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郭
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容

-

小
説

『落
葉
』
か
ら

み
え

る
も
の
-

中

裕

史

南
山

大
学

口
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
新
し
い
文
学
は
'
五
四
時
期
以
降
し
だ

い
に
花
を
開
き
､
賓
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
最
初
の
掩
い
手

は
､
胡
適
や
魯
迅
な
ど
'
幼
少
の
頃
か
ら
俸
枕
的
な
儒
教
の
薫
陶
を

受
け
'
長
じ
て
外
囲
に
留
学
し
西
洋
の
思
想
や
文
学
に
感
化
さ
れ
た

少
壮
の
知
識
人
で
あ

っ
た
｡
五
四
文
学
が
そ
の
花
を
開
-
に
は
'
西

洋
と
い
う
養
分
が
必
要
に
し
て
不
可
鉄
で
あ
っ
た
｡

口
語
自
由
詩
の
確
立
に
大
き
-
寄
輿
し
た
郭
沫
若
も
'
日
本
で
の

留
学
時
代
に
タ
ゴ
ー
ル
や
ゲ
ー
テ
'
ス
ピ
ノ
ザ
､
ホ
イ
ッ
-
マ
ン
と

い
っ
た
作
家

･
思
想
家
か
ら
条
養
を
吸
収
し
て
､
イ
ン
ス
ビ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
存
分
に
働
か
せ
次
つ
ぎ
に
詩
を
つ
む
い
で
､

l
九
二
1
年

に
魔
女
詩
集

『女
神
』
を
費
表
し
た
｡
郭
沫
若
は

『女
神
』
に
お
い

て
早
-
も
共
産
主
義
者
を
標
梼
し
て
い
る
が
､
そ
れ
は
ま
だ

1
種
の

気
取
-
で
あ
-
'
共
産
主
義
者
の
立
場
で
も
の
を
考
え
'
書
-
よ
う

に
な
っ
た
の
は
､
河
上
肇
の
著
作

『融
合
組
織
と
融
合
革
命
』
の
翻

講
を
完
成
さ
せ
た

一
九
二
四
年
の
夏
以
降
か
ら
と
見
て
よ
い
｡
そ
れ

も
劇
的
に
髪
わ
っ
た
と
い
う
よ
-
'
少
し
ず
つ
重
心
を
移
し
て
い
っ

た
と
考
え
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
以
前
は
'
大
正
時
代
の
日

本
に
あ

っ
て
あ
る
い
は
精
神
の
支
え
と
し
て
'
あ
る
い
は
教
養
の

一

つ
と
し
て
､

ロ
マ
ン
主
義

の
文
筆
や
汎
神
論
に
熱
中
し
た
｡
『女

神
』
に
は
'
青
年
郭
沫
若
の
こ
う
し
た
傾
向
が
は
っ
き
-
と
表
れ
て

い

る
｡

一
方
で
'
郭
沫
若
は
､
郁
達
夫
ら
と
東
京
で
結
成
し
た
創
造
融
の

名
稲
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
'
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
幾
分
か

受
け
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
賓
で
あ
る
｡
こ
の
キ
リ
ス
ー
敦
の
影
響

①

は
､
詩
よ
-
む
し
ろ
圭
に
小
説
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

｡

小
論
で
は
､
郭
沫
若
が
キ
リ
ス
ト
教
を
い
か
に
受
容
L
t
作
品
に

い
か
に
反
映
し
た
か
を
'
圭
に
そ
の
小
説

『落
葉
』
に
よ
っ
て
分
析
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す
る
と
と
も
に
'
五
四
時
期
の
文
化

･
思
想
界
が
キ
リ
ス
ー
敦
に
封

し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
て
い
た
の
か
､
郭
沫
若
の
キ
リ
ス
ー

敦
の
色
彩
を
も
つ
小
説
は
'
同
時
代
の
文
学
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な

特
色
を
も
ち
'
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考

察
し
て
､
五
四
時
期
の
知
識
人
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
1
端
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
｡

二

『郭
沫
若
全
集

･
文
学
篇
』
第
九
巻
に
は

一
九

一
九
年
か
ら
二
六

年
に
か
け
て
書
か
れ
た
二
二
篇
の
小
説
が
収
載
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の

う
ち
で
キ
リ
ス
ト
教
の
色
彩
を
も

つ
も
の
と
し
て
は
'
『聖
者
』
'

②

『漂
流
三
部
曲
』
'
『落
葉
』
の
三
作
品
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

｡

⑨

『聖
者
』
は

1
九
二
四
年
二
月
に
書
か
れ
た
短
篇

で

'
日
本
か
ら

上
海
に
戻
っ
た
も
の
の
､
生
活
の
目
途
が
ま
っ
た
-
立
た
ず
に
苦
し

む
主
人
公
愛
牟
が
'
無
邪
気
な
息
子
た
ち
に
よ
っ
て
慰
め
を
得
る
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
の
冒
頭
に
は

『
マ
タ
イ
に
よ

る
福
音
』
第

一
八
草

｢
こ
の
子
供
の
よ
う
に
自
分
を
低
-
す
る
者
'

そ
れ
が
天
国
で

一
番
え
ら
い
人
で
あ
る
｣
が
引
用
さ
れ
て
い
て
'
題

郭
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容

(中
)

名
の

｢聖
者
｣
と
は
愛
牟
の
子
供
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
と
わ
か
る
｡

子
供
た
ち
を
喜
ば
せ
よ
う
と
買

っ
て
き
た
花
火
で
謀
っ
て
次
男
に

け
が
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
愛
皐
は
'
子
供
た
ち
の
寝
顔
を
見
な
が
ら

自
責
の
念
に
苛
ま
れ
る
｡

-

あ
あ
､
上
海
の
子
供
た
ち
は
本
営
に
可
哀
そ
う
だ
｡
緑

も
な
い
し
'
烏
の
さ
え
ず
り
も
な
い
｡
生
ま
れ
て
き
て
も
自
然

か
ら
隔
絶
さ
れ
'
天
異
欄
漫
な
魂
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
｡

西
洋
人
の
公
園
に
は
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
L
t
中
国
人
の

精
神
は
醜
悪
な
名
利
欲
の
か
た
ま
-
に
す
ぎ
な
い
｡
兄
童
の
娯

楽
や
心
の
教
育
の
こ
と
な
ど
考
え
る
者
は
い
や
し
な
い
｡
上
海

で
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
て
い
る
の
は
ば
-
の
子
供
だ
け
で
は
な
い

が
t
で
も
ぼ
-
は
今
日
な
ぜ
安
物
の
娯
楽
品
を
買

っ
て
き
て
子

供
た
ち
を
ご
ま
か
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
｡
花
火
な
ん
か
買

っ

て
こ
な
か
っ
た
ら
'
あ
の
子
の
険
に
け
が
を
さ
せ
る
こ
と
も
な

か
っ
た
の
に
｡
あ
あ
､
み
ん
な
ぼ
-
の
罪
だ
!
み
ん
な
ぼ
-
の

罪
だ
!

愛
車
の
こ
う
し
た
心
情
に
は
'
子
供
た
ち
を
憐
れ
み
'
け
が
を
さ

せ
た
自
ら
を
責
め
る
気
持
ち
の
他
に
'
日
本
か
ら
妻
子
を
伴
っ
て
掃
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囲
し
て
は
み
た
も
の
の
t

l
向
に
人
生
の
展
望
を
切
-
開
-
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
に
野
す
る
不
甲
斐
な
さ
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
｡
愛
皐

の
言
う

｢
ぼ
-
の
罪
｣
と
は
そ
う
し
た
意
味
な
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
こ
の
塞
い
だ
心
を
救

っ
て
-
れ
た
の
は
他
な
ら
ぬ
子
供
で

あ
っ
た
｡
愛
牟
に
と
っ
て
'
子
供
は
彼
の
罪
を
許
し
'
彼
の
心
を

救

っ
て
-
れ
る

｢聖
者
｣
な
の
で
あ

っ
た
｡

彼
は
､
怨
み
や
悲
し
み
の
気
持
ち
な
ど
す
こ
し
も
持
た
ず
'

相
か
わ
ら
ず
い
た
ず
ら
っ
ぼ
-
て
'
相
か
わ
ら
ず
笑

っ
て
い
る
｡

こ
の
二
三
日
と
も
ず
っ
と
同
じ
だ
｡
(中
略
)
あ
る
敬
度
な
感

情
が
愛
牟
の
全
身
を
支
配
し
て
､
涙
が
こ
ぼ
れ
る
ほ
ど
の
感
謝

の
気
持
ち
で

一
杯
に
し
た
｡
ま
る
で
そ
の
身
を
犠
牲
に
し
て
仁

を
な
す
あ
ま
た
の
聖
者
を
仰
ぎ
見
る
よ
う
に
､
愛
車
は
子
供
に

向
き
合

っ
て
い
た
｡

『聖
者
』
に
は
'

一
晩
中
ま
ん
じ
-
と
も
し
な
い
愛
車
の
傍
ら
で
､

夫
人
の
暁
英
が

『聖
書
』
を
熱
心
に
謹
む
場
面
も
見
ら
れ
る
｡
郭
沫

若
は
'
冒
頭
に
お
け
る

『聖
書
』
の
引
用
や
夫
人
の
姿
､
子
供
に
封

す
る
愛
皐
の
思
い
に
よ
っ
て
､
キ
リ
ス
-
敦
の
色
彩
を
濃
厚
に
漂
わ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

④

同
じ
-

一
九
二
四
年
に
書
い
た

『漂
流
三
部
曲

』

は

『岐
路
』
'

『煉
獄
』
'
『十
字
架
』
の
三
篇
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
日
本

留
学
か
ら
韓
国
し
て
上
海
で
暮
ら
す
主
人
公
が
'

一
家
五
人
の
暮
ら

し
を
支
え
き
れ
ず
､
日
本
人
の
妻
と
三
人
の
子
を
福
岡
に
迭
-
返
し

(『岐
路
』
)'
落
ち
着
い
て
本
格
的
に
創
作
に
取
り
組
も
う
と
す
る
が
､

妻
の
い
な
い
寂
し
さ
と
映
落
感
'
自
ら
の
不
甲
斐
な
さ
な
ど
に
心
乱

れ
て
何
も
手
に
つ
か
ず
'
友
人
た
ち
と
無
錫
に
出
か
け
て
み
る
が
心

は
少
し
も
晴
れ
ず

(
『煉
獄
』)､
手
紙
で
蹄
郷
を
促
し
て
き
た
長
兄
に

も
断
-
の
返
事
を
書
い
て
､
妻
子
の
待
つ
日
本
に
戻

っ
て
起
死
回
生

を
期
す

(
『十
字
架
』)
と
い
う
物
語
で
あ
る
｡
各
々
の
題
名
か
ら
も

み
て
と
れ
る
よ
う
に
､
ダ
ン
テ
の

『神
曲
』
に
想
を
借
-
つ
つ
'
キ

リ
ス
ト
教
の
色
彩
を
背
景
に
漂
わ
せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
｡

ぼ
-
は
乞
食
に
な
っ
て
も
い
い
'
異
国
の
地
で
死
ん
で
も
い

い
｡
ぼ
-
は
愛
し
い
妻
の
夫
で
あ
り
'
愛
す
る
子
の
慈
父
で
あ

-
た
い
｡
他
人
が
ぼ
-
の
こ
と
を
何
と
言
お
う
と
か
ま
わ
な
い
｡

ぼ
-
は
君
た
ち
た
ち
の
も
と
で
死
に
た
い
の
だ
｡
妻
よ
'
妻
よ
､

妻
よ
｡
ぼ
-
の
せ
い
で
苦
し
む
妻
よ
｡
ぼ
-
は
君
の
も
の
､
ぼ

く
は
君
の
も
の
､
ぼ
-
は
永
遠
に
君
の
も
の
だ
｡
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『十
字
架
』
の
中
の
､
妻
暁
芙
に
宛
て
た
愛
皐
の
返
信
に
は
､
詩

人
と
し
て
の
郭
沫
若
が
前
面
に
出
て
い
て
'
か
な
-
感
傷
的
な
表
現

に
な
っ
て
い
る
が
'
主
人
公
で
あ
る
愛
牟
が
妻
の
暁
英
を
深
-
愛
し

て
い
る
こ
と
'
及
び
そ
の
日
の
生
活
に
も
困
る
よ
う
な
苦
境
に
陥
れ

て
し
ま

っ
た
こ
と
を
済
ま
な
-
思
う
気
持
ち
が
は
っ
き
り
と
謹
み
取

れ
る
｡
そ
し
て
愛
車
は
ま
た
福
岡
に
渡

っ
て
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
で

も
妻
子
と
と
も
に
生
き
抜
-
こ
と
を
決
心
す
る
｡
『十
字
架
』
の
末

尾
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な

一
文
が
置
か
れ
て
い
る
｡

一
千
八
百
九
十

一
年
前
､
イ
エ
ス
と
と
も
に
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘

で
十
字
架
に
か
け
ら
れ
て
死
ん
だ
二
人
の
強
盗
の

1
人
が
､
上

海
市
に
建

っ
た
の
で
あ
っ
た
｡

『女
神
』
に
お
い
て
'
自
我
の
そ
し
て
中
国
の
再
生
を
高
ら
か
に

誼
い
上
げ
た
の
と
は
､
全
-
そ
の
内
容
と
調
子
を
異
に
す
る
け
れ
ど

も
､
人
生
を
や
-
直
そ
う
と
す
る
主
人
公
の
望
み
と
決
意
と
が
'
イ

エ
ス
の
復
活
と
い
う
奇
跡
に
､
鎚
る
よ
う
な
思
い
で
託
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
郭
沫
若
は

一
九
二
四
年
に
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
た

同
じ
主
人
公
を
登
場
さ
せ
て
'
キ
リ
ス
ト
教
の
色
彩
を
強
-
感
じ
さ

郭
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
-
敦
の
受
容

(中
)

せ
る
作
品
を
頼
け
て
書

い
て
い
る
｡
そ
し
て
い
ま
見
た
よ
う
に
'

『十
字
架
』
に
は
愛
牟

へ
宛
て
た
暁
芙
の
長
い
手
紙
と
愛
牟
の
返
信

と
が
綴
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
す
で
に
翌
年
馨
表
す
る
こ
と
に
な
る

『落
葉
』
の
肱
胎
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

『落
葉
』
は

1
九
二
五
年
に

『東
方
雑
誌
』
に
連
載
さ
れ
'
翌
年

①

に
単
行
さ
れ
た
中
篇

で

､
書
簡
鰹
を
探

っ
た
小
説
で
あ
る
｡
冒
頭
に

語
り
手
で
あ
る

｢わ
た
し
｣
に
よ
る
前
書
き
が
あ

っ
て
､
上
海
の
病

院
で
死
の
床
に
あ
る
日
本
留
学
時
代
の
友
人
洪
師
武
と
再
合
し
た
こ

と
､
短
い
な
が
ら
波
乱
に
富
ん
だ
洪
師
武
の
人
生
'
お
よ
び
前
書
き

の
後
に
請
出
し
た
四
十

一
通
の
手
紙
が
'
洪
師
武
そ
の
人
に
宛
て
た
'

日
本
人
女
性
菊
子
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
｡

洪
師
武
は
留
学
前
に
園
内
で
書
式
結
婚
を
さ
せ
ら
れ
て
い
て
､
日

本
で
自
暴
自
棄
の
あ
ま
-
あ
や
し
げ
な
女
性
と
関
係
を
も
ち
'
そ
の

結
果
梅
毒
を
患

っ
た
と
思
い
込
ん
で
し
ま
い
自
殺
ま
で
考
え
た
が
､

思
い
な
お
し
て
留
学
を
学
ぶ
決
心
を
し
た
｡
大
学
の
務
科
で
学
ん
で

い
た
と
き
､
肺
結
核
の
た
め
に
東
京
の
病
院
で
亡
-
な

っ
た
友
人
の

看
護
を
し
て
い
て
日
本
人
看
護
婦
菊
子
と
知
り
合
い
､
愛
し
合
う
よ

う
に
な
っ
た
｡
し
か
し
梅
毒
で
積
れ
た
身
で
あ
る
こ
と
を
も

っ
て
菊
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子
の
愛
を
拒
絶
し
た
が
た
め
に
､
菊
子
は
日
本
を
離
れ
て
南
洋
に

去

っ
て
し
ま
う
｡
後
に
醤
科
大
学
に
上
が
っ
て
研
額
を

つ
み
､
自
ら

の
症
状
が
梅
毒
の
そ
れ
で
な
い
こ
と
を
知
る
と
'
菊
子
の
あ
と
を

追

っ
て
姿
を
消
し
た
｡

前
書
き
で
述
べ
ら
れ
る
洪
師
武
の
経
歴
は
､
郭
沫
若
の
そ
れ
と
重

な
-
合
う
｡
郭
沫
若
は

一
九

二

一年
に
膏
式
結
婚
を
L
t
翌
年
日
本

に
留
学
し
た
｡
六
高
在
学
中
に
､
肺
病
で
亡
-
な

っ
た
同
郷
の
友
人

の
レ
ン
ト
ゲ
ン
宕
真
を
東
京
の
聖
ル
カ
病
院
に
取
-
に
行

っ
て
看
護

⑥

婦
の
佐
藤
を
と
み
と
知
-
合

い
､
｢毎
週
平
均
し
て
三
､
四
通

｣

と

い
う
ほ
ど
'
頻
繁
に
手
紙
を
や
-
と
り
し
た
｡
そ
う
し
て
岡
山
に
を

と
み
を
呼
ん
で
ア
ン
ナ
と
い
う
呼
び
名
を
輿
え
て
結
婚
生
活
に
入
-
'

子
を
な
し
て
い
る
｡

看
護
婦
の
菊
子
は
ま
た
キ
リ
ス
ー
敦
の
信
者
で
も
あ
る
と
設
定
さ

れ
て
い
る
が
'
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
佐
藤
を
と
み
も
牧
師

を
父
に
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ

っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
見
る
と
､
『落
葉
』
は
､
郭
沫
若
と
を
と
み
の
あ
い

だ
で
さ
か
ん
に
交
わ
さ
れ
た
手
紙
に
着
想
を
え
て
書
か
れ
た
私
小
説

風
の
作
品
と
し
て
謹
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
郭
沫
若
は
'
『落

①

菓
』
の
前
に
尊
表
し
た

『
カ

ラ
メ
ル
娘
』
で
'
自
殺
し
た
主
人
公
の

遺
書
に
よ

っ
て
物
語
を
展
開
す
る
手

法
を
す
で
に
採

っ
て
い
る
が
'

こ
う
し
た
書
簡
膿
の
採
用
は
､
中
島
み
ど
り
氏
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
ゲ
ー
テ

『若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
に
想
を
得
た
も
の

⑧

で
あ
ろ
う

｡

そ
れ
は
と
も
か
-
も
､
菊
子
の
手
紙
に
込
め
ら
れ
た
思

い
は
'
か
つ
て
の
を
と
み
の
心
情
を
い
く
ら
か
は
踏
ま
え
て
い
な
が

ら
も
､
小
説
の
形
に
加
工
し
た
段
階
で
'
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る

の
は
､
す
で
に
郭
沫
若
の
心
情
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
､
郭
沫
若
は
'

菊
子
と
い
う
女
性
の
心
理
を
措
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
-
'
キ
リ

ス

ー
教
徒
で
あ
る
菊
子
を
借
-
て
自
ら
の
心
情
の
表
出
を
試
み
た
と
思

わ
れ
る
｡け

れ
ど
わ
た
し
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な

っ
て

し
ま

っ
た
の
で
し
ょ
う
｡
あ
あ
'
許
し
て
､
ど
う
か
許
し
て
く

だ
さ
い
｡
わ
た
し
を
あ
な
た
の
大
き
な
愛
情
の
も
と
に
受
け
入

れ
て
く
だ
さ
い
｡

(
一
通
日
)

自
分
が
罪
深
い
女
だ
と
気
づ
い
た
と
き
'
何
と
も
い
え
な
い

恐
怖
が
襲

っ
て
き
て
'
わ
た
し
は
脆
い
て
神
に
所
-
ま
し
た
｡

あ
あ
､
兄
さ
ん
'
わ
た
し
は
柵
に
所
-
ま
し
た
｡
涙
を
流
し
な
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が
ら
所
-
を
捧
げ
た
と
き
'
心
の
中
に
浮
か
ん
だ
の
は
､
聖
書

の
有
名
な
あ
の
話
で
し
た
｡
圭
イ
エ
ス
が
ど
れ
ほ
ど
慈
悲
深
-

思
い
や
-
の
あ
る
お
方
で
あ
る
か
が
'
そ
の
中
に
十
分
に
あ
ら

わ
れ
て
い
ま
す
｡
兄
さ
ん
も
ど
う
か
お
謹
み
-
だ
さ
い

(
冒

ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
第
八
章
第
三
節
か
ら
第
十

一
節
)｡

(四
通
目
)

あ
な
た
の
他
に
は
永
遠
に
人
を
愛
し
ま
せ
ん
｡
わ
た
し
は
こ

の
よ
う
に
両
に
誓
い
ま
し
た
｡
わ
た
し
は
神
の
許
し
に
よ
っ
て

あ
な
た
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
｡
わ
た
し
は
い
つ
で

も
ど
ん
な
と
き
で
も
所
っ
て
い
ま
す
｡
わ
た
し
た
ち
二
人
が
両

の
祝
福
に
よ
っ
て
と
も
に
幸
せ
を
得
ら
れ
ま
す
よ
う
に
｡

(八
通
日
)

す
べ
て
は
決
し
て
決
し
て
あ
な
た
が
い
け
な
い
の
で
は
な
-
'

み
な
わ
た
し
の
せ
い
な
の
で
す
｡
わ
た
し
は
大
罪
の
罰
を
受
け

る
べ
き
女
な
の
で
す
｡
紳
は
あ
な
た
に
は
決
し
て
残
酷
で
無
慈

悲
な
責
め
を
加
え
た
り
は
な
さ
い
ま
せ
ん
｡
あ
な
た
は
信
仰
を

持
た
ず
､
何
事
の
心
配
も
し
な
-
て
い
い
人
な
の
で
す
か
ら
｡

わ
た
し
は
子
供
の
頃
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
教
育
を
受
け
て
き
た

郭
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容

(中
)

と
い
う
の
に
'
な
ぜ
-
-
｡

(十
二
通
日
)

右
に
引
用
し
た
部
分
か
ら
謹
み
取
れ
る
の
は
､
菊
子
の
師
武
に
た

い
す
る

一
途
で
異
撃
な
愛
と
､
師
武
の
大
き
な
愛
を
求
め
る
気
持
ち
'

そ
し
て
そ
の
こ
と
で
師
武
に
精
神
的
お
よ
び
経
済
的
に
負
指
を
か
け

て
学
業
を
妨
げ
て
し
ま

っ
て
い
る
自
分
の
罪
を
俄
悔
す
る
心
情
で
あ

る
｡菊

子
の
師
武
に
寄
せ
る
愛
と
師
武
に
求
め
る
愛
と
は
'
方
向
性
に

お
い
て
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
､
菊
子
と
い
う
人
間
の

中
で
は
同
じ

一
つ
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
｡
｢わ
た

し
た
ち
二
人
が
神
の
祝
福
に
よ
っ
て
と
も
に
幸
せ
を
得
ら
れ
ま
す
よ

う
に
｣
と
い
う
所
-
は
'
そ
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
俄

悔
し
て
罪
の
許
し
を
乞
う
と
き
に
も
､
軸
と
向
き
合

っ
て
い
る
菊
子

の
心
の
中
に
あ
る
の
は
両
だ
け
で
な
-
､
師
武
が
大
き
な
位
置
を
占

め
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

帥
武
の
方
も
ま
た
菊
子
を
愛
す
る
こ
と

一
通
-
で
な
-
､
女
馨
を

目
指
す
彼
女
の
た
め
に
､
金
銭
の
援
助
を
し
た
-
'
岡
山
で
の
同
居

を
勧
め
た
-
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
は
､
菊
子
の
三
十
六
通
日
の
手
紙

に
お
い
て
'
師
武
自
身
も
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
た
こ
と
が
明
ら
か
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に
さ
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
菊
子
の
心
情
に
作
者
の
そ
れ
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
み
て
取
る
の
は
難
し
く
あ
る
ま
い
｡
異
国
の
地
で
学
ぶ
青

年
は
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
牌
乗
の
理
想

と
現
章
の
矛
盾
'
家
族
と
の
関
係
､
日
本
人
に
よ
る
蔑
視
､
性
の
悩

み
､
い
い
よ
う
の
な
い
孤
狽
感
な
ど
､
郁
達
夫
の
小
説

『沈
倫
』
の

主
人
公
の
苦
悩
は
､
程
度
の
差
は
あ
れ
､
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て

来
日
し
た
中
国
人
留
学
生
に
共
通
す
る
苦
悩
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡

ぼ
-
は
昔
時
本
昔
に

一
種
の
苦
さ
の
中
の
甘
さ
と
い
う
も
の

を
感
じ
て
い
た
の
で
す
｡
神
が
ぼ
-
を
憐
れ
ん
で
-
れ
､
気
の

合
う
良
き
友
人
が
亡
-
な
っ
た
の
を
見
て
'
し
と
や
か
な
心
の

友
を
送

っ
て
-
れ
t
は
-
の
室
虚
さ
を
埋
め
て
-
れ
た
と
思
い

⑨

ま
し
た
｡

郭
沫
若
に
と
っ
て
'
を
と
み
は
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
か
ら
生
じ
る
心

の

｢空
虚
さ
｣
を
埋
め
て
-
れ
る
､
た
い
へ
ん
大
き
な
存
在
で
あ

っ

た
｡
し
か
し
'
そ
の
を
と
み
を
岡
山
に
呼
ん
だ
あ
げ
-
妊
娠
さ
せ
て

し
ま
い
'
彼
女
が
希
望
し
て
い
た
女
馨
に
な
る
道
を
閉
ざ
し
た
う
え

に
'
食
う
や
食
わ
ず
の
貧
困
の
道
連
れ
に
し
て
家
計
の
や
-
-
-
や

子
ど
も
た
ち
の
世
話
な
ど
苦
労
を
さ
せ
て
し
ま

っ
た
こ
と
で
'
郭
沫

若
は
斬
心悦
の
念
'
罪
悪
感
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
だ
ろ
う
.
し
か
も
､
奴
に
妻
を
持

っ
て
い
る
こ
と
で
を
と
み

に
手
を
出
さ
な
い
自
信
を
持

っ
て
い
た
だ
け
に
､
感
受
性
の
強
い
若

き
詩
人
は
'
強
烈
な
自
責
の
念
に
と
ら
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
｡

ぼ
-
は
結
局
柔
弱
な
魂
に
自
信
を
も
ち
す
ぎ
て
い
ま
し
た
.

ぼ
-
た
ち
が
同
居
し
て
ま
も
な
-
へ
ぼ
-
の
魂
は
つ
い
に

一
敗

地
に
ま
み
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
ぼ
く
の
ア
ン
ナ
は
ぼ
く
の
手

⑲

で
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
す

｡

『落
葉
』
は
'
師
武
の
愛
を
希
求
す
る

1
万
で
自
ら
の
愛
に
よ
っ

て
師
武
の
前
途
に
不
良
な
る
影
響
を
輿
え
て
し
ま

っ
た
菊
子
の
罪
悪

感
と
､
誤
解
か
ら
菊
子
の
愛
に
歴
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
師
武

の
罪
悪
感
､
そ
し
て
そ
の
許
し
の
求
め
と
を
主
題
に
す
え
た
小
説
と

し
て
謹
ん
で
よ
い
｡
そ
の
前
年
に
書
い
た

『聖
者
』
'
『漂
流
三
部

曲
』
に
盛
-
込
ん
だ
愛
'
罪
'
許
し
'
救
い
'
及
び
再
生

へ
の
期
待

と
い
っ
た
テ
ー
マ
の
延
長
線
上
に
あ

っ
て
､
愛
と
､
愛
ゆ
え
に
生
じ

る
罪
'
そ
し
て
許
し
の
三
要
素
を

1
盾
大
き
-
扱

っ
た
の
が

『落

葉
』
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
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三

『落
葉
』
を
例
と
し
て
み
て
き
た
よ
う
に
'
郭
沫
若
は
キ
リ
ス
ー

敦
を
材
料
に
用
い
て
愛
と
購
罪
を
主
題
と
す
る
作
品
を
書
き
上
げ
た
｡

こ
こ
で
は
､
郭
沫
若
が
キ
リ
ス
ト
教
を
活
用
す
る
に
至
る
経
緯
､
す

な
わ
ち
彼
の
キ
リ
ス
ー
敦
受
容
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た

■ヽ
〇

し

六
高
時
代
に
知

っ
た
佐
藤
を
と
み
が
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
述

し
た
が
､
異
国
の
地
で
学
ぶ
誇
-
高
き
若
者
が
'
彼
を
と
-
ま
-
融

合
的
'
経
済
的
､
思
想
的
な
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
の
は
ぎ
ま
で
苦
し
み

悩
む
と
き
､
女
性
が
そ
う
し
た
苦
し
み
や
悩
み
を
た
と
え
暫
時
で
は

あ
っ
て
も
忘
れ
さ
せ
'
慰
め
て
-
れ
る
こ
と
は
あ
た
り
ま
え
に
あ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
｡
『沈
冷
』
や

『商
連
』
と
い
っ
た
郁
達
夫
の
小
説

の
主
人
公
は
'
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
に
行
き
詰
ま
-
傷
つ
い
た

精
神
を
女
性
の
愛
情
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
慰
め
よ
う
と
す
る
青
年

で
あ
る
｡
郭
沫
若
に
と
っ
て
は
'
『聖
者
』
･
『漂
流
三
部
曲
』
の
暁

芙
や

『落
葉
』
の
菊
子
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
を
と
み
が
そ
の
よ
う
な

存
在
で
あ
っ
た
｡
手
紙
を
と
-
交
わ
し
て
い
た
と
き
も
'
岡
山
で
同

部
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容

(中
)

居
し
て
か
ら
も
'
を
と
み
は
郭
に
キ
リ
ス
ト
教
の
話
を
し
て
聞
か
せ

た
だ
ろ
う
し
､
郭
も
ま
た
進
ん
で
キ
リ
ス
ト
教
を
学
ん
だ
｡

一
週
間
ほ
ど
が
す
ぎ
て
､
わ
た
し
が
よ
う
や
く
友
人
の
後
事

を
き
ち
ん
と
片
付
け
た
こ
ろ
､
ア
ン
ナ
が
友
人
の
レ
ン
ト
ゲ
ン

鴛
異
を
郵
送
し
て
き
て
-
れ
た
｡
そ
し
て
英
語
で
長
文
の
手
紙

を
-
れ
て
わ
た
し
を
慰
め
'
宗
教
の
上
か
ら
諦
念
の
数
え
に
つ

⑪

い
て
書
い
て
-
れ
た

｡

民
国
五
'
六
年
の
こ
ろ
は
'
ま
さ
に
わ
た
し
が
最
も
不
安
定

で
危
険
な
と
き
だ
っ
た
｡
自
殺
を
考
え
た
-
'
出
家
す
る
こ
と

を
考
え
た
-
し
た
こ
と
も
あ
る
｡
毎
日
'
荘
子
と
王
陽
明
と

『新
約
』
『膏
約
』
聖
書
と
を
日
課
と
し
て
謹
み
'
早
朝
と
夜

⑲

に
は
座
し
て
欺
想
し
た
も
の
だ
っ
た

｡

郭
沫
若
が
を
と
み
と
知
-
合

っ
た
の
は

1
九

一
六
年
の
夏
で
あ
り
'

岡
山
で
同
居
を
始
め
た
の
は
同
じ
年
の
暮
れ
か
ら
で
あ
っ
た
｡
そ
の

頃

｢最
も
不
安
定
で
危
険
な
｣
状
態
に
あ
っ
た
郭
沫
若
に
'
を
と
み

は
大
き
な
安
ら
ぎ
と
慰
め
を
も
た
ら
し
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
､

を
と
み
と
性
的
関
係
を
も
っ
て
し
ま
っ
て
以
降
､
郭
沫
若
の
繊
細
で

過
敏
な
精
神
は
ま
た
し
て
も
平
衡
を
失

っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
t
を
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と
み
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
聖
書
に
み
え
る
キ
リ
ス
ト
の
数
え
は
､

荘
子
や
王
陽
明
と
と
も
に
郭
沫
若
の
心
の
支
え
と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

六
高
時
代
の
郭
沫
若
は

一
方
で
タ
ゴ
ー
ル
に
陶
酔
L
t
そ
の
詩
を

⑬

囲
書
館
の
閲
覧
室
で
涙
を
流
し
な
が
ら
暗
記
し
て
い
た
と
い
う

｡

こ

う
し
た
宗
教
や
思
想
'
文
撃
は
'
郭
沫
若
に
あ

っ
て
相
互
に
衝
突
し

た
-
角
逐
し
た
-
す
る
こ
と
な
-
'
そ
の
時
ど
き
で
比
重
を
襲
化
さ

せ
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
適
度
な
均
衡
と
存
在
感
を
保

っ
て
共
存
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
｡
を
と
み
が
現
れ
る
前
に
は
､
王
陽
明
に
の
め
-

こ
み
す
ぎ
る
あ
ま
-
精
神
の
崩
壊
を
き
た
す
寸
前
に
ま
で
い
た
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
'
を
と
み
を
得
て
い
さ
さ
か
の
落
ち
着
き
を
取
り
戻

し
て
か
ら
は
'
あ
ら
た
め
て
王
陽
明
に
取
-
組
ん
で
'

一
九
二

一
年

⑩

に

『偉
大
な
精
神
生
活
者
王
陽
明

』

を
草
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の

中
で
王
陽
明
を
'
｢た
え
ず
自
我
を
摸
充
し
｣
'
｢た
え
ず
環
境
と
格

闘
し
た
｣
と
賞
賛
し
て
い
る
｡
六
高
時
代
の
郭
沫
若
も
ま
た

｢自
我

を
凍
充
し
｣
'
｢環
境
と
格
闘
｣
す
る
た
め
に
､
思
想
や
文
学
に
鎚

っ

た
の
で
あ

っ
た
｡

し
か
し
'
い
っ
て
み
れ
ば
'
そ
れ
ら
は

1
過
性
の
ブ
ー
ム
の
よ
う

な
も
の
で
あ
-
､
詩
人
の
感
受
性
を
も

っ
た
青
年
に
と

っ
て
､
精
神

崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
た
時
に
は
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
も
の
で
あ

っ
た

が
､
生
涯
に
渡

っ
て
郭
沫
若
と
い
う
作
家
の
本
質
を
規
定
す
る
要
素

と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
王
陽
明
と
同
じ
よ
う
に
'
キ
リ
ス

ト
教
も

一
時
は
心
の
擦
-
所
と
な
っ
た
が
'
不
安
定
で
移
-
気
で
常

に
新
た
な
も
の
を
求
め
る
郭
沫
若
に
お
い
て
､
キ
リ
ス
ト
教
は
次
第

に
汎
神
論
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
｡
そ
し
て

『落
葉
』
を
執
筆

し
た
頃
に
は
､
マ
ル
ク
ス
主
義
が
そ
の
比
重
を
増
し
て
-
る
に
し
た

が
っ
て
'
キ
リ
ス
ト
教
は
も
は
や
創
作
を
支
え
る
教
養
の

一
つ
に

な
っ
て
い
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

さ
き
に
タ
ゴ
ー
ル
に
梱
れ
た
が
､
郭
沫
若
の
詩
に
投
げ
か
け
ら
れ

て
い
る
タ
ゴ
ー
ル
の
影
響
を
見
出
す
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
｡

で
は
'
キ
リ
ス
ト
教
は
郭
沫
若
の
文
学
に
ど
の
よ
う
に
投
影
さ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
上
の
章
で
述
べ
た
よ
う
に
'

愛
と
頗
罪
と
を
表
現
す
る
際
の
背
景
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
い
え
る

の
だ
が
､
郭
沫
若
に
と

っ
て
'
キ
リ
ス
ト
教
は
を
と
み
と
聖
書
と
か

ら
の
み
受
容
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
大
正
時
代
の
膏
制
高
校
生
や
大

学
生
に
と

っ
て
'
思
想
と
並
ぶ
も
う

一
本
の
教
養
の
柱
で
あ
る
文
学

か
ら
､
タ
ゴ
ー
ル
を
受
容
し
た
よ
う
に
､
キ
リ
ス
ト
教
に
解
れ
る
機
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合
も
得
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ぎ
に
'
文
学
を
通
し
た
受
容
の
さ
ま

に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
｡

四

『三
乗
集
』
に
収
め
る
郭
沫
若
の
書
信
に
は
'
常
時
愛
護
し
た
文

学
に
つ
い
て
の
言
及
が
随
所
に
み
ら
れ
る
｡
ホ
イ
ッ
ー
マ
ン
や
シ
ェ

リ

ー

'
ハ
イ
ネ
な
ど
の
詩
が
引
か
れ
て
い
る
ほ
か
に
'
最
も
目
立
つ

の

は
や
は
り
ゲ
ー
テ
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
が
､
田
漠
に
宛
て
た
書

⑮信
に
は
､
有
島
武
郎
の
戯
曲

『サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
』
に
つ
い
て
論

じ
た
く
だ
り
が
み
え
る
｡
有
島
武
郎
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
影
響
を
大

き
く
受
け
た
作
家
で
あ
り
'
郭
沫
若
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
知
る
契
機

⑲

と
な
っ
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る

｡

郭
沫
若
が
有
島
武
郎
を
謹

む
よ
う
に
な

っ
た
経
緯
は
は
っ
き
-
し
な
い
け
れ
ど
も
､
九
州
帝
国

大
学
時
代
に
愛
護
し
て
い
た
こ
と
は

『創
造
十
年
』
の
記
述
か
ら
も

う
か
が
え
る
｡

大
学
二
年
'
ち
ょ
う
ど

『撃
燈
』
に
投
稿
し
始
め
た
頃
'
わ

た
し
は
何
と
い

う
こ
と
な
し
に
有
島
武
郎

の

『坂
道
者
』
を

⑰

買

っ
た
｡

郭
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容

(中
)

有
島
武
郎
は
キ
リ
ス
ー
教
の
信
者
で
も
あ

っ
て
'
作
品
に
は
キ
リ

ス
ー
敦
を
材
料
に
用
い
て
い
る
も
の
が
少
な
-
な
い
｡
｢何
と
い
う

こ
と
な
し
に
｣
と
言

っ
て
い
る
が
､
有
島
武
郎
が
大
正
時
代
に
人
気

の
あ

っ
た
作
家
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
-
､
キ
リ
ス
ト
教
の
色
彩

濃
い
作
品
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
'
こ
の
昔
時
の
郭
沫
若
を
引
き
つ

け
た
要
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

さ
て
､
『サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
』
に
つ
い
て
'
郭
沫
若
は
田
漠
宛

て
書
簡
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

昨
日
有
島
武
郎
氏
の

『三
部
曲
』
を
買

っ
た
｡
ぼ
-
は
彼
の

『サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
』
が
最
も
気
に
入
っ
て
い
る
｡
(中
略
)

手
紙
を
書
き
な
が
ら
目
を
つ
む

っ
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
み

る
と
､
眼
前
に
電
子
よ
り
も
も

っ
と
微
細
な
無
数
の
粒
子
が
動

き
回
っ
て
､
無
数
の

｢
-
-
-
-
-
｣
を
描
き
出
す
｡
ぼ
-
の

讃
後
の
印
象
は
あ
る
い
は
有
島
氏
が
こ
れ
を
書
い
て
い
た
と
き

の
賞
賛
の
心
理
か
も
し
れ
な
い
｡
き

っ
と
無
数
の
疑
問
符
を
生

じ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
-
-
描
鴛
し
た
の
は
壷
と
肉
の
激
戦

で
あ
り
'
誠
と
僧
の
角
逐
で
あ
り
t

Hdea-と
Rea-ityの
衝

突
で
あ
る
｡
彼
は
サ
ム
ソ
ン
を
壷
の
世
界
の
象
徴

と
し

､
デ
リ
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⑲

ラ

を
肉

の
世
界
の
象
徴
と
し
た
の
だ
｡

恐
る
べ
き
神
通
力
の
持
ち
主
で
あ
る
エ
ホ
バ
の
ナ
ザ
レ
人
サ
ム
ソ

ン
は
'
ペ
リ
シ
テ
人
の
女
性
デ
リ
ラ
の
誘
惑
に
負
け
て
秘
密
を
漏
ら

し
て
し
ま
い
'
神
通
力
を
失
い
盲
人
と
な
る
が
'
や
が
て
以
前
の
振

る
舞
い
を
悔
い
改
め
た
サ
ム
ソ
ン
に
は
し
だ
い
に
力
が
延
り
'
つ
い

に
は
ダ
ゴ
ン
の
宮
殿
を
倒
壊
さ
せ
て
し
ま
う
｡
母
親
に
俄
悔
の
表
白

を
す
る
場
面
で
'
サ
ム
ソ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
｡

私
は
力
を
覚
り
ま
し
た
｡
然
し
そ
の
力
を
ど
う
用
い
れ
ば
い

い
の
か
｡
今
の
今
ま
で
知
ら
ず
に
過
ご
し
て
い
ま
し
た
｡
私
は

嵯
き
ま
し
た
｡
倒
れ
ま
し
た
｡
輔
に
背
い
て
両
の
力
を
幾
度
邪

に
使
い
ま
し
た
ろ
う
｡
力
強
い
が
馬
め
に
却

っ
て
弱
-
'
気
高

い
が
馬
め
に
醜
か
っ
た
の
だ
私
は
｡
･･････
(中
略
)
私
の
エ
ホ

バ
に
犯
し
た
罪
は
深
い
｡
私
の
心
は
奥
底
か
ら
悔
俊
の
為
め
に

⑲

悶
え
な
や
み
ま
す

｡

郭
沫
若
は
こ
の
戯
曲
の
枠
組
み
を
自
ら
の
小
説
に
援
用
し
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
す
ぐ
れ
た
才
能
を
も
つ
青
年
男
子
が
'

目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
女
性
に
心
を
奪
わ
れ
て
､
そ
の
本
領
を
思
う

さ
ま
に
尊
捧
す
る
機
骨
を
も
て
な
い
懐
憶
を
抱
え
な
が
ら
'
空
し
-

日
々
を
お
-
る
と
い
う
設
定
は
､
ま
さ
に
官
費
留
学
生
で
あ
る
郭
沫

若
自
身
の
境
遇
そ
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
う
し
た
状
況
か
ら

の
脱
出
あ
る
い
は
再
生
を
描
い
た
の
が

『漂
流
三
部
曲
』
で
あ
-
､

女
性

へ
の
愛
に
殉
じ
る
道
を
描
い
た
の
が

『落
葉
』
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
そ
う
だ
｡
さ
き
に
挙
げ
た
田
漢
へ
の
書
簡
の
な
か
で
'

郭
沫
若
は
自
ら
を

｢サ
ム
ソ
ン
の
自
業
自
得
｣
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
｡

初
期
創
造
杜
の
､
『創
造
』
季
刊
な
ど
を
飾
っ
た
短
篇
小
説

が
､
昔
時
の
日
本
文
撃
の
い
わ
ば
主
流
だ
っ
た
短
篇
小
説
の
形

式
と
'
そ
の
形
式
の
背
後
に
あ
っ
た
'
｢自
分
の
事
｣
を
語
っ

た
短
篇
に
こ
そ
文
学
の
真
髄
が
あ
る
と
考
え
る
文
学
理
念
と
を
､

学
ん
だ
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

⑳

｢問
題
と
し
て
の
創
造
赦

｣

に
お
い
て
'
伊
藤
虎
丸
氏
が
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
､
初
期
創
造
融
は
'
そ
の
構
成
員
が
留
学
し
て
い
た
大

正
時
代
の
日
本
文
撃
の
影
響
を
大
き
-
受
け
て
い
る
｡
上
に
述
べ
た

『漂
流
三
部
曲
』
や

『落
葉
』
は
､
小
説
に
と
ど
ま
ら
ず
戯
曲
か
ら

も
ヒ
ン
I
を
得
て
大
正
時
代
の

｢文
学
理
念
｣
を
作
品
化
し
た
例
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

郭
沫
若
の
小
説
創
作
を
論
じ
ょ
う
と
す
る
と
き
､
大
正
文
学
と
の
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関
係
は
こ
の
よ
う
に
た
い
へ
ん
重
要
で
あ
る
が
､
そ
の

一
方
で
､

『創
造
』
季
刊
や

『創
造
週
報
』
に
と
も
に
作
品
を
蓉
表
し
た
創
造

赦
同
人
か
ら
あ
る
種
の
刺
激
を
輿
え
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡

中
島
み
ど
-
氏
に
よ
れ
ば
'
(郭
沫
若
は
)
｢初
期
は
あ
ら
ゆ
る

ジ
ャ
ン
ル
'
詩
'
戯
曲
'
評
論
'
(初
謀
も
)
い
ず
れ
に
も
意
欲
的
で

あ
っ
た
け
れ
ど
も
'
そ
の
中
で
の
小
説
の
地
位
は
決
し
て
小
さ
な
も

⑳

の
で
は
な
か
っ
た

｣
｡
初
期
の
創
造
融
で
小
説
を
も

っ
て
知
ら
れ
た

作
家
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
'
ま
ず
郁
達
夫
と
張
資
平
と
で
あ
ろ
う
｡

郁
達
夫
は
創
造
赦
叢
書
と
し
て
出
版
し
た

『沈
倫
』
で
話
題
を
よ
び
､

張
資
平
は
創
造
赦
結
成
以
前
に
す
で
に

『
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
水
』
を
馨

表
し
て
い
て
'
『創
造
』
季
刊
に
も

『両
の
子
た
ち
』
や

『愛
の
焦

鮎
』
な
ど
を
載
せ
て
い
た
｡
郭
沫
若
が
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
時
'

こ
の
二
人
の
同
人
を
意
識
し
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
キ
リ
ス

ト
教
に
つ
い
て
言
う
な
ら
､
郁
達
夫
は

『沈
倫
』
に
収
め
ら
れ
て
い

る

『商
連
』
で
'
病
気
療
養
の
た
め
に
房
総
半
島
を
訪
れ
て
キ
リ
ス

ト
教
信
者
の
家
で
聖
書
を
謹
ん
だ
り
､
ミ
サ
に
参
加
し
た
-
す
る
う

ち
に
'
日
本
人
女
学
生
に
好
意
を
も
つ
中
国
人
留
学
生
を
主
人
公
に

郭
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容

(中
)

し
て
い
る
｡
張
資
平
は
'
『創
造
』
季
刊
第

一
審
か
ら
第
二
巻
に
か

け
て
連
載
し
た

『神
の
子
た
ち
』
で
'
鎗
約
諾
牧
師
を
は
じ
め
と
す

る
散
骨
の
腐
敗
を
批
判
す
る

一
方
で
､
信
仰
に
よ
っ
て
祉
合
の
問
題

に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
敬
慶
な
信
者
を
措
い
て
も
い
る
｡

郭
沫
若
が
こ
の
二
人
に
任
し
て
キ
リ
ス
-
敦
の
小
説
を
書
こ
う
と

し
た
時
'
彼
ら
の
作
品
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
も
､
彼
ら
と
は
異
な

る
滞
日
の
特
色
を
出
そ
う
と
考
え
た
筈
で
あ
る
O
購
罪
と
再
生
の

テ
ー
マ
は
そ
の
よ
う
に
し
て
見
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
｡

そ
し
て
も
う

一
つ
'
張
資
平
は
こ
の
昔
時
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ

流
行
作
家
で
あ
っ
た
｡
沈
従
文
は
張
資
平
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い

る
｡

彼

(張
資
平
)
に
こ
う
し
て
そ
の
道
を
歩
ま
せ
た
の
は
､
『創

造
』
に
費
表
し
て
以
降
の
幾
つ
か
の
作
品
が
若
者
の
間
で
博
し

⑳

た
喝
宋
で
あ
っ
て
､
そ
の
昔
時
の
同
情
は
空
前
で
あ
っ
た
｡

い
さ
さ
か
穿
っ
た
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
'
郭
沫
若
は
'
流
行
作

家
張
資
平
の
武
器
で
あ
っ
た
懲
愛
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
自
ら
の
作
品

に
抹
-
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
讃
者
を
引
き
つ
け
よ
う
と
試
み
た
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と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

五

こ
れ
ま
で
郭
沫
若
個
人
に
即
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
と
小
説
へ

の
反
映
を
論
じ
て
き
た
が
'
郭
沫
若
が
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
た
時

代
の
文
蛮
界
あ
る
い
は
思
想
界
は
'
キ
リ
ス
ー
敦
に
ど
の
よ
う
な
態

度
で
臨
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
以
下
に
こ
の
鮎
に
つ
い
て
概
観
し

て
お
き
た
い
｡

1
九

一
八
年
に

『人
の
文
学
』
を
書
い
て
人
道
主
義
を
提
唱
し
た

周
作
人
は
'
そ
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
｡

人
造
主
義
を
説
き
､
人
類
を
愛
せ
よ
と
い
う
時
に
は
ま
ず
自

ら
が
人
と
し
て
の
資
格
を
も
ち
'
人
と
し
て
の
位
置
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
イ
エ
ス
は

｢隣
人
を
愛
す
る
こ
と
'
汝
を
愛

す
る
が
如
-
せ
よ
｣
と
い
っ
た
｡
ま
ず
自
分
を
愛
す
る
こ
と
を

知
ら
ず
し
て
'
ど
う
し
て

｢汝
を
愛
す
る
が
如
-
｣
に
他
人
を

⑬

愛
せ
る
だ
ろ
う
か

｡

周
作
人
は
さ
ら
に

『聖
書
と
中
国
文
学
』
で
'
｢現
代
文
撃
に
お

け
る
人
造
主
義
思
想
も
ほ
と
ん
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
か
ら
生
ま
れ

⑳

た
も
の
｣

と
述
べ
て
'
人
道
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
説
明
し

て
い
る
｡
五
四
時
期
の
文
学
に
封
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
の
大
き

さ
が
明
ら
か
に
見
て
と
れ
よ
う
｡

で
は
､
キ
リ
ス
ー
敦
の
影
響
と
し
て
具
髄
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡
陳
猫
秀
は

｢あ
ら
ゆ
る
宗
教

⑮

は
人
を
欺
-
偶
像
で
あ
る

｣

と
し
て
'
キ
リ
ス
ト
教
も
宗
教
と
し
て

は
排
撃
し
て
い
る
が
､
そ
の
倫
理
的
な
債
値
は
認
め
て
い
て
'

一
九

二
〇
年
に

『キ
リ
ス
ト
教
と
中
国
人
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い

る
｡

中
囲
文
化
の
源
に
美
的
'
宗
教
的
な
純
粋
の
情
感
が
放
け
て

い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
倫
理
的
な
道
義
が
情
感
と
か
け

離
れ
て
い
る
だ
け
で
な
-
'
情
感
の
表
現
を
中
心
と
す
る
文
学

で
さ
え
'
ほ
と
ん
ど
が
情
感
か
ら
離
れ
て
倫
理
的
で

(聖
人
を

尊
び
'
道
を
載
せ
る
)'
物
質
的
な

(功
績
を
記
し
､
不
遇
を
怨
み
'

淫
張
に
誘
う
)
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
｡
(中
略
)
わ
た
し
が
イ

エ
ス
の
崇
高
で
偉
大
な
人
格
と
熱
-
て
深
い
情
感
と
を
､
我
わ

れ
の
血
の
中
に
育
む
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
､
こ
う
し
た
理
由

⑳

に
よ
る
の
だ

｡
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陳
漏
秀
は
'
道
義
だ
け
で
な
-
文
学
ま
で
も
が
情
感
を
喪
失
し
て

し
ま

っ
て
い
る
現
状
を
指
摘
し
て
'
中
国
人
を
堕
落
か
ら
救
う
た
め

に
'
イ
エ
ス
の
人
格
と
情
感
と
を
導
入
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
が
'

そ
の
人
格
と
情
感
に
つ
い
て
更
に
踏
み
込
ん
で
三
鮎
の
提
示
を
行

な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
｢崇
高
な
犠
牲
の
精
神
｣
'
｢偉
大
な
寛
恕

の
精
神
｣
､
｢平
等
な
博
愛
の
精
神
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
三
つ

の

｢精
神
｣
は
'
陳
猫
秀
の
主
張
に
共
鳴
し
た
新
文
学
の
作
家
に

よ
っ
て
作
品
の
主
人
公
に
輿
え
ら
れ
'
具
膿
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

讃
者
の
前
に
次
つ
ぎ
に
姿
を
現
し
て
-
る
の
で
あ
る
｡
さ
き
に
引
い

た
周
作
人
の
人
道
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
も
'

こ
の
陳
猫
秀
の
主
張
と
関
連
す
る
も
の
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

も

っ
と
も
'
五
四
時
期
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
封
す
る
反
擬
も
少
な

か
ら
ず
あ
っ
た
｡

一
例
を
拳
げ
て
お
こ
う
｡
王
光
所
ら
フ
ラ
ン
ス
留

学
生
を
圭
憶
に
結
成
さ
れ
た
少
年
中
国
学
舎
で
は
'

1
九
二
〇
年
に

曾
埼
の
提
案
を
承
け
て
'
宗
教
信
仰
を
持
つ
者
に
つ
い
て
は
人
骨
を

認
め
ず
'
ま
た
鑑
に
曾
貝
で
あ
る
者
に
は
退
合
を
求
め
る
方
針
を
打

ち
出
し
た
｡

こ
れ
に
射
し
て
'
同
合
食
員
で
あ
-
日
本
に
留
学
中
で
あ
っ
た
田

郭
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容

(中
)

漠
は
'
た
だ
ち
に
抗
議
を
表
明
し
て
曾
埼
に
長
文
の
手
紙
を
書
き

送
っ
て
い
る
｡
田
漠
は
そ
の
中
で
'
ま
ず

｢信
仰
の
自
由
は
臨
時
憲

法
で
も
う
た
わ
れ
て
い
る
｡
宗
教
信
仰
と
物
質
生
活
'
精
神
生
活
は

鼎
立
し
て
相
互
に
補
い
､
相
互
に
調
和
す
る
も
の
だ
｣
と
切
-
出
し
'

さ
ら
に

｢キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
者
が
キ
リ
ス
ト
の
精
神
を
よ
-
催

し
て
'
少
年
中
国
主
義
を
賓
行
し
こ
れ
を
宣
俸
す
る
時
'
い
っ
た
い

宗
教
信
仰
が
少
年
中
国
に
ど
の
よ
う
な
害
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う

か
｣
と

述
べ
て
'
キ
リ
ス
ト
の
精
神
の
有
益
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
｡

そ
し
て
手
紙
の
後
半
で
は
自
身
の
こ
と
に
も
解
れ
て
次
の
よ
う
に
い

1つ
○

わ
た
し
と

(慕
)
白
華
と
が
汎
神
敦
の
信
者
で
あ
る
こ
と
は

ご
承
知
の
こ
と
で
あ
-
ま
し
ょ
う
が
'
わ
た
し
は
近
頃

B
ib
.

-ica〓
iterature
の
研
究
も
し
て
お
-
'
と
て
も
気
に
入
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
L
t
c
h
r
is
t

の
偉
大
で
気
高

い
人

⑳

格
を
些
か
愛
し
て
も
お
り
ま
す

｡

賓
際
の
創
作
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
を
取
-
入
れ
た
作
品
を
ほ

⑳

と
ん
ど
書
い
て
い
な
い
田

漢
で
あ
る
が
'
さ
き
の
手
紙
の
末
尾
で
'

自
ら
の
部
屋
に
は
ゲ
ー
テ
や
-
ル
ス
ト
イ
な
ど
の
他
に
イ
エ
ス
の
肯
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像
も
掛
け
て
あ
っ
て
､

心
穏
や
か
で
な
い
時
に
は
イ
エ
ス
の

｢u
n
.

speakab
-e
な
態
度
｣
が
し
ば
し
の
安
ら
ぎ
を
輿
え
て
-
れ
る
こ
と

も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
郭
沫
若
と
と
も
に

『三
乗
集
』
を
刊
行
し
､

創
造
柾
を
結
成
し
た
田
漠
の
キ
リ
ス
ト
教
に
封
す
る
こ
う
し
た
積
極

的
と
も
い
え
る
姿
勢
は
､
大
正
時
代
に
日
本
に
留
学
し
た
中
国
知
識

青
年
の
西
洋
文
化
受
容
の
1
つ
の
典
型
を
示
し
て
い
る
と
み
て
い
い

だ
ろ
う
｡
郭
沫
若
が
キ
リ
ス
ト
教
を
抵
抗
な
-
受
け
入
れ
て
'
自
ら

の
崩
壊
し
そ
う
な
精
神
の
支
え
と
し
た
-
'
創
作
の
材
料
と
し
て
採

-
入
れ
た
-
し
た
の
も
､
こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
自
然
に
行
な
わ

れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ

っ
た
｡

六

さ
き
に
引
い
た
よ
う
に
､
陳
猫
秀
は
イ
エ
ス
の
人
格
を
中
国
人
の

血
の
中
で
育
む
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
'
そ
の
人
格
の
要
素
と
し

て
具
標
的
に
三
鮎
を
挙
げ
て
い
る
が
'
キ
リ
ス
ト
教
の
色
彩
を
色
濃

-
帯
び
る
郭
沫
若
の
小
説
は
､
同
時
代
の
文
学
の
中
で
ど
の
よ
う
な

位
置
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡
以
下
に
概
観
し
て
ま

と
め
に
代
え
る
こ
と
と
す
る
｡

魯
迅
は
'
『復
讐

(そ
の
二
)』
で
キ
リ
ス
-
受
難
の
場
面
を
借
り

て
'
民
の
馬
に
蓋
-
そ
う
と
し
な
が
ら
他
な
ら
ぬ
そ
の
民
の
手
で
庭

刑
さ
れ
る
精
神
界
の
戦
士
の
苦
痛
と
悲
し
み
'
そ
し
て
民
に
野
す
る

彼
の
憐
れ
み
と
呪
誼
と
を
措
い
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
､
丸
山
昇

氏
は

｢軍
に
外
来
の
宗
教
の
説
話
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
-
'
自
分

の
内
面
に
あ
る
種
の
つ
な
が
-
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
イ
エ
ス
を
描

⑳

い
て
い
る
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

｡

こ
れ
は
'
い
か
に
も
魯
迅
ら
し

-
壁
形
を
施
し
て
は
い
る
も
の
の
'
陳
濁
秀
の
い
う

｢崇
高
な
犠
牲

の
精
神
｣
を
扱

っ
た
作
品
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡

他
方
'
自
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
あ
っ
た
泳
心
は
'
『超
人
』

で
厭
世
者
の
心
に
沌
み
こ
ん
で
い
-
母
親
の
愛
を
'
『最
後
の
安

息
』
で
責
め
さ
い
な
ま
れ
る
童
養
娘
の
心
を
支
え
る
女
性
の
愛
を
措

-
な
ど
'
そ
の
小
説
や
詩
の
中
で
愛
を
謡
い
あ
げ
た
｡
『棟
心
』
で
'

家
族
を
愛
し
家
族
の
た
め
に
蓋
-
す
母
親
や
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
の

た
め
に
生
涯
を
捧
げ
る
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
を
措
い
た
蘇
雪
林
も
泳
心

と
同
じ
-
'
｢平
等
な
博
愛
の
精
神
｣
を
作
品
に
膿
現
し
た
作
家
で

あ
っ
た
｡

や
は
-
キ
リ
ス
ー
敦
信
者
で
あ
っ
た
許
地
山
は
､
『商
人
の
妻
』
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で
'
夫
の
手
で
イ
ン
ド
商
人
に
責
-
飛
ば
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

イ
エ
ス
の
数
え
に
よ
っ
て
廉
い
心
で
夫
を
許
す
妻
を
､
『巣
を
つ
-

る
蜘
妹
』
で
'
夫
に
刺
さ
れ
て
傷
を
負
わ
さ
れ
て
も
､
三
年
の
時
を

経
て
改
心
し
た
夫
が
許
し
を
乞
う
と
'
穏
や
か
に
そ
れ
を
受
け
入
れ

る
妻
を
塑
像
し
て
い
る
｡
許
地
山
の
テ
ー
マ
の
一
つ
は

｢寛
恕
の
精

神
｣
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
､
五
四
以
降
'
中
国
文
学
は
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
題

材
と
し
て
積
極
的
に
採
り
入
れ
て
'
犠
牲
や
愛
に
よ
る
救
い
'
許
し

と
い
っ
た
物
語
を
生
み
出
し
て
き
た
｡
こ
う
し
た
新
た
な
動
き
の
中

で
'
創
造
社
の
作
家
た
ち
は
'
青
年
男
女
の
愛
を
中
心
に
す
え
､
そ

れ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
色
彩
を
施
す
手
法
を
多
-
採
用
し
て
い
る
｡
し

ば
し
ば
敦
倉
の
偽
善
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で
知
ら
れ
る
張
資
平
も
'

魔
女
作
の

『
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
水
』
で
は
'
子
を
季
ま
せ
て
し
ま
っ
た

日
本
人
の
娘
の
勧
め
に
し
た
が
っ
て
敦
倉
に
出
か
け
神
の
許
し
を
乞

う
中
国
人
留
学
生
を
主
人
公
に
し
て
い
る
｡
郭
沫
若
も
ま
た

『聖

者
』
や

『岐
路
三
部
曲
』
'
『落
葉
』
に
お
い
て
'
愛
と
許
し
､
そ
し

て
再
生
を
テ
ー
マ
に
据
え
た
｡
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
探
-
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
中
図
の
文
学
は
人
の
内
面
に
焦
鮎
を
あ
て
て
そ

郭
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
-
敦
の
受
容

(中
)

の
豊
か
な
情
感
を
様
ざ
ま
に
描
き
出
す
方
法
の
1
つ
を
獲
得
し
'
近

代
文
学
と
し
て
の
内
容
を
次
第
に
確
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
｡

し
か
し
'
郭
沫
若
は
次
第
に
そ
の
垂
心
を
革
命
文
学
に
移
し
て
い

き
､
キ
リ
ス
ト
教
に
封
す
る
態
度
も
異
な
る
も
の
に
な
る
｡
廉
州
に

移
-
'
政
治
部
宣
博
科
長
と
し
て
北
伐
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る

一

⑳

九
二
六
年
に
は
､
『革
命
と
文
学
』
を
費
表
し
て

｢無
産
階
級

へ
の

同
情
を
表
現
し
､
同
時
に
ロ
マ
ン
主
義
に
反
抗
す
る
｣
革
命
文
学
を

提
唱
し
'
翌
二
七
年
の
四

二

二
ク
ー
デ
タ
ー
の
後
に
は
短
篇

『
一

⑪

本
の
手
』
を
書
い
た
｡
そ
の
中
で
､
郭
沫
若
は
盲
目
の
老
人
李
雁
の

口
を
借
-
て
､
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を

｢金
持
ち
の
守
護
神
｣
'
｢金
持

ち
の
番
犬
｣
と
批
判
し
て
い
る
｡
こ
う
し
て
'
キ
リ
ス
ト
教
は
､
も

は
や
イ
エ
ス
の
人
格
と
情
感
を
移
植
し
て
近
代
人
の
自
我
を
形
成
L
t

表
現
す
る
馬
の
も
の
で
は
な
く
な
-
､
隙
あ
ら
ば
中
国
を
侵
食
せ
ん

と
う
か
が
う
財
狼
の
如
き
侵
略
者
に
逆
戻
-
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

註①

詩
で
は
'
『女
神
』
に
収
め
る

｢鳳
風
浬
架
｣
に
複
活
を
モ
チ
ー
フ

と
し
た
表
現
'
｢創
造
工
程
之
第
七
日
｣
(『創
造
週
報
』
第

一
鍍

一
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九
二
三
年
五
月

丁
三
日
)
に
創
世
神
話
を
も
と
に
し
た
表
現
が
見
ら
れ

る
の
が
目
に
つ
-
-
ら
い
で
'
そ
れ
以
外
に
キ
リ
ス
-
敦
の
影
響
を
見

て
と
れ
る
作
品
を
挙
げ
る
の
は
難
し
い
｡

②

郭
沫
若
の
早
期
の
小
説
を
ど
の
よ
う
に
分
類
し
整
理
す
る
か
に
つ
い

て
は
へ
中
島
み
ど
-
氏
の
論
文

『郭
沫
若
の
小
説
-

一
九
二
〇
年
代

を
中
心
に
-

』
(
『入
夫
教
授

･
小
川
教
授

退
休
記
念
中
囲
文
学
語

学
論
集
』

京
都
大
学
文
学
部
中
国
語
学
中
国
文
学
研
究
室

1
九
七

四
年
)
に
精
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
近
年
で
は
､
武
継
平

『異

文
化
の
な
か
の
郭
沫
若
-

日
本
留
学
の
時
代
』
(九
州
大
学
出
版
含

二
〇
〇
二
年
)
が
'
中
島
氏
の
論
に
基
本
的
に
依
接
し
な
が
ら

｢自
叙

情
小
説
｣
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡

③

末
尾
に
一
九
二
四
年
二
月
二
二
日
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
尊
表
は

『創

造
週
報
』
第
四
二
親

(
一
九
二
四
年
三
月
二
日
)0

④

『岐
路
』
は
末
尾
に
二
月
十
七
日
と
記
さ
れ
て

『創
造
週
報
』
第
四

十

一
旗

(二
月
二
四
日
)
に
'
『煉
獄
』
は
三
月
七
日
夜
と
記
さ
れ
て

同
第
四
十
四
鋸

(三
月

一
六
日
)
に
'
『十
字
架
』
は
三
月
十
八
日
と

記
さ
れ
て
同
第
四
十
七
髄

(四
月
五
日
)
に
収
載
さ
れ
て
い
る
｡

⑤

『東
方
雑
誌
』
第
二
二
巻
第

一
八
親
か
ら
第
二
二
親
ま
で
四
回
に
分

け
て
連
載
さ
れ
､
二
六
年
に
創
造
杜
出
版
部
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
｡
前
書
き
の
末
尾
に
は

｢
一
九
二
五
年
四
月
二
日
｣
と
記
さ
れ

て
い
る
｡
こ
の
作
品
か
ら
の
引
用
は

『郭
沫
若
全
集

･
文
学
篇
』
第
九

巻

(人
民
文
学
出
版
社

1
九
八
五
年
)
に
よ
る
o

⑥

『三
乗
集
』
所
収
の
郭
沫
若
か
ら
田
漠
へ
の
民
団
九
年
二
月

一
五
日

付
け
書
信

(
『郭
沫
若
全
集

･
文
学
篇
』
第

一
五
巻
)
｡

⑦

『略
爾
美
産
姑
娘
』
(
『東
方
雑
誌
』
第
l
≡

巻
第

四
髄

一
九
二
五

年
二
月
)0

⑧

中
島
み
ど
-
前
掲
論
文
｡

⑨

同
⑥
｡

⑲

同
⑥
｡

⑪

同
⑥
｡

⑫

『太
夫
鬼
乗
華
的
我
見
』
(
『創
造
週
報
』
第
二
十
三
壊

'j
九
二
三

年
十
月

一
四
日
)0

⑬

同
⑫
｡

⑲

一
九
五
七
年

『沫
若
文
集
｣
に
収
め
る
際
に

『王
陽
明
頑
質
』
と
改

題
さ
れ
た
｡
引
用
は

『郭
沫
若
全
集

･
歴
史
篇
』
第
三
巻
に
よ
る
｡

⑮

民
団
九
年
三
月
六
日
付
け
書
信
｡

⑲

鈴
木
義
昭

『郭
沫
若

『女
神
』
と
ホ
イ
ッ
ー
マ
ン
ー

有
島
武
郎
を

軸
と
し
て
-

』
(早
柘
田
大
学

『中
園
古
典
研
究
』
第
二
十
鍍

一

九
七
五
年
)
は
'
有
島
の
郭
に
野
す
る
貢
献
と
し
て
､
ホ
イ
ッ
-
マ
ン

を
紹
介
し
た
こ
と
'
お
よ
び
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
通
じ
て
郭
の
新
詩
に
豊

穣
を
も
た
ら
し
た
こ
と
t
の
二
鮎
を
馨
げ
て
い
る
｡

⑰

『創
造
十
年
』
(
『郭
沫
若
全
集

･
文
筆
篇
』
第

山
二
審

人
民
文
学

出
版
社

一
九
九
二
年
)0

⑲

同
⑮
｡

⑲

有
島
武
郎

『サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ
』
第
三
幕

(
『有
島
武
郎
全
集
』

第
四
巻
､
新
潮
社
'

一
九
二
九
年
)
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⑳

伊
藤
虎
丸

『問
題
と
し
て
の
創
造
祉
-

日
本
文
嬰
と
の
関
係
か

ら
』
(
『創
造
敢
研
究
』
所
収
､
『創
造
資
料
』
別
巻
'
ア
ジ
ア
出
版
へ

一
九
七
九
年
)

㊧

中
島
み
ど
-
前
掲
論
文
｡

㊧

甲
辰

(沈
従
文
)
『郁
達
夫
張
資
平
及
其
影
響
』
(
『新
月
』
第
三
巻

第

1
期

一
九
三
〇
年
三
月
十
日
)

⑳

周
作
人

『人
的
文
学
』
(
r新
青
年
』
第
五
巻
第
六
戟

l
九

l
八
年

一
二
月

一
五
日
)

㊧

周
作
人

『聖
書
輿
中
国
文
学
』
(
一
九
二
〇
年
燕
京
大
撃
に
お
け
る

講
演
｡
講
演
原
稿
の
掲
載
は

『小
説
月
報
』
第
1
二
審
第

1
髄

一
九

二
1
年

1
月
十
日
)

⑮

陳
濁
秀

『偶
像
破
壊
論
者
』
(
『新
青
年
』
第
五
巻
第
二
髄

!
九

l

八
年
八
月

一
五
日
)

⑳

陳
濁
秀

『基
督
敦
輿
中
国
人
』
(
『新
青
年
』
第
七
巻
第
三
鋸

1
九

二
〇
年
二
月

1
日
)

⑳

田
漠

『少
年
中
国
輿
宗
教
問
題
-

致
曾
慕
韓

一
封
信
』
(
『少
年
中

国
』
第
二
巻
第
八
期

一
九
二

1
年
)'
引
用
は

『田
漠
全
集
』
第

一

八
巻

(花
山
文
蛮
出
版
社

二
〇
〇
〇
年
)
に
よ
る
｡

⑳

T
九
二
〇
年
に
書
き
､
同
年
東
京
有
楽
座
に
お
い
て
上
演
し
た
話
劇

『重
光
』
で
は
'
キ
リ
ス
ト
教
が
人
に
生
き
る
勇
気
と
力
を
輿
え
る
様

を
描
い
た
が
'
打
っ
て
蟹
わ
っ
て
一
九
二
二
年

『創
造
』
季
刊
第

一
巻

第
二
期
に
馨
表
し
た
話
劇

『午
飯
之
前
』
で
は
'
激
し
い
努
働
争
議
の

さ
な
か
に
あ
っ
て
無
力
な
キ
リ
ス
-
敦
を
批
判
し
て
い
る
｡

郭
沫
若
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
敦
の
受
容

(中
)

⑳

丸
山
昇

『中
国
現
代
文
撃
に
お
け
る
キ
リ
ス
ー
敦
』
(丸
山
昇

･
大

木
昭
男
共
篇

『民
族

･
宗
教
と
世
界
文
学
｣
創
樹
社

二
〇
〇

一
年
)

⑲

『革
命
輿
文
学
』
(
『創
造
月
刊
』
第

一
巻
第
三
期

一
九
二
六
年
五

月

一
六
日
)｡

㊧

『
一
隻
手
』
は

『創
造
月
刊
』
第

一
巻
第
九
期

二

九
二
八
年
二
月

一
日
)
か
ら
第

二

期

(同
五
月

一
日
)
ま
で
三
回
に
分
け
て
連
載
｡


