ
、

 
 
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
1
一
見
、
い
か
に
も
芥
川
的
な
、
逆
説
的
．

 
 
な
機
知
を
弄
し
た
比
喩
と
も
見
え
る
言
葉
の
な
か
に
、
彼
の
歩
み
を
圧
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

 
 
る
抵
抗
感
と
挫
折
の
意
識
が
、
し
た
た
か
に
告
白
さ
れ
て
い
る
。

と
、
論
じ
、
こ
の
一
節
に
芥
川
文
学
全
体
を
解
く
鍵
を
見
出
し
た
。

 
こ
れ
に
対
し
、
吉
田
精
一
氏
は
、
「
今
の
と
こ
ろ
私
は
『
地
上
か
ら
天
上
へ

登
る
た
め
に
』
と
解
釈
す
る
方
が
妥
当
で
、
芥
川
の
書
き
あ
や
ま
り
と
見
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
働

る
が
、
な
お
私
に
と
っ
て
は
今
後
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
「
芥
川
龍

之
介
の
人
と
作
品
1
『
西
方
の
人
』
を
中
心
に
レ
（
「
国
文
学
」
 
昭
4
1
・
1
2
）

で
は
、

 
 
 
佐
藤
泰
正
氏
が
指
摘
し
て
か
ら
問
題
に
な
っ
た
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登

 
 
る
為
に
無
残
に
も
折
れ
た
梯
子
」
は
、
「
改
造
」
の
初
出
に
も
こ
の
ま
ま

 
 
で
あ
り
、
も
と
の
原
稿
に
も
こ
の
通
り
で
あ
る
。
（
こ
の
句
の
解
釈
に
は

 
 
日
本
近
代
文
学
館
編
「
日
本
近
代
文
学
」
の
拙
稿
参
照
）
私
は
こ
れ
を
う
っ

 
 
か
り
「
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
」
と
う
け
と
り
、
佐
藤
氏
か
ら
追
求
を
う

『
西
方
の
人
』
考
察
（
下
）

 
 
け
た
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
芥
川
の
ケ
ア
レ
ス
・
ミ
ス
テ
ー
ク
で
な
い
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑳

 
 
と
の
疑
い
は
消
え
な
い
。

と
、
佐
藤
泰
正
氏
の
主
張
を
一
部
受
容
し
な
が
ら
も
や
は
り
疑
義
を
呈
し
た
。

 
さ
ら
に
、
笹
淵
友
一
氏
は
佐
藤
泰
正
著
『
近
代
日
本
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
・

試
論
』
（
基
督
教
学
徒
兄
弟
団
 
昭
3
8
）
の
書
評
の
中
で
、
こ
の
一
節
を
文
体
・

文
脈
の
上
か
ら
、

 
 
こ
の
「
地
上
へ
登
る
」
と
い
う
逆
説
的
表
現
の
も
つ
意
味
合
い
も
問
題
だ

 
 
が
、
ま
ず
確
認
の
要
が
あ
る
の
は
こ
の
一
句
の
「
西
方
の
人
」
の
中
で
の

 
 
安
定
性
の
問
題
だ
。
キ
リ
ス
ト
も
、
マ
リ
ア
の
子
と
し
て
下
界
の
人
生
に

 
 
懐
か
し
さ
を
感
じ
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
聖
霊
の
子
で
あ
る
「
彼
の
道

 
 
は
嫌
で
も
応
で
も
人
気
の
な
い
天
に
向
っ
て
み
る
。
」
芥
川
の
キ
リ
ス
ト

 
 
論
は
こ
の
観
点
で
貫
か
れ
て
い
る
。
著
者
も
こ
の
事
実
を
無
視
し
た
わ
け

 
 
で
は
な
く
、
だ
か
ら
芥
川
に
矛
盾
分
裂
が
あ
る
と
い
う
。
だ
が
矛
盾
が
あ

 
 
る
と
す
れ
ば
さ
き
の
一
文
と
の
間
に
お
い
て
だ
け
で
、
そ
れ
を
措
い
て
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑳

 
 
些
か
の
曖
昧
さ
も
な
い
。

と
述
べ
、
ま
た
思
想
・
内
容
の
上
か
ら
も
、

 
 
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
為
に
折
れ
た
梯
子
」
は
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
も

 
 
の
だ
。
キ
リ
ス
ト
と
ゲ
ー
テ
の
一
生
を
較
べ
た
芥
川
は
キ
リ
ス
ト
の
中
の

 
 
地
上
へ
の
指
向
が
も
っ
と
大
き
け
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
同
様
に
穏
か
な
老
年
を

 
 
迎
え
え
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
マ
リ
ア
的
、
地
上
的
指
向
に
挫
折
な
ど

 
 
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
い
う
点
か
ら
い
っ
て
も
辻
褄
の
合
わ
な
い
文
だ
。

と
、
誤
記
説
を
主
張
し
た
。

 
そ
の
後
、
佐
藤
泰
正
氏
は
「
『
西
方
の
人
』
論
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
 
昭
4
5
・

2
）
を
書
い
て
自
説
を
深
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
次
元
で
の
作
品
論
を
試
み

（31）



た
。
氏
は
ま
ず
「
宗
教
的
正
統
論
よ
り
の
批
判
を
一
応
排
し
、
こ
の
作
の
構
造

そ
の
も
の
に
即
し
て
、
そ
の
主
題
を
洗
い
つ
く
し
て
ゆ
く
こ
と
」
の
必
要
を
述

べ
、
次
に
作
品
に
内
在
す
る
「
宗
教
性
」
は
、
「
生
涯
の
起
結
の
全
文
脈
に
於

て
問
う
」
べ
き
も
の
と
し
て
、
執
筆
時
の
観
点
を
問
題
と
し
た
。
例
の
「
天
上

か
ら
地
上
へ
」
に
関
し
て
の
「
梯
子
」
の
比
喩
は
芥
川
の
「
深
い
聖
書
体
験
よ

り
発
し
て
い
る
」
と
の
説
を
呈
示
し
た
。
氏
は
こ
の
論
の
中
で
、
『
旧
約
聖
書
』

「
創
世
記
」
第
二
十
八
章
十
節
以
下
に
見
ら
れ
る
ヤ
コ
ブ
の
夢
を
引
き
、
こ
れ

に
『
新
約
聖
書
』
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
第
一
章
五
十
一
節
以
下
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉

を
重
ね
て
読
む
見
方
を
呈
示
し
た
。
芥
川
の
ヤ
コ
ブ
物
語
へ
の
深
い
関
心
は
、

遺
稿
の
『
闇
中
問
答
』
な
ど
に
も
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
こ
の
一
節

の
根
拠
を
置
く
氏
の
論
は
卓
見
で
あ
る
。
結
論
的
に
氏
は
、

 
 
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
に
、
「
地
上
か
ら
天
上
へ
」
の
往
相
的
契
機
を
含

 
 
み
っ
つ
、
つ
い
に
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
の
還
相
の
裡
に
成
就
さ
れ
る
、

 
 
真
の
宗
教
的
内
実
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
芥
川
も
ま
た
感
じ
え
て
い

 
 
た
筈
だ
。
し
か
も
な
お
、
彼
が
敢
て
「
無
残
に
も
折
れ
た
」
「
梯
子
」
の

 
 
比
喩
を
語
ら
ん
と
し
た
時
、
彼
は
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
に
託
し
つ
つ
み

 
 
ず
か
ら
の
生
と
芸
術
の
、
か
け
が
え
の
な
い
挫
折
と
敗
残
の
情
を
そ
こ
に

 
 
定
着
し
え
た
か
に
み
え
る
。
「
地
上
へ
登
」
ら
ん
と
し
て
つ
い
に
届
き
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈱

 
 
ざ
る
そ
の
挫
折
の
姿
に
、
彼
は
万
感
の
思
い
を
た
く
し
た
筈
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。

 
…
方
、
笹
淵
友
一
氏
は
「
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
一
『
西
方
の
人
』

に
つ
い
て
」
（
「
国
文
学
」
 
昭
4
1
・
1
2
）
で
、
「
そ
し
て
『
天
上
か
ら
地

上
へ
登
る
』
と
い
う
の
は
『
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
』
の
誤
植
か
原
稿
の
書
き

誤
り
と
解
し
た
。
現
在
で
は
原
稿
そ
の
も
の
の
誤
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
っ

て
い
る
。
し
と
、
や
は
り
誤
記
や
誤
植
を
強
調
す
る
。
氏
は
こ
の
論
文
を
大
幅
に

加
筆
し
た
「
『
西
方
の
人
』
論
」
（
『
明
治
大
正
文
学
の
分
析
』
 
明
治
書
院

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア

昭
4
5
）
で
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
と
い
う
一
句
は
「
『
西
方
の
人
』
の
全

文
脈
と
矛
盾
す
る
」
と
し
て
、
佐
藤
泰
正
氏
に
対
す
る
詳
細
な
反
論
を
試
み
た
。

以
後
氏
は
「
芥
川
龍
之
介
『
西
方
の
人
』
新
論
」
（
「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子

大
学
紀
要
」
昭
5
2
・
1
1
）
を
著
し
た
が
、
こ
れ
は
『
西
方
の
人
』
に
フ
ロ
ベ
ー

ル
の
芸
術
至
上
主
義
の
影
響
を
み
る
ユ
ニ
ー
ク
な
論
で
あ
り
、
そ
こ
で
も
や
は

り
誤
記
説
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
西
方
の
人
」
（
菊
地
自
他
編
 
『
芥

川
龍
之
介
事
典
』
 
明
治
書
院
 
昭
6
0
）
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

 
 
筆
者
は
こ
の
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
は
「
地
上
か
ら
天
上
へ
」
の
誤
記
ま

 
 
た
は
誤
植
と
解
す
る
。
そ
れ
は
こ
の
一
文
が
全
文
脈
か
ら
完
全
に
孤
立
し

 
 
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
部
的
に
み
れ
ば
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」

 
 
の
「
天
上
か
ら
」
と
い
う
視
点
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
ク
リ
ス
ト
は
地
上

 
 
に
あ
っ
て
天
国
に
情
潔
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
情
悦
は
園
田
に
と
ど
ま
つ

 
 
て
、
天
国
に
入
る
こ
と
は
逆
に
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
芥
川
の
認
識

 
 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
天
上
か
ら
」
と
い
う
起
点
は
不
可
能
で
あ
る
。

 
 
次
に
「
地
上
へ
登
る
」
の
「
登
る
」
だ
が
、
物
理
的
に
は
当
然
「
降
る
」

 
 
と
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
登
る
」
と
書
い
た
と
す
れ
ば
、
地
上
へ

 
 
の
価
値
観
に
よ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
ク
リ
ス
ト
は
「
彼
の

 
 
天
才
の
為
に
人
生
さ
へ
笑
っ
て
投
げ
棄
て
て
し
ま
っ
た
」
し
、
「
炉
辺
の

 
 
幸
福
」
を
も
信
じ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
天
上
」
よ
り
「
地
上
」
を

 
 
高
く
評
価
し
た
と
い
う
仮
定
は
成
立
し
な
い
。
第
三
に
「
地
上
へ
登
る
」

 
 
こ
と
が
挫
折
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
上
へ
の
指
向
が
平

 
 
穏
な
人
生
を
約
束
す
る
こ
と
は
ゲ
ー
テ
論
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
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そ
れ
が
悲
劇
を
結
果
す
る
と
い
う
論
理
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
こ
の
よ
う

 
 
に
こ
の
一
文
そ
の
も
の
が
論
理
的
に
成
立
困
難
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

 
 
そ
れ
に
先
行
す
る
「
け
れ
ど
も
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を
動
か

 
 
す
で
あ
ら
う
。
」
と
い
う
一
句
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
そ
の
存
在
権
は

 
 
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を

 
 
動
か
す
で
あ
ら
う
。
」
と
い
う
文
章
は
、
「
勿
論
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
あ
ら

 
 
ゆ
る
天
才
の
一
生
の
や
う
に
情
熱
に
燃
え
た
一
生
で
あ
る
。
彼
は
母
の
マ

 
 
リ
ア
よ
り
も
父
の
聖
霊
の
支
配
を
受
け
て
み
た
。
彼
の
十
字
架
の
上
の
悲

 
 
劇
は
実
に
そ
こ
に
存
し
て
み
る
」
と
い
う
一
節
を
承
け
て
い
る
。
し
た

 
 
が
っ
て
何
の
予
盾
感
も
な
し
に
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
と
い
う
一
文
を

 
 
こ
れ
に
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
到
底
考
え
が
た
い
。

 
笹
淵
友
一
氏
の
論
は
右
の
三
つ
に
論
点
を
し
ぼ
る
こ
と
が
で
き
、
本
文
に
則

し
た
ま
こ
と
に
論
理
的
な
分
析
で
あ
る
。
氏
は
一
貫
し
て
こ
の
誤
記
説
を
主
張

し
て
い
る
。

 
以
上
が
昭
和
十
七
年
、
吉
田
精
一
氏
が
『
西
方
の
人
』
の
一
節
を
解
釈
し
、

さ
ら
に
佐
藤
泰
正
氏
が
こ
れ
に
対
し
問
題
提
起
を
し
て
以
来
、
半
世
紀
に
わ

た
っ
て
の
吉
田
精
一
・
笹
淵
友
一
両
氏
と
佐
藤
泰
正
氏
と
の
問
に
行
わ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
〈
天
上
か
ら
地
上
へ
〉
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
以
来
、
他
の
論
者

も
加
わ
っ
て
、
論
は
芥
川
全
作
品
の
命
脈
を
制
す
る
も
の
と
し
て
、
論
議
が
続

け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、
笹
淵
友
一
氏
と
佐
藤
泰
正

氏
の
論
に
収
敏
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
論
議
は
今
も
ま
だ
決
着
は
つ
い
て

い
な
い
。

『
西
方
の
人
』
考
察
（
下
）

 
 
六

 
笹
淵
友
一
氏
が
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
が
く
地
上
か
ら
天
上
へ
〉
の
誤
記
で

あ
る
こ
と
を
『
西
方
の
人
』
の
全
文
脈
を
検
討
し
て
論
証
す
る
と
こ
ろ
は
ま
こ

と
に
論
理
的
で
、
首
肯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏

の
論
の
問
題
点
の
一
つ
は
、
「
ク
リ
ス
ト
」
を
「
聖
霊
の
子
供
」
の
み
と
し
て

把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
マ
リ
ア
は
唯
の
女
人
だ
つ

た
。
が
、
或
夜
聖
霊
に
感
じ
て
忽
ち
ク
リ
ス
ト
を
生
み
落
し
た
」
（
2
マ
リ
ア
）

と
い
う
一
節
に
従
え
ば
、
「
ク
リ
ス
ト
」
は
聖
霊
を
父
と
し
、
マ
リ
ア
を
母
と

す
る
、
言
わ
ば
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
と
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る

も
の
」
の
は
ざ
ま
に
引
き
裂
か
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
〈
神
の
子
〉

で
あ
る
と
同
時
に
「
人
の
子
」
で
も
あ
る
。
「
人
の
子
」
と
い
う
呼
称
は
キ
リ

ス
ト
教
で
は
本
来
〈
マ
リ
ア
の
子
〉
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
メ
シ
ヤ
の
別
称

で
使
わ
れ
る
が
、
芥
川
は
「
人
の
子
」
を
〈
マ
リ
ア
の
子
〉
、
す
な
わ
ち
、
〈
人

間
の
子
〉
と
い
う
意
味
に
と
ら
え
た
よ
う
で
あ
る
。

 
ま
た
、
「
1
2
悪
魔
」
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
が
悪
魔
の
誘
惑
を
受
け
る
ど
こ
ろ

が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
「
第
一
に
パ
ン
を
斥
け
た
」
。
そ
れ
か
ら
「
彼
自
身
の

力
を
侍
め
と
云
ふ
悪
魔
の
理
想
主
義
者
的
忠
告
を
斥
け
た
」
。
最
後
に
「
『
世
界

の
国
々
と
そ
の
栄
華
と
』
を
斥
け
た
」
と
、
芥
川
は
「
マ
タ
イ
伝
」
第
四
章
七
、

八
節
に
則
し
な
が
ら
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
続
い
て
「
悪
魔
は
畢
に

ク
リ
ス
ト
の
前
に
頭
を
垂
れ
る
よ
り
外
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
彼
の
マ
リ
ア

と
云
ふ
女
人
の
子
供
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
な
か
っ
た
。
」
（
傍
線
筆
者
）
と
記
し

て
い
る
。
こ
の
一
節
は
聖
書
に
は
な
い
芥
川
の
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
芥
川

は
「
ク
リ
ス
ト
」
を
「
人
の
子
」
、
す
な
わ
ち
、
〈
マ
リ
ア
の
子
〉
、
〈
人
間

の
子
〉
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
「
永
遠
に
守
ら

（33）



ん
と
す
る
も
の
し
と
は
ま
た
、
「
現
実
的
欲
望
」
や
「
あ
ら
ゆ
る
地
上
の
夢
」

を
意
味
す
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
仔
細
に
み
れ
ば
、
「
ク

リ
ス
ト
」
が
「
聖
霊
の
子
供
」
、
す
な
わ
ち
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」

で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
〈
マ
リ
ア
の
子
〉
と
し
て
、
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
」

も
の
で
あ
る
こ
と
で
、
言
わ
ば
こ
の
両
者
に
引
き
裂
か
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る

こ
と
を
芥
川
は
見
逃
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
に
ふ
れ
て
佐
藤
泰
正
氏
は
、

 
 
た
し
か
に
キ
リ
ス
ト
に
ふ
れ
て
「
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
」
「
ロ
マ
ン
主
義
者
」
「
詩

 
 
的
正
義
の
為
に
．
戦
ひ
つ
づ
け
た
者
」
「
い
つ
も
未
来
を
夢
み
て
み
た
超
阿

 
 
呆
」
な
ど
一
「
超
え
ん
と
す
る
」
も
の
の
宿
命
を
示
す
言
葉
が
多
く
語

 
 
ら
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
も
な
お
「
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
へ
の
共
感
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鱒

 
 
重
さ
も
ま
た
見
逃
し
う
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

と
述
べ
る
。

 
「
ク
リ
ス
ト
」
の
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
く
マ
リ
ア
の
子
〉
、

す
な
わ
ち
、
「
人
の
子
」
と
し
て
の
一
面
は
「
2
5
天
に
近
い
山
の
上
の
問
答
」

の
中
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。
「
彼
の
モ
二
心
や
エ
リ
ヤ
と
会
っ
た
の
は
彼
の

或
精
神
的
危
機
に
停
ん
で
み
た
証
拠
で
あ
る
。
（
中
略
）
し
か
し
彼
の
投
げ
つ

け
た
問
は
『
我
等
は
如
何
に
驚
く
べ
き
乎
』
で
あ
る
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
「
精

神
的
危
機
」
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
ク
リ
ス
ト
」
の
生
き
方
が
「
永

遠
に
超
え
ん
と
す
る
」
一
筋
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
十
字
架
に
か
か
る
」

こ
と
の
い
さ
さ
か
の
葛
藤
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
「
如
何
に
生
く

べ
き
乎
」
を
「
彼
の
前
に
生
ま
れ
た
ク
リ
ス
ト
た
ち
」
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
に
「
天

上
」
と
「
地
上
」
の
は
ざ
ま
に
立
つ
も
の
の
苦
悩
と
、
運
命
へ
の
深
い
反
問
の

姿
が
描
き
と
ら
れ
る
。

 
ま
た
、
「
2
8
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
」
で
は
、
そ
の
苦
悩
は
さ
ら
に
深
く
刻
み
出
さ

れ
る
。

 
 
 
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
無
蓋
は
ゴ
ル
ゴ
タ
の
十
字
架
よ
り
も
悲
壮
で
あ
る
。
ク

 
 
リ
ス
ト
は
死
力
を
揮
ひ
な
が
ら
、
そ
こ
に
彼
自
身
と
も
、
一
十
自
身
の

 
 
中
の
聖
霊
と
も
戦
は
う
と
し
た
。
ゴ
ル
ゴ
タ
の
十
字
架
は
彼
の
上
に
次
第

 
 
に
影
を
落
さ
う
と
し
て
る
る
。
（
中
略
）

 
 
「
わ
が
父
よ
、
若
し
出
来
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
杯
を
わ
た
し
か
ら
お
離

 
 
し
下
さ
い
。
け
れ
ど
も
仕
か
た
は
な
い
と
仰
有
る
な
ら
ば
、
ど
う
か
御
心

 
 
の
ま
ま
に
な
す
っ
て
下
さ
い
。
」

さ
ら
に
ま
た
、
「
3
2
ゴ
ル
ゴ
タ
」
で
は
、

 
 
十
字
架
の
上
の
ク
リ
ス
ト
は
畢
に
「
人
の
子
」
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

 
 
「
わ
が
神
、
わ
が
神
、
ど
う
し
て
わ
た
し
を
お
捨
て
な
さ
る
？
」
（
中
略
）

 
 
「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
」
は
事
実
上
ク
リ
ス
ト
の
悲
鳴
に
過

 
 
ぎ
な
い
。
し
か
し
ク
リ
ス
ト
は
こ
の
悲
鳴
の
為
に
一
層
我
々
に
近
づ
い
た

 
 
の
で
あ
る
。

と
言
う
。
「
人
の
子
」
と
し
て
の
「
ク
リ
ス
ト
」
の
苦
悩
は
、
こ
こ
で
極
ま
る

よ
う
に
見
え
、
聖
書
的
釈
義
を
超
え
て
、
芥
川
は
自
身
に
「
近
づ
」
く
、
わ
が

「
ク
リ
ス
ト
」
を
描
き
と
ろ
う
と
す
る
。
す
で
に
「
聖
霊
の
子
供
」
に
し
て
、

ま
た
「
人
の
子
」
で
あ
る
「
ク
リ
ス
ト
」
の
姿
は
疑
う
余
地
も
な
い
。

 
さ
て
、
芥
川
が
遺
稿
と
し
て
残
し
た
作
品
は
『
続
西
方
の
人
』
以
外
に
『
歯

車
』
、
『
闇
中
問
答
』
、
『
或
阿
呆
の
一
生
』
、
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』
、
『
十
本
の

針
』
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
遺
稿
が
芥
川
に
と
っ
て
は
絶
筆
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
が
、
正
続
『
西
方
の
人
』
の
主
上
を
側
面
よ
り

照
射
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

 
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』
の
「
付
記
」
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

（34）



 
 
僕
は
エ
ム
ペ
ド
ク
ラ
ス
の
伝
を
読
み
、
み
ず
か
ら
神
と
し
た
い
欲
望
の
如

 
 
何
に
古
い
も
の
か
を
感
じ
た
。
僕
の
手
記
は
意
識
し
て
み
る
限
り
、
み
ず

 
 
か
ら
神
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
い
や
、
み
ず
か
ら
大
凡
下
の
一
人
と
し

 
 
て
る
る
も
の
で
あ
る
。
君
は
あ
の
菩
提
樹
の
下
に
「
エ
ト
ナ
の
エ
ム
ペ
ド

 
 
ク
ラ
ス
」
を
論
じ
合
っ
た
二
十
年
前
を
覚
え
て
み
る
で
あ
ら
う
。
僕
は
あ

 
 
の
時
代
に
は
み
つ
か
ら
神
に
し
た
い
一
人
だ
つ
た
。

 
二
十
年
前
で
あ
る
な
ら
ば
、
府
立
三
中
時
代
、
若
き
知
識
人
の
卵
と
も
い
え

る
芥
川
は
「
み
ず
か
ら
神
に
し
た
い
」
と
願
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
『
西

方
の
人
』
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に
く
地
上
か
ら
天
上
へ
登
V
ろ
う
と
し

た
姿
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
う
し
て
、
や
が
て
作
家
と
し
て
の
登
場
以
後
も

彼
は
理
知
的
、
技
巧
的
な
翼
を
広
げ
て
芸
術
の
世
界
に
高
く
飛
翔
し
よ
う
と
し

続
け
た
。
こ
れ
は
前
述
の
図
で
言
え
ば
Z
点
か
ら
E
点
を
過
ぎ
て
A
点
、
す
な

わ
ち
、
天
上
の
頂
点
に
向
か
っ
て
走
り
つ
づ
け
た
一
生
を
暗
示
す
る
も
の
で
も

あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
三
十
五
歳
に
し
て
人
生
の
総
決
算
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
点
に
な
っ
た
今
は
、
自
身
を
「
み
ず
か
ら
大
凡
下
の
一
人
と
し
て
み
る
」

と
言
う
。
そ
れ
は
『
西
方
の
人
』
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に
「
天
上
か
ら

地
上
へ
登
る
」
こ
と
と
な
り
、
図
で
言
え
ば
、
A
点
か
ら
E
点
を
経
て
Z
点
に

向
か
っ
て
走
る
、
遠
心
力
の
対
極
と
し
て
の
、
求
心
力
へ
の
帰
着
と
も
言
え
る
。

前
者
が
「
聖
霊
の
子
供
」
と
し
て
の
天
才
指
向
と
す
れ
ば
、
後
者
は
〈
マ
リ
ア

の
子
〉
と
し
て
の
現
実
指
向
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
。
死
を
目
前
に
し
た
芥
川

に
と
っ
て
の
必
然
と
は
Z
点
か
ら
A
点
に
登
る
こ
と
で
は
な
く
、
A
点
か
ら
Z

点
に
向
か
っ
て
登
り
つ
め
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
無
残
に
も
折
れ
た
梯
子
」

と
は
ほ
か
な
ら
ぬ
A
l
Z
の
線
を
指
す
の
で
も
あ
る
。
し
か
も
「
登
る
」
と
は
、

そ
の
試
み
の
き
び
し
さ
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

『
西
方
の
人
』
考
察
（
下
）

『
或
阿
呆
の
」
生
』
の
「
十
九
 
人
工
の
翼
」
に
は
、
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』

と
似
た
一
節
が
あ
る
。

 
 
 
彼
は
こ
の
人
工
の
翼
を
ひ
ろ
げ
、
易
や
す
と
空
へ
舞
ひ
上
っ
た
。
同
時

 
 
に
又
理
智
の
光
を
浴
び
た
人
生
の
歓
び
や
悲
し
み
は
彼
の
目
の
下
へ
沈
ん

 
 
で
行
っ
た
。
彼
は
見
す
ば
ら
し
い
町
々
の
上
へ
反
語
や
微
笑
を
落
し
な
が

 
 
ら
、
遮
る
も
の
の
な
い
空
中
を
ま
つ
直
に
太
陽
へ
登
っ
て
行
っ
た
。
丁
度

 
 
か
う
云
ふ
人
工
の
翼
を
太
陽
の
光
り
に
焼
か
れ
た
為
に
と
う
と
う
海
へ
落

 
 
ち
て
死
ん
だ
昔
の
希
膿
人
も
忘
れ
た
や
う
に
。
…
…

 
こ
れ
は
芥
川
自
身
の
生
涯
を
、
ま
た
そ
の
宿
命
を
最
も
比
喩
的
に
語
っ
た
一

節
と
も
見
え
る
。
「
人
工
の
翼
」
を
広
げ
、
「
易
や
す
と
空
へ
舞
ひ
上
が
っ
た
」

と
言
う
。
彼
は
そ
の
若
年
よ
り
の
雁
大
な
読
書
量
や
知
識
か
ら
く
み
取
っ
た
素

材
を
も
っ
て
、
数
々
の
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
余
り
に
も
理

知
的
、
技
巧
的
と
い
わ
れ
る
作
風
は
〈
人
工
の
翼
〉
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
い
ま
そ
の
「
理
知
の
光
を
浴
び
」
、
「
人
生
の
」
、
現
実
の
喜
び
や
悲
し
み

を
眼
下
に
見
下
ろ
し
つ
つ
、
紡
ぎ
出
し
て
き
た
作
品
の
数
々
と
は
何
で
あ
っ
た

か
。
こ
の
「
人
工
の
翼
」
を
め
ぐ
る
痛
恨
の
思
い
は
ま
た
遺
稿
『
歯
車
』
の
後

半
で
も
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
そ
れ
が
今
に
し
て
「
易
や
す
と
」
と
語
ら
れ
た

と
こ
ろ
に
、
彼
が
今
選
び
と
っ
た
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
道
の
け
わ
し
さ

が
問
わ
れ
て
も
い
る
。

 
ま
た
『
十
本
の
針
』
の
コ
 
或
人
々
し
で
芥
川
は
、

 
，
唯
直
覚
す
る
人
々
は
そ
れ
等
の
人
々
よ
り
も
幸
福
で
あ
る
。
真
面
目
と

 
 
呼
ば
れ
る
美
徳
の
一
つ
は
そ
れ
等
の
人
々
（
直
覚
す
る
と
共
に
解
剖
す
る
）

 
 
に
は
与
へ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
等
の
人
々
は
そ
れ
等
の
人
々
の
一
生
を
恐
し

 
 
い
遊
戯
の
中
に
用
ひ
尽
す
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
幸
福
は
そ
れ
等
の
人
々
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に
は
解
剖
す
る
為
に
減
少
し
、
同
時
に
又
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
も
解
剖
す
る
為

 
 
に
増
加
す
る
で
あ
ら
う
。
「
生
ま
れ
ざ
り
し
な
ら
ば
」
と
云
ふ
言
葉
は
正

 
 
に
そ
れ
等
の
人
々
に
当
っ
て
み
る
。

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
或
人
々
」
と
は
ま
た
ほ
か
な
ら
ぬ
芥
川
自
身
を
指

す
に
違
い
な
い
。
晩
年
の
彼
自
身
の
生
に
対
す
る
悔
恨
が
こ
こ
に
も
ま
た
滲
む
。

「
解
剖
」
と
い
う
、
理
智
を
も
っ
て
人
生
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
彼
は
、
「
人

工
の
翼
」
を
広
げ
て
太
陽
に
近
づ
こ
う
と
し
た
希
膿
人
と
異
な
る
も
の
で
は
な

い
。
「
人
工
の
翼
」
で
空
へ
舞
い
上
が
っ
た
時
、
彼
の
目
に
見
え
た
の
は
「
見

す
ば
ら
し
い
町
々
」
で
あ
っ
た
。
い
ま
そ
の
上
に
落
と
し
た
「
反
語
や
微
笑
」

と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
い
ま
己
れ
の
作
家
と
し
て
の
営
み
を
ま
る
ご
と
問
い
返

そ
う
と
す
れ
ば
、
彼
の
眼
は
こ
の
「
見
す
ば
ら
し
い
」
現
実
そ
の
も
の
に
向
け

ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
道
が
「
易
や
す
」
と
舞
い
上
が
る
べ
き
道

で
は
な
く
、
け
わ
し
く
き
び
し
い
道
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ

登
る
」
と
は
安
易
な
逆
説
な
ら
ぬ
、
彼
の
心
身
に
食
い
入
る
真
率
な
る
告
白
そ

の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
、
芥
川
の
も
う
一
つ
の
遺
稿
『
就
中
問
答
』
も
ま
た
、
正
続
『
西
方

の
人
』
理
解
の
補
助
線
の
役
割
を
持
つ
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
す
で
に
芥
川
は

『
西
方
の
人
』
で
、
「
ヤ
コ
ブ
の
天
使
と
組
み
合
っ
た
の
も
恐
ら
く
は
か
う
云

ふ
決
闘
だ
つ
た
で
あ
ら
う
」
（
！
2
悪
魔
）
と
、
ク
リ
ス
ト
と
悪
魔
の
対
決
を
ヤ

コ
ブ
と
天
使
の
対
決
に
た
と
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
芥
川
が
か
な
り
や

コ
ブ
物
語
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
、
『
丈
量
問
答
』
を
書
く
も

と
に
な
っ
た
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
作
中
の
「
或
声
」
は
「
お
前

は
何
も
の
だ
？
」
と
問
わ
れ
、
「
俺
は
世
界
の
夜
明
け
に
ヤ
コ
ブ
と
力
を
争
っ

た
天
使
だ
」
と
答
え
る
。

 
『
闇
中
問
答
』
は
闇
の
中
で
こ
の
「
或
声
」
と
「
僕
」
が
対
峙
す
る
対
話
が

軸
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
或
声
」
は
「
僕
」
に
向
か
っ
て
、
「
お
前
は
お
前

の
エ
ゴ
を
忘
れ
て
み
る
。
お
前
の
個
性
を
尊
重
し
、
俗
悪
な
民
衆
を
軽
蔑
し
ろ
。
」

「
お
前
は
超
人
だ
と
確
信
し
ろ
。
」
「
お
前
は
善
悪
を
躁
躍
し
て
し
ま
へ
。
」
と

け
し
か
け
る
。
す
な
わ
ち
、
「
地
上
」
的
な
も
の
、
「
マ
リ
ア
」
的
な
も
の
へ
の

叛
逆
で
あ
る
。
「
僕
」
は
こ
れ
に
抗
し
て
、
「
し
か
し
民
衆
を
軽
蔑
し
な
い
」

「
大
い
な
る
民
衆
は
滅
び
な
い
。
」
「
僕
は
超
人
で
は
な
い
。
」
「
僕
は
今
後
も
い

や
が
上
に
も
善
人
に
な
ら
う
と
思
っ
て
み
る
。
」
と
言
い
、
そ
の
挑
発
に
は
応

じ
な
い
。

 
続
い
て
、
「
お
前
の
来
る
所
に
平
和
は
な
い
。
」
と
言
い
、
「
誰
が
来
い
と
云

ふ
も
の
か
！
 
僕
は
群
小
作
家
の
一
人
だ
。
又
群
小
作
家
の
一
人
に
な
り
た
い

と
思
っ
て
み
る
も
の
だ
。
平
和
は
そ
の
外
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
ペ
ン
を
持
っ
て
る
る
時
に
は
お
前
の
俘
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
、
「
僕
」

は
「
裏
声
」
に
向
か
っ
て
叫
ぶ
。
や
が
て
闇
か
ら
の
「
或
声
」
は
去
り
、
あ
の

終
末
の
悲
痛
な
眩
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
僕
 
 
（
一
人
に
な
る
。
）
芥
川
龍
之
介
！
芥
川
龍
之
介
、
お
前
の
根
．

 
 
を
し
っ
か
り
お
ろ
せ
。
お
前
は
風
に
吹
か
れ
て
み
る
葦
だ
。
空
模
様
は
い

 
 
つ
何
時
変
る
か
も
知
れ
な
い
。
唯
し
っ
か
り
踏
ん
ば
っ
て
み
ろ
。
そ
れ
は

 
 
お
前
自
身
の
為
だ
。
同
時
に
又
お
前
の
子
供
た
ち
の
為
だ
。
う
ぬ
惚
れ
る

 
 
な
。
同
時
に
卑
屈
に
も
な
る
な
。
こ
れ
か
ら
お
前
は
や
り
直
す
の
だ
。

 
こ
れ
は
「
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
の
悲
痛
な
叫
び
で
あ
り
、
ま
た
芥
川
自
身

の
在
り
方
へ
の
自
己
規
定
で
も
あ
る
。
「
お
前
の
根
を
し
っ
か
り
と
お
ろ
せ
。
」

「
書
し
つ
か
り
踏
ん
ば
っ
て
み
ろ
。
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
「
天
上
」
な
ら
ぬ
「
地

上
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
「
地
上
」
指
向
へ
の
促
し
で
も
あ
る
。
佐
藤
泰
正
氏
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は
『
西
方
の
人
』
と
『
闇
中
問
答
』
の
二
作
品
の
関
連
性
と
指
向
点
に
つ
い
て
、

 
 
こ
の
「
西
方
の
人
」
「
墨
壷
問
答
」
の
遺
稿
二
作
を
つ
ら
ぬ
く
芥
川
の
理

 
 
解
を
、
い
ま
か
り
に
い
さ
さ
か
図
式
化
し
て
み
れ
ば
、
ヤ
コ
ブ
、
キ
リ
ス

 
 
ト
、
「
僕
」
（
「
毒
中
問
答
」
の
主
人
公
）
に
対
し
て
ー
ヤ
コ
ブ
に
挑
む

 
 
天
使
、
キ
リ
ス
ト
を
誘
な
う
悪
魔
、
「
僕
」
を
使
吸
す
る
闇
よ
り
の
く
声
〉

 
 
と
い
う
対
応
に
な
ろ
う
。
か
く
し
て
こ
こ
で
は
、
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す

 
 
る
も
の
」
1
聖
霊
の
子
た
る
キ
リ
ス
ト
は
、
ま
さ
に
守
ら
ん
と
す
る
も

 
 
の
、
ヤ
コ
ブ
、
あ
る
い
は
「
土
中
問
答
」
に
お
け
る
主
人
公
と
同
列
的
存

 
 
在
と
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、
『
西
方
の
人
』
の
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」

が
く
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
〉
で
な
い
こ
と
の
一
つ
の
傍
証
で
も
あ
り
、
同
時

に
芥
川
の
指
向
点
が
コ
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
し
で
は
な
く
、
コ
永
遠
に

守
ら
ん
と
す
る
も
の
し
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
聖
書
、
『
闇
中
問
答
』
に
照
ら
し

合
わ
せ
て
検
討
し
た
的
確
な
解
釈
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

 
 
七

 
芥
川
は
『
続
西
方
の
人
』
の
最
終
章
に
、
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
「
2
2
貧
し

い
人
た
ち
に
」
と
い
う
小
見
出
し
を
つ
け
て
、
生
涯
の
最
後
を
飾
る
こ
の
作
品

を
閉
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
最
後
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
も
っ
て
終
わ
っ
て

い
る
。

 
 
し
か
し
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は
い
つ
も
無
花
果
の
や
う
に
甘
み
を
持
つ

 
 
て
い
る
。
彼
は
実
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
生
ん
だ
、
古
今
に
珍
し
い
ジ
ヤ

 
 
ア
ナ
リ
ス
ト
だ
つ
た
。
同
時
に
又
我
々
人
間
の
生
ん
だ
、
古
今
に
珍
ら
し

 
 
い
天
才
だ
つ
た
。
「
予
言
者
」
は
彼
以
後
に
は
流
行
し
て
み
な
い
。
し
か

『
西
方
の
人
』
考
察
（
下
）

し
彼
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を
動
か
す
で
あ
ら
う
。
彼
は
十
字
架
に
か
か

る
為
に
、
ー
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
至
上
主
義
を
推
し
立
て
る
為
に
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
犠
牲
に
し
た
。
ゲ
エ
テ
は
娩
曲
に
ク
リ
ス
ト
に
対
す
る
彼
の
軽

蔑
を
示
し
て
み
る
。
丁
度
後
代
の
ク
リ
ス
ト
た
ち
の
多
少
は
ゲ
エ
テ
を
嫉

妬
し
て
み
る
や
う
に
。

我
々
は
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の
や
う
に

 
 
我
々
の
心
を
燃
え
上
ら
せ
る
ク
リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
み
ら
れ
な
い
の
で

 
 
あ
ら
う
。
（
傍
線
筆
者
）

 
最
後
の
一
節
は
「
ル
カ
伝
」
第
二
十
四
章
十
三
節
か
ら
三
十
二
節
に
あ
る
記

事
ー
イ
エ
ス
処
刑
の
あ
と
二
人
の
弟
子
が
エ
マ
オ
と
い
う
村
に
行
く
途
中
、

不
思
議
な
旅
人
が
寄
り
添
い
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
説
き
明
か
す
。
や
が
て
日
も

暮
れ
、
招
か
れ
る
ま
ま
に
彼
ら
弟
子
の
つ
ど
う
宿
に
入
っ
た
が
、
そ
の
旅
人
は

自
身
が
復
活
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
「
か
れ
ら
互
い
に
言
ふ
『
途

に
て
我
ら
と
語
り
、
我
ら
に
聖
書
を
説
明
し
給
へ
る
と
き
、
我
ら
の
心
、
内
に

燃
え
し
な
ら
ず
や
』
」
（
＝
＝
一
）
1
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
エ
マ
オ
の
ク
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
芥
川
は
自
分
の
文
学
的
出

発
期
に
当
た
っ
て
武
者
小
路
実
篤
の
登
場
が
い
か
に
大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
か

を
、
「
久
し
く
自
然
主
義
の
泓
泥
に
ま
み
れ
て
、
本
来
の
面
目
を
失
し
て
み
た

人
道
が
、
あ
の
エ
マ
ヲ
の
ク
リ
ス
ト
の
如
く
『
日
取
き
で
暮
に
及
』
ん
だ
文
壇

に
再
試
を
現
し
た
時
、
如
何
に
我
々
は
氏
と
共
に
、
『
わ
れ
ら
が
心
熱
し
』
事

を
感
じ
た
ら
う
。
」
（
『
あ
の
頃
の
自
分
の
事
』
）
と
語
っ
て
い
る
。
い
ま
再
び
こ

の
「
エ
マ
ヲ
の
ク
リ
ス
ト
」
に
触
れ
て
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ

る
。

 
ま
た
す
で
に
死
を
前
に
し
て
の
こ
の
言
葉
に
何
が
託
さ
れ
て
・
い
た
か
も
ま
た

明
白
で
あ
る
。
佐
藤
泰
正
氏
の
い
う
「
そ
れ
は
ひ
と
り
ク
リ
ス
ト
の
み
な
ら
ぬ
、
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己
れ
を
ひ
そ
か
に
『
ク
リ
ス
ト
た
ち
』
の
ひ
と
り
に
擬
す
る
作
者
の
根
源
な
る

渇
望
し
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
止
め
た
彼
の
最
愛
の
弟
子
の
堀
辰
雄
は
『
エ
マ

オ
の
旅
び
と
』
で
、

 
 
彼
が
去
っ
て
か
ら
、
は
じ
め
て
そ
れ
に
気
が
つ
き
、
そ
れ
ま
で
何
気
な
く

 
 
聞
い
て
み
た
彼
の
一
言
一
言
が
私
た
ち
の
心
を
燃
え
上
ら
せ
る
。

 
 
 
い
ま
、
「
西
方
の
人
」
の
言
葉
の
一
つ
一
つ
が
私
の
心
に
迫
る
の
も
丁

 
 
度
そ
れ
に
似
て
み
る
。

と
、
切
実
に
語
っ
て
い
る
。

 
ま
た
も
う
一
人
、
太
宰
治
は
最
後
の
評
論
『
如
是
我
聞
』
で
、
新
た
な
文
学

の
出
現
を
渇
望
し
つ
つ
、
こ
の
自
身
の
過
激
な
発
言
は
、
言
わ
ば
「
反
キ
リ
ス

ト
的
な
も
の
へ
の
戦
ひ
」
で
あ
る
と
し
、
芥
川
の
苦
悩
を
知
ら
ず
し
て
、
何
の

文
学
か
と
激
し
く
問
い
か
け
、
そ
の
苦
悩
と
は
、

 
 
日
陰
者
の
苦
悶
。
／
弱
さ
。
／
聖
書
。
／
生
活
の
恐
怖
。
／
敗
者
の
祈
り
。

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

 
こ
う
し
て
芥
川
の
最
後
の
言
葉
は
太
宰
治
や
堀
辰
雄
と
い
う
す
ぐ
れ
た
昭
和

期
の
文
学
者
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
芥
川
の
死
を
以
て
大

正
文
学
は
終
わ
り
、
ま
た
そ
の
死
を
以
て
昭
和
文
学
が
始
ま
る
と
は
、
し
ば
じ

は
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
転
換
期
の
作
家
と
し
て
の
芥

川
の
意
義
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
文
学
の
機
軸
を
つ
ら
ぬ
く
キ
リ
ス
ト

教
と
の
か
か
わ
り
を
除
外
し
て
は
、
つ
い
に
そ
の
本
質
の
何
た
る
か
を
論
じ
き

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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