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内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」

原　
　
島
　
　
　
　
正

　内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
年
ー
一
九
三
〇
年
）
は
近
代
日
本
の
生
ん
だ
偉
大
な
る
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
。
一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
年
）

の

所
謂
「

第
＝
筒
等
中
学
校
不
敬
事
件
」
の
当
事
者
、
そ
し
て
日
露
戦
争
を
前
に
し
て
非
戦
論
を
唱
え
た
社
会
評
論
家
と
し
て
、
そ
の
名

は広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
の
直
裁
簡
明
な
文
章
は
、
多
く
の
読
者
を
魅
了
す
る
に
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
丈
章
家
と
し
て

も
一
流
で
あ
る
。
そ
の
丈
章
は
「
現
代
国
語
」
の
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
か
つ
、
内
村
は
自
然
科
学
、
こ
と
に
水
産
学
方

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

面
の

先
駆
者
であ
っ
た
。

　
たし
か
に
内
村
は
、
社
会
評
論
家
と
し
て
、
科
学
者
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
得
る
が
、
な
ん
と
言
っ
て
も
、
彼
は
宗
教
者
で
あ
る
。
宗

教
者
内
村
が
同
時
に
社
会
評
論
家
で
あ
り
、
水
産
学
に
関
す
る
先
駆
的
学
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
内
村
を
し
て
独
創
性
に
満
ち

た
人
物と
為
し
、
今
日
注
目
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　内
村
は
道
元
、
法
然
、
親
驚
と
並
ぶ
目
本
が
生
ん
だ
偉
大
な
る
宗
教
家
の
一
人
で
あ
る
。
道
元
等
が
、
印
度
・
中
国
の
仏
教
を
し
て
日

本
の
宗
教
、
日
本
の
仏
教
と
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
仏
教
徒
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
内
村
は
、
西
洋
丈
明
の
母
胎
と
も
言
う
べ
き
キ

リ
ス
ト
教
を
日
本
の
宗
教
、
日
本
の
基
督
教
と
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
基
督
教
徒
で
あ
っ
た
。
内
村
自
身
、
自
分
の
使
命
を
日
本
人
に
よ

る
、
目
本
人
の
た
め
の
基
督
教
布
教
に
見
い
出
し
て
い
た
。
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○
若し
此
誌
が
此
国
に
於
て
何
に
か
永
久
的
の
善
事
を
為
し
た
と
す
れ
ば
、
夫
れ
は
此
事
で
あ
る
、
即
ち
、
日
本
国
に
於
て
キ
リ
ス
ト
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む

の

福
音
を

伝
ふる
に
、
教
会
や
外
国
宣
教
師
に
頼
る
の
何
の
必
要
も
無
い
と
云
ふ
事
で
あ
る
、
我
等
は
神
に
の
み
頼
り
て
福
音
を
伝
て

之
を
日
本
人
固
有
の
も
の
と
な
す
事
が
出
来
る
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
は
外
よ
り
移
植
さ
れ
た
る
者
に
あ
ら
ず
し
て
、
内
よ
り
生
れ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と

者
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
は
余
輩
の
持
論
で
あ
る
、
而
し
て
此
誌
は
最
も
小
さ
き
者
な
り
と
盤
も
純
粋
な
る
日
木
の
産
で
あ
る
、
之
に

教
会と
宣
教
師
と
は
何
の
与
か
る
所
は
無
っ
た
、
此
誌
に
依
て
キ
リ
ス
ト
に
導
か
れ
し
者
は
神
が
直
接
に
日
本
人
の
手
を
以
て
己
れ
に

導き
給
ひ
し
者
で
あ
る
、
而
し
て
此
誌
を
以
て

　
余
は

外国
宣
教
師
に
何
の
頼
る
所
な
く
し
て
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
日
本
国
に
伝
へ
ん

と
の
余
輩
が
三
十
三
年
前
、
北
海
道
札
幌
に
於
て
懐
き
し
希
望
の
一
部
分
が
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
（
傍
点
原
丈
。
　
「
今
昔
の
感
」

『

聖
書
之
研究
』
一
二
四
号
一
九
一
〇
年
十
月
）
。

　
此
誌と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
内
村
が
一
九
〇
〇
年
九
月
に
第
一
号
を
発
行
し
、
一
九
三
〇
年
四
月
第
三
五
七
号
を
も
っ
て
終
刊
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
『

聖
書
之
研究
』
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
十
月
発
行
の
一
二
四
号
は
、
第
一
号
発
行
後
、
ま
る
十
年
を
経
過
し
た
記
念
号
で
あ
る
。
内

村
は
そ
の
十
年
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
以
上
の
よ
う
な
感
慨
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
内
村
は
日
本
人
の
手
に
よ
る
外
国
宣
教
師
に
頼
ら
な
い
基
督
教
の
布
教
を
志
し
、
そ
れ
を
実
践
し
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は決
し
て
、
基
督
教
の
本
質
を
歪
め
て
ま
で
日
本
に
適
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　内
村
は
森
有
正
氏
が
的
確
に
表
現
し
た
よ
う
に
、
　
「
原
型
的
人
間
」
で
あ
る
。
内
村
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
原
型
を
生
き
た
人
物
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
内
村
が
聖
書
の
思
想
を
そ
の
中
心
の
と
こ
ろ
で
把
握
し
、
論
述
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
内
村
は
聖
書
の
中
心

　
　
内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
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二
八

的
思
惟
に
深
く
根
を
お
ろ
し
た
真
理
を
、
社
会
思
想
、
科
学
思
想
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
。
と
言
う
よ
り
も
、
内
村
は
、
聖
書
に
示
さ
れ

た真
理
、
そ
れ
は
、
社
会
思
想
、
科
学
思
想
に
お
い
て
も
同
じ
く
真
理
と
し
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
に
示
さ
れ
て
い
る
と
確
信

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
内
村
は
単
に
聖
書
研
究
者
と
し
て
で
は
な
く
、
近
代
日
本
に
お
け
る
独
自
の
思
想
家
と
し
て
、
今
日
注

目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
そ

れ
では
、
内
村
が
聖
書
か
ら
学
び
、
か
つ
社
会
思
想
、
科
学
思
想
に
お
い
て
も
見
い
出
し
た
真
理
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
ひ
と

　
　
　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

つと
し
て
「
身
体
の
救
い
」
へ
の
信
仰
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
身体
の
問
題
は
パ
ウ
ロ
の
神
学
に
お
い
て
「
要
石
」
　
（
か
な
め
い
し
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
内
村
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

あ
る
。
身
体
の
問
題
は
、
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
、
近
々
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
身体
の
問
題
に
つ
い
て
も
内
村
は
目
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
思
想
史
に
あ
っ
て
、
先
駆
者
で
あ
っ
た
。

1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

内
村
の
身
体
観
は
パ
ウ
ロ
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
肉
（
q
魯
嚇
）
と
身
体
（
q
勘
ミ
）
と
を
区
別
し
て
使
用
し
て
い
る
。
内
村

の

表現
に
よ
れ
ば
、
肉
は
「
身
体
を
囲
続
せ
る
外
包
」
で
あ
り
、
「
之
眼
を
以
て
見
、
手
を
以
て
触
れ
得
べ
き
部
分
で
あ
る
」
。
そ
れ
に
た

いし
て
、
身
体
は
肉
の
内
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
「
肉
若
し
体
な
ら
ぽ
身
は
体
の
精
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
肉
は
時
い
た
る
な
ら
ば
、
神
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や

よ
っ
て
滅
ぶ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
身
体
は
、
「
永
久
に
存
ち
得
る
の
で
あ
る
」
。
身
体
は
、
「
主
の
来
り
て
住
み
給
ふ
所
、
『
聖
霊
の
殿
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

であ
る
」
。
さ
ら
に
「
身
は
復
活
せ
し
め
ら
る
る
の
で
あ
る
」
。
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1
2
）

　
基督
教
は
霊
魂
の
不
滅
で
は
な
く
、
身
体
の
復
活
を
説
く
と
こ
ろ
に
、
特
色
が
あ
る
。
こ
の
点
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
が
、
　
「
基
督
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バ
レ
ユ
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ユ
ニ
テ
じ

教
は
希
強
哲
学

（近
世
哲
学も
亦
然
り
）
の
や
う
に
霊
肉
両
性
の
個
々
別
々
の
存
在
を
認
め
な
い
、
基
督
教
は
人
生
の
渾
｝
を
主
張
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ

人
の肉
体
が
死
ん
で
霊
魂
が
生
く
る
の
で
は
な
い
、
人
は
新
ら
し
き
体
を
以
て
再
び
生
く
べ
き
者
で
あ
る
、
霊
魂
の
無
い
人
の
無
い
や
う

に体
の
無
い
人
と
て
有
る
べ
き
で
は
な
い
、
人
は
若
し
救
は
れ
る
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
霊
肉
両
つ
な
が
ら
同
時
に
救
は
れ
る
べ
き
筈
の
者

　
　
（
1
3
）

であ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　内
村
の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
霊
と
と
も
に
、
身
体
が
救
わ
れ
て
、
救
い
は
完
成
す
る
。
何
故
な
ら
ぽ
、
　
「
救
抵
と
は
何
ぞ
、
曰
く
霊
魂
と

　
　
　
　
O
　
O
　
O
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た

共
に
する
身
体
の
救
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
霊
の
救
い
は
完
全
な
る
救
い
の
端
緒
で
あ
る
。
　
「
我
等
は
今
は
霊
の
質
即
と
見
本
を
受
け

　
　
　
（
1
6
）

たる
の
み
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ

　
　霊
の
救
ひ
は
既
に
此
世
に
於
て
始
ま
っ
た
。
而
し
て
来
世
に
於
て
身
体
の
救
ひ
が
行
は
る
る
の
で
あ
る
、
人
格
は
霊
と
体
と
よ
り
成

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
と
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　る
、
霊
と
体
と
両
な
が
ら
救
は
れ
て
救
ひ
は
完
成
せ
ら
る
玉
の
で
あ
る
。
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す
く
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

　
別
の

論文
で
内
村
は
「
身
体
が
救
は
れ
ず
し
て
救
極
は
半
途
に
し
て
終
る
」
と
述
べ
、
「
身
体
の
救
握
は
小
事
で
は
な
い
大
事
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　

と
言
う
。
そ
の
理
由
は
、
内
村
に
ょ
れ
ば
、
人
格
が
霊
と
身
体
と
か
ら
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
人格
は
霊
と
体
と
で
あ
る
、
霊
の
み
で
は
な
い
、
又
体
の
み
で
は
な
い
、
霊
が
体
に
伴
ふ
て
完
全
な
る
人
格
が
あ
る
の
で
あ
る
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
の如
く
霊
の
み
を
救
は
れ
て
救
極
は
完
全
か
ら
ず
、
霊
と
共
に
体
が
救
は
れ
て
完
全
き
救
極
が
あ
る
の
で
あ
る
。

基
督教
は
一
元
論
な
の
か
、
二
元
論
な
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
古
く
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
内
村
に
よ
れ
ぽ
、
基
督
教
は

内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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（
2
0
）

「

理
想と
し
て
は
一
元
論
で
あ
る
が
実
際
と
し
て
は
二
元
論
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
た
し
か
に
、
私
達
が
霊
で
あ
り
、
同
時
に
身
体
で
あ

る
の
は
二
元
論
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
終
末
に
お
い
て
、
両
者
は
と
も
に
救
い
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
、
二
元
論
は
＝
兀
論
と
な
る
。
そ

こ
に
基
督
信
者
の
望
み
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宇
宙
に
も
妥
当
す
る
。

　
　
も
の
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
た
だ
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
物
が
あ
る
、
心
が
あ
る
、
唯
物
ば
か
り
で
は
な
い
、
唯
心
ぼ
か
り
で
は
な
い
、
宇
宙
は
物
と
心
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
，

　内
村
に
よ
れ
ば
、
　
「
真
理
は
円
形
に
非
ず
楕
円
形
で
あ
る
。
一
個
の
申
心
の
周
囲
に
画
か
る
べ
き
者
に
非
ず
し
て
二
個
の
中
心
の
周
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
画
かる
べ
き
者
で
あ
る
」
。
そ
の
こ
と
を
「
哲
学
的
に
云
へ
ば
物
と
霊
と
が
あ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
万
物
悉
く
物
な
り
と

云
ひ
」
て
霊
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
も
、
逆
に
「
万
物
を
霊
と
見
」
て
、
物
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
つ
ぼ

に真
理
は
二
元
的
で
あ
る
か
ら
、
円
満
に
万
物
を
解
決
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
様
々
の
「
患
難
の
坤
蝸
」
に
な
げ
入
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
宇
宙
は
、
こ
の
物
と
霊
と
の
葛
藤
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
迎
え
、
完
成
へ
と
到
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宇

宙
の
完
成
の
と
き
に
、
私
達
人
類
の
完
全
な
る
救
い
、
す
な
わ
ち
身
体
の
救
い
も
実
現
す
る
。

　
　
生命
は
霊
と
肉
と
で
あ
り
、
宇
宙
は
天
と
地
と
で
あ
る
。
余
の
救
は
る
x
は
余
の
霊
と
共
に
肉
の
救
は
る
x
こ
と
で
あ
っ
て
、
又
余

　
　
　
す
く
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ち

　
の救
は
宇
宙
の
完
成
と
共
に
行
は
る
二
も
の
で
あ
る
、
余
は
肉
を
離
れ
地
よ
り
挙
げ
ら
れ
て
救
は
る
玉
の
で
は
な
い
、
新
ら
し
き
朽
ざ

　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
く
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　る
体
を
与
へ
ら
れ
て
新
ら
し
き
天
地
に
置
か
れ
て
救
は
る
玉
の
で
あ
る
、
故
に
余
の
救
は
万
物
の
完
成
と
同
時
に
行
は
る
玉
の
で
あ
る
。

　以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
霊
と
身
体
と
か
ら
な
る
私
達
人
類
の
完
全
な
る
救
い
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
時
、
万
物
興
新
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

実
現
する
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
よ
っ
て
、
身
体
の
救
い
は
先
取
り
さ
れ
て
い
る
。
身
体
に
お
い
て
復
活
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト



が
、
再
び
来
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ち

　　
キ
リ
ス
ト
は
其
復
活
に
由
て
朽
ざ
る
人
と
成
り
給
ひ
て
、
彼
が
其
復
活
体
を
以
て
再
び
現
は
れ
給
ふ
時
に
同
質
の
身
体
を
彼
を
信
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　る
者
に
賦
与
し
給
ふ
と
は
新
約
聖
書
が
明
か
に
示
す
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　内
村
は
イ
エ
ス
の
甦
り
が
単
に
霊
化
で
は
な
く
、
彼
の
身
体
の
甦
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
前
掲
の
引
用
文
に
も

あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
復
活
体
を
以
て
再
び
現
わ
れ
給
う
時
に
、
同
質
の
身
体
を
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
者
に
賦
与
し
給
う
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
が
、
そ
の
同
質
の
身
体
と
は
ど
の
よ
う
な
身
体
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
次
に
霊
と
肉
と
の
対
比
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

内
村
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
パ
ウ
ロ
は
霊
の
身
体
と
肉
の
身
体
と
を
対
比
し
、
霊
の
身
体
で
よ
み
が
え
る
と
述
べ
て
い
る
。
二
者

択
一
は
霊
と
肉
と
に
あ
り
、
霊
と
身
体
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
霊と
対
比
さ
れ
る
肉
は
、
解
剖
学
上
ま
た
は
生
理
学
上
の
肉
で
は
な
い
。
道
徳
上
ま
た
は
精
神
上
の
肉
で
あ
る
。
肉
は
霊
の
反
対
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

る
と
と
も
に
、
霊
の
堕
落
し
た
姿
で
あ
る
。

　
　
　
　
そ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ぢ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　神
に
反
き
た
る
霊
が
節
制
な
き
肉
の
欲
と
し
て
現
は
る
二
が
故
に
之
を
短
縮
て
肉
と
称
す
る
の
で
あ
る
、
　
「
肉
」
は
霊
で
あ
る
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
事
を
忘
れ
て

はな
ら
な
い
。

　し
た
が
っ
て
、
肉
は
決
し
て
食
う
こ
と
で
は
な
い
、
結
婚
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
肉
体
の
生
命
を
維
持
七
、
そ
の
正
当
の
発
達
を
計
る

事
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
肉
」
と
は
、
　
「
自
己
を
申
心
と
し
て
万
事
万
物
を
私
用
せ
ん
と
す
る
事
で
あ
る
、
故
に
憎
む
事
、
嫉
む
事
、

　
　
　
　
へ
つ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
3
0
）

盗
む事
、
談
ふ
事
、
他
人
の
名
誉
を
害
ふ
事
、
是
れ
皆
な
肉
で
あ
る
、
此
意
味
に
於
い
て
罪
は
凡
て
肉
で
あ
る
」
。
ま
さ
し
く
、
「
肉
の
思

　
　
内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ニ



三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

い
は
死
であ
る
が
、
霊
の
思
い
は
、
い
の
ち
と
平
安
と
で
あ
る
」
。

　
以上
、
　
「
霊
」
と
「
肉
」
と
の
対
比
に
関
す
る
内
村
の
見
解
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
で
は
、
　
「
霊
の
か
ら
だ
」
“
「
霊
体
」
と
は
い
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
村
は
「
霊
体
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　　
霊
体
と
は
…
…
神
よ
り
賜
ふ
霊
を
宿
す
に
足
る
の
体
な
り
、
蓋
し
キ
リ
ス
ト
昇
天
当
時
の
体
の
如
き
も
の
を
云
ふ
な
る
べ
し
、
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

目
を
以
て
見
、
手
を
以
て
触
れ
得
べ
き
体
な
り
、
斯
か
る
体
は
霊
に
あ
ら
ず
、
気
に
あ
ら
ず
、
確
実
な
る
体
な
り
、
而
か
も
其
如
何
な

　
る
体
な
る
乎
、
是
れ
吾
人
の
知
ら
ざ
る
所
な
り

　体
は
内
村
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
生
命
を
容
れ
る
器
で
あ
る
。
肉
の
体
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
生
命
を
容
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

れは
、
肉
体
が
卑
し
い
か
ら
で
は
な
い
。
　
「
肉
体
も
亦
神
の
造
り
給
ひ
し
者
に
し
て
其
尊
き
は
言
ふ
ま
で
も
な
し
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

キ
リ
ス
ト
の
霊
を
容
れ
る
器
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
体
は
死
し
て
、
　
「
霊
を
宿
す
に
足
る
の
体
し
に
復
活
す
る
必
要
が
あ
る
。
復
活
し

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
旧
体
と
新
体
と
は
、
そ
の
意
味
で
は
非
連
続
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
旧
体
で
あ
る
現
在
の
私
達
の
体
は
、

　
　
　
　
　
　
み
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

既
に
「

聖霊
の
殿
」
で
あ
り
、
聖
霊
が
働
き
つ
つ
あ
る
。
種
子
は
ま
か
れ
て
い
る
。
聖
霊
が
既
に
私
達
に
注
が
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

に
は

連
続
があ
る
。
そ
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
の
腰
罪
は
聖
霊
の
内
在
に
始
ま
っ
て
身
体
の
救
に
終
る
べ
き
者
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
私

達
が
先
ず
求
め
る
べ
き
は
聖
霊
の
内
在
と
霊
魂
の
完
成
で
あ
る
。

　
　
生命
は
生
命
の
た
め
に
貴
か
ら
ず
、
聖
霊
の
た
め
に
貴
し
、
聖
霊
が
肉
体
に
在
り
て
霊
魂
を
完
成
せ
ん
が
た
め
に
貴
し
、
健
康
の
回

　復
は
我
等
の
強
て
求
む
る
所
に
あ
ら
ず
、
我
等
は
聖
霊
が
肉
体
に
在
り
て
其
申
に
宿
る
霊
魂
を
完
成
せ
ん
事
を
欲
す
、
我
等
が
生
命
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や

一
刻も
長
か
ら
ん
と
欲
す
る
は
是
れ
が
た
め
な
り
、
人
の
肉
体
は
ま
こ
と
に
聖
霊
の
殿
な
り
、
禽
獣
の
そ
れ
と
異
な
り
、
単
に
営
養
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

機開
と
し
て
目
す
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　内
村
の
人
間
観
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
肉
体
と
霊
魂
を
同
一
物
と
し
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
。
両
者
は
別
々

のも
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
肉
に
於
て
不
足
す
る
時
に
霊
に
於
て
充
足
す
る
、
肉
に
於
て
充
足
す
る
時
に
霊
に
於
て
不
足
す
る
、

め

ぐ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

恩
恵あ
る
神
は
霊
肉
両
つ
な
が
ら
に
於
て
同
時
に
不
足
せ
し
め
給
は
な
い
」
。
け
れ
ど
も
、
霊
肉
い
ず
れ
の
充
足
を
求
む
る
か
と
間
わ
れ

た
場合
、
信
者
は
、
　
「
霊
の
充
足
」
を
求
む
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
と
、
内
村
は
言
う
。
肉
体
は
霊
の
器
と
し
て
貴
く
あ
る
が
、
霊
が
潔
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

ら
れ
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。
そ
こ
に
聖
霊
の
働
き
の
不
可
欠
の
所
以
が
あ
る
。
内
村
の
神
学
思
想
に
は
、
こ
の
聖
霊
の
働
き
に
よ
る
内

在的
方
面
と
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
に
よ
る
外
在
的
方
面
の
両
者
が
あ
る
。
身
体
の
救
い
も
、
聖
霊
の
働
き
に
よ
っ
て
、
内
か
ら
徐
々
に
成
就

し
て
い
く
方
向
と
、
再
臨
に
よ
る
「
万
物
の
復
振
」
（
図
o
ω
葺
仁
臨
o
口
o
h
巴
＝
匡
口
σ
q
）
と
と
も
に
、
一
挙
に
成
就
す
る
外
か
ら
の
方
向
が
あ

（
4
0
）

る
。
再
臨
運
動
に
あ
っ
て
は
、
後
者
が
強
調
さ
れ
た
が
、
前
者
、
す
な
わ
ち
聖
霊
の
働
き
の
方
向
が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
う
ぽ
う

「

再臨
の
希
望
を
懐
い
て
清
潔
の
霊
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
、
神
に
由
て
起
る
此
希
望
は
空
望
と
し
て
終
ら
な
い
、
必
ず
や

　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
ん

善き
果
を
結
ん
で
信
者
を
し
て
聖
霊
を
自
己
の
霊
に
招
か
し
む
る
に
至
る
、
論
よ
り
は
証
拠
で
あ
る
、
此
希
望
の
旺
な
る
所
に
聖
霊
は
溢

　
　
　
　
　
（
4
1
）

る
玉
の
で
あ
る
」
。

内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



三
四

皿

　内
村
の
「
身
体
の
救
い
」
へ
の
信
仰
は
、
彼
の
生
き
方
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
第
一
は
健
康
の
貴

さ
で
あ
り
、
第
二
は
医
学
の
重
要
性
で
あ
る
。
先
ず
健
康
の
貴
さ
に
つ
い
て
内
村
の
言
う
と
こ
ろ
を
記
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　内
村
は
常
に
貴
い
も
の
と
し
て
、
第
一
に
信
仰
、
第
二
に
知
識
、
第
三
に
健
康
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

　
　第
三
の
健
康
の
人
た
れ
よ
、
肉
体
の
健
康
は
勿
論
信
仰
を
曲
げ
て
ま
で
も
保
持
す
る
の
価
値
あ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
百
年

　
に
満
たざ
る
此
生
命
も
吾
等
に
取
り
て
は
亦
永
生
の
一
部
分
な
り
、
之
を
善
の
た
め
に
使
用
し
て
出
来
得
る
丈
け
永
く
之
を
楽
む
は
神

　
の
聖
旨
な
り
、
吾
等
は
生
く
る
間
は
勇
ま
し
く
生
き
て
勇
し
く
死
す
る
た
め
の
準
備
を
為
さ
父
る
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
健康
は
そ
れ
自
体
で
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
内
村
は
「
健
康
が
欲
し
い
の
は
モ
ッ
ト
沢
山
に
神
の
福
音
を
説
き
た
い
か
ら
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
じ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
デ

と
言
う
。
健
康
は
な
に
か
価
値
あ
る
事
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
精
神
と
不
可
分
で
あ
る
。
内
村
に
よ
れ
ば
、
精
神
が
あ
り
て
身

イ
　
　
　
　
　
パ
デ
イ
　
ソ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

体
があ
る
。
身
体
は
精
神
の
物
的
表
現
で
あ
る
、
精
神
の
あ
る
所
に
は
必
ず
こ
れ
に
相
当
す
る
身
体
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
健
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菊
）

身
体
は健
か
な
る
精
神
の
結
果
で
あ
り
、
精
神
と
身
体
と
の
関
係
は
相
互
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
内
村
の
考
え
で
あ
る
。

　
前述
の
常
に
貴
い
も
の
と
し
て
の
、
信
仰
、
知
識
、
健
康
の
う
ち
、
内
村
は
信
仰
を
最
も
貴
し
と
す
る
。
そ
れ
は
精
神
と
身
体
と
が
切

り
は
な
さ
れ
な
い
が
故
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
け

　
　肉
体
と
精
神
と
の
関
係
は
極
く
緻
密
な
る
者
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
二
者
敦
か
冥
健
康
に
復
し
て
他
の
者
が
其
利
益
を
受
け
な
い
理
由



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
お

はあ
り
ま
せ
ん
、
殊
に
精
神
は
内
で
あ
っ
て
肉
体
は
外
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
内
が
平
癒
っ
て
外
が
健
全
な
る
感
化
を
受
け
な
い
筈
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

り
ま
せ
ん
、
今
の
時
に
方
て
は
神
が
若
し
私
共
の
身
体
を
医
し
給
は
ん
と
す
れ
ば
雌
方
法
を
取
ら
る
Σ
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

　
こ
の
よ
う
に
、
内
村
に
よ
れ
ば
、
精
神
と
身
体
は
名
こ
そ
違
う
が
、
実
は
同
一
物
の
両
面
、
内
と
外
で
あ
る
。
が
、
こ
の
こ
と
は
医
学

の

否定
を
少
し
も
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
医
学
の
重
要
性
に
つ
な
が
る
。
医
学
と
信
仰
と
は
車
の
両
輪
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
両
者
相

ま
っ
て
、
人
を
真
に
救
う
こ
と
が
で
き
る
。

内
村
は
一
九
二
〇
年
五
月
二
日
の
聖
日
、
医
学
に
従
事
す
る
者
の
懇
親
会
に
臨
み
感
話
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
最
初
に
次
の
よ
う
に
述

　
　
　
（
娼
）

べ
て

いる
。

　
　
聖書
を
読
み
ま
す
る
に
、
イ
エ
ス
は
人
を
救
ふ
に
霊
魂
と
肉
体
と
の
両
方
面
よ
り
為
さ
れ
ま
し
た
、
人
は
霊
肉
両
性
で
あ
り
ま
す
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
ら
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

　ら
、
彼
を
救
ふ
に
此
の
両
方
面
よ
り
以
て
す
べ
き
で
あ
る
は
明
白
で
あ
り
ま
す
、
実
に
医
は
伝
道
の
方
便
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
其
半
面

　
で
あ
り
ま
す
、
若
し
鼓
に
理
想
的
伝
道
師
が
あ
る
と
す
れ
ば
其
人
は
神
学
と
共
に
医
学
を
修
め
た
る
者
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
、
人

　
　
　
　
　
い
や
し

　
の
肉
体
の
医
癒
を
怠
り
て
彼
を
完
全
に
救
ふ
事
は
出
来
ま
せ
ん
、
医
術
に
於
て
も
亦
然
り
で
あ
り
ま
す
、
人
の
霊
魂
の
救
ひ
を
怠
り
て

　彼
の
肉
体
の
病
を
癒
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

内
村
が
、
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ッ
ア
ー
の
ア
フ
リ
カ
で
の
活
動
を
尊
敬
し
、
相
当
額
の
金
銭
的
援
助
を
し
て
い
た
の
も
、
彼
に
神
学
と
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

に
医
学
を

修
め

た
理
想的
伝
道
師
を
見
い
出
し
た
か
ら
と
推
測
す
る
。

さ
ら
に
内
村
は
彼
の
長
男
祐
之
が
東
京
医
科
大
学
の
入
学
試
験
に
合
格
し
た
日
（
一
九
一
九
年
七
月
二
十
六
日
）
の
「
日
々
の
生
涯
」

　
　
内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

に次
の
よ
う
に
記
し
て
、
そ
の
入
学
を
喜
ん
で
い
る
。

　
　
願
ふ神
の
恩
恵
に
由
り
彼
が
善
き
医
師
と
な
り
て
世
の
苦
痛
の
一
部
分
を
除
く
に
至
ら
ん
こ
と
を
、
祈
る
我
家
が
伝
道
師
と
医
師
と

　
の
交
は
る
交
は
る
出
る
所
と
な
ら
ん
事
を
、
霊
魂
を
救
ふ
術
と
体
を
癒
す
術
、
之
に
優
さ
る
の
事
業
は
無
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
つ
ま
り
、
内
村
に
あ
っ
て
は
、
医
学
と
宗
教
と
は
、
　
「
実
際
の
所
、
親
密
な
る
友
、
又
和
合
せ
る
共
働
者
で
あ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
、
内
村
の
「
身
体
の
救
い
」
へ
の
信
仰
は
、
健
康
の
貴
さ
、
医
学
の
重
視
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は

創
造
神
へ
の
信
仰
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
内
村
が
天
に
召
さ
れ
る
一
カ
月
ほ
ど
前
の
「
日
々
の
生
涯
・
一
九
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

○
年
二
月
二
七
目
」
に
、
内
村
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
書籍
は
読
め
な
い
が
、
自
分
の
肉
体
と
い
ふ
驚
く
べ
き
神
の
秘
蔵
物
に
つ
き
、
毎
日
有
益
な
る
研
究
を
続
け
つ
x
あ
る
。
実
に
人
の

　肉
体
は
其
霊
魂
を
宿
す
に
足
る
の
器
で
あ
つ
て
宇
宙
万
物
の
中
こ
れ
よ
り
も
巧
妙
に
出
来
上
つ
た
も
の
は
無
い
と
信
ず
る
。
同
時
に
思

　
ふ
こ
と
は
、
疾
病
は
罪
丈
そ
れ
丈
恐
る
べ
き
こ
と
、
又
避
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
伝
道
に
治
療
の
伴
ふ
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
つ
て
、

　
二
老
相
離
れ
て

其
効力
を
失
ふ
の
で
あ
る
。
伝
道
と
治
療
と
は
車
の
両
輪
の
如
く
、
両
々
相
対
し
て
行
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

　
　
　
つ
ら
つ
ら

　今
回
熟
々
と
感
じ
た
。
伝
道
の
神
聖
な
る
如
く
、
医
術
も
亦
神
聖
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
医
者
の
不
品
行
と
い
ふ
が
如
き
、
伝
道
師
の

　
不品
行
と
い
ふ
と
同
じ
く
戦
藻
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　肉
体
研
究
は
内
村
に
と
っ
て
そ
の
創
造
者
な
る
神
へ
の
讃
美
で
あ
っ
た
。
内
村
は
若
き
日
、
水
産
動
物
の
研
究
に
従
事
し
、
天
然
界
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

天
然
の

造り
主
な
る
神
の
摂
理
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
今
、
病
床
に
あ
っ
て
、
自
分
の
肉
体
に
思
い
を
は
せ
、
霊
魂
を
宿
す
に
足
る
器
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

し
て
、
功
妙
に
出
来
上
っ
て
い
る
こ
と
を
覚
え
、
神
の
摂
理
に
驚
く
の
で
あ
る
。

皿

　
こ
の
よ
う
に
、
内
村
は
人
を
霊
肉
そ
な
え
た
存
在
と
み
な
し
、
伝
道
と
と
も
に
、
医
学
の
必
要
性
を
唱
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と

は

社
会
科学
の
重
要
性
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
人
が
身
体
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
人
が
歴
史
的
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意

　
　
（
5
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

味
する
。
内
村
が
晩
年
に
い
た
る
ま
で
現
世
に
関
心
を
よ
せ
て
い
た
こ
と
と
、
彼
が
、
ど
こ
ま
で
も
「
身
体
の
救
い
」
を
信
じ
か
つ
そ
れ

を
望
ん
で
い
た
こ
と
と
は
、
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　
す
く
ひ
　
　
　
　
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

　
　
救済
は
人
の
心
霊
に
の
み
限
ら
な
い
、
彼
の
肉
体
、
社
会
国
家
、
全
世
界
、
全
宇
宙
に
ま
で
及
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　と
も
あ
れ
、
内
村
の
独
自
性
は
聖
書
に
根
ざ
し
た
信
仰
に
生
き
な
が
ら
、
同
時
に
目
本
の
現
実
へ
の
深
い
洞
察
を
し
た
こ
と
に
あ
る
。

内
村
の
信
仰
と
現
実
と
の
接
点
と
な
っ
た
も
の
の
ひ
と
つ
が
、
今
回
紹
介
し
た
内
村
の
身
体
観
、
と
く
に
「
身
体
の
救
い
」
へ
の
信
仰
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
内
村
に
お
け
る
「
身
体
の
救
い
」
へ
の
信
仰
は
、
彼
の
宇
宙
観
、
科
学
観
を
解
明
す
る
、
鍵
で
あ
る
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
め
い
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

彼
の
神
学
思
想
全
体
の
要
石
で
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
（
本
稿
は
「
内
村
鑑
三
と
医
学
」
　
『
松
前
交
庫
』
第
六
号
、
一
九
七
六
年
（
東
海
教
育
研
究
所
）
に
加
筆
し
、
註
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
）
。

註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
の
方
法
－
科
学
と
宗
教
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
　
『
松
前
文
庫
』
第
一

（1
）
　
内
村
が
水
産
学
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
拙
稿
「
内
村
鑑
三
　
　
　
　
号
、
一
九
七
五
年
（
東
海
教
育
研
究
所
）
を
参
照
。
最
近
の
研
究
と
し
て

　
　
内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



三
入

　
は
、
徳
山
近
子
「
内
村
鑑
三
に
お
け
る
科
学
1
℃
冨
9
討
巳
ω
9
窪
8
　
　
　
　
で
も
基
督
教
の
根
本
的
教
義
に
も
と
つ
い
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

と
し
て
の
水
産
学
・
農
学
ー
」
　
『
科
学
史
研
究
』
第
豆
期
第
一
九
巻
　
　
　
　
い
、
と
内
村
は
主
張
す
る
。
　
「
我
が
理
想
の
基
督
教
」
第
九
号
（
」
九

（
三
9
H
o
◎
癖
）
、
一
九
八
〇
年
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
一
年
五
月
）
。

（2
）
　
六
四
号
か
ら
七
四
号
は
『
新
希
望
』
と
改
題
ざ
れ
て
い
る
。
な
お
　
　
　
（
4
）
　
「
ま
ず
我
々
は
、
か
れ
が
原
型
的
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

以
後引
用
す
る
文
献
が
収
め
ら
れ
て
い
る
『
聖
書
之
研
究
』
『
新
希
望
』
　
　
　
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
中
心
的
思
想
、

は
号数
と
発
行
年
月
だ
け
を
記
す
。
そ
し
て
言
及
し
な
い
限
り
、
漢
字
　
　
　
　
天
地
の
創
造
主
で
あ
る
神
と
、
そ
の
前
に
責
任
を
も
つ
魂
と
い
う
こ
と

を

現
代
表
記
に改
め
た
こ
と
を
の
ぞ
い
て
、
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
ば
を
も
っ
て
要
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
森
有
正
「
内
村
鑑
三
」
　
『
森

（3
）
　
内
村
が
主
張
し
た
理
想
の
基
督
教
、
そ
れ
は
本
来
あ
る
べ
き
基
督
　
　
　
　
有
正
全
集
』
7
、
筑
摩
書
房
、
二
九
九
頁
。

教
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
「
外
国
宣
教
師
に
頼
ら
ざ
る
福
音
的
基
督
教
」
　
　
　
（
5
）
　
「
神
の
真
理
で
あ
る
以
上
は
局
部
的
真
理
に
非
ず
し
て
全
般
的
真

　
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
理
想
の
基
督
教
は
第
一
に
外
国
宣
教
師
か
ら
独
立
　
　
　
　
理
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
」
「
望
の
理
由
」
二
＝
一
号
（
一
九
一
八
年

　
し
た
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
独
立
国
で
あ
る
日
本
に
あ
っ
て
、
た
　
　
　
三
月
）
。

　
と
・
兄
そ
の
財
政
、
兵
備
、
教
育
に
お
い
て
独
立
し
て
い
て
も
、
　
「
国
民
　
　
　
（
6
）
　
前
掲
の
「
望
の
理
由
」
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
基
督
信
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　
の
精
神
た
る
べ
き
基
督
教
」
が
外
国
人
に
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
　
　
　
　
「
望
」
は
特
別
の
望
で
あ
る
。
　
「
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
望
で
あ
る
、
万
物

ば
、
「
臨
額
陣
ゆ
や
ゆ
懸
い
灘
灘
加
准
瀞
蜘
ゆ
拠
か
獅
訟
酔
寧
悩
㌍
い
」
　
　
　
　
の
復
興
・
禦
備
の
暴
ひ
の
望
で
あ
る
」
。
そ
し
て
・
内
村
に
よ
れ
ば
・
基

　
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
理
想
の
基
督
教
と
は
言
え
な
い
。
　
　
　
督
信
者
が
こ
の
独
特
の
望
を
抱
く
適
当
な
る
理
由
が
あ
る
。
　
「
第
一
に

　
「

吾等
の
基
督
教
は
ド
コ
ま
で
も
福
音
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
儒
　
　
　
　
聖
書
之
を
明
示
し
、
第
二
に
我
霊
之
に
応
答
し
、
第
三
に
天
然
之
に
賛

教
的
基
督教
で
あ
る
と
か
、
仏
教
的
基
督
教
で
あ
る
と
か
云
ふ
も
の
は
　
　
　
　
同
し
、
第
四
に
歴
史
之
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
こ

　
決し
て
基
督
教
で
は
な
い
」
。
内
村
が
理
想
と
す
る
基
督
教
は
、
外
国
　
　
　
　
の
希
望
は
信
者
に
限
ら
れ
ず
、
宇
宙
人
類
の
希
望
で
も
あ
る
。

　
宣
教師
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
本
の
伝
統
的
宗
教
　
　
　
（
7
）
　
H
o
ず
ロ
諺
艮
ゲ
霞
日
ゲ
o
白
器
閃
o
げ
貯
ω
o
P
目
ゲ
。
切
。
侮
ざ
〉
ω
巳
住
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

　
か
ら
も
独
立
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
「
吾
等
は
仏
教
徒
や
　
　
　
　
凶
口
男
餌
巳
ぎ
o
↓
ぽ
8
一
〇
σ
q
ざ
這
O
b
。
°
囚
o
ヤ
ω
8
ロ
。
を
「
要
石
」
　
（
か
な
め

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
儒
教徒
と
与
み
し
て
宣
教
師
よ
り
独
立
し
て
は
な
ら
な
い
」
。
ど
こ
ま
　
　
　
　
い
し
）
と
訳
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松
永
晋
一
『
か
ら
だ
と
倫
理
』

’



　
（新
教出
版
社
）
一
九
七
六
年
、
七
－
八
頁
注
5
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
ロ
ビ
ソ
ソ
ソ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
（
前
掲
書
十
二
頁
）
ギ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ル
ク
ス
　
　
　
　
　
ソ
　
ロ
　
マ

（8
）
　
『
思
想
』
（
岩
波
書
店
）
一
九
八
二
年
八
月
、
ズ
9
0
0
◎
。
は
、
「
身
　
　
　
　
シ
ア
語
の
〈
肉
〉
と
〈
か
ら
だ
〉
は
、
い
ず
れ
も
共
通
の
ヘ
ブ
ル
原
語

体
」
の
特
集
号
で
、
十
五
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
げ
器
胃
）
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
パ

（9
）
　
松
永
晋
一
氏
は
前
掲
の
『
か
ら
だ
と
倫
理
』
第
一
章
で
、
近
代
に
　
　
　
　
ウ
ロ
は
両
者
を
同
じ
意
味
で
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
国
口
飢
。
開
切
巳
掌

　
お
け
る
ド
イ
ツ
と
英
米
の
ソ
ー
マ
研
究
史
を
概
観
さ
れ
、
次
に
わ
が
国
　
　
　
　
日
磐
三
日
ず
①
9
0
0
q
凶
o
伍
o
ω
2
0
ロ
o
p
日
舘
鼠
ヨ
Φ
艮
白
。
”
N
毒
o
津
o
H
日
o
詳
㈱

　
に
お
け
る
研
究
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
名
前
だ
け
を
列
挙
す
る
と
、
波
　
　
　
　
H
8
U
o
H
切
。
σ
Q
二
庸
q
㊥
ミ
”
ω
ω
゜
H
㊤
。
。
ー
ト
。
8
”
『
ブ
ル
ト
マ
ン
著
作
集
』
4
、

多
野
精
一
、
山
谷
省
吾
、
松
木
治
三
郎
、
小
嶋
潤
、
真
方
敬
道
、
村
上
　
　
　
　
「
新
約
聖
書
神
学
」
皿
（
新
教
出
版
社
）
一
〇
頁
ー
二
五
頁
。

和男
、
藤
井
孝
夫
、
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
以
上
の
引
用
は
「
身
の
清
潔
」
二
一
〇
号
、
（
一
九
一
八
年
一
月
）

　　
こ
の
先
生
方
の
研
究
は
、
主
と
し
て
パ
ウ
ロ
研
究
の
一
部
と
し
て
な
　
　
　
　
に
よ
る
。

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
身
体
の
救
い
」
に
関
し
て
深
い
思
索
を
し
た
日
　
　
　
　
　
ロ
ビ
ソ
ソ
ソ
は
前
掲
書
で
、
肉
と
か
ら
だ
と
の
相
違
を
次
の
よ
う
に

本
の
基
督
教
思
想
家
と
し
て
逢
坂
元
吉
郎
（
一
八
八
〇
年
－
一
九
四
五
　
　
　
　
述
べ
て
い
る
。
「
〈
肉
〉
は
、
創
造
の
連
帯
性
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、

年
）
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
逡
坂
が
「
身
体
」
の
問
題
を
、
教
会
論
　
　
　
　
し
か
も
、
神
に
対
し
て
背
反
的
関
係
に
あ
る
人
間
を
意
味
す
る
に
対
し
、

　

（聖餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
し
て
の
パ
ソ
、
キ
リ
ス
ト
の
身
　
　
　
〈
か
ら
だ
〉
は
、
創
造
の
連
帯
性
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
な
お
、
神
に
対

体
と
し
て
の
教
会
）
の
見
地
か
ら
考
察
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
内
　
　
し
応
答
的
関
係
に
立
つ
人
間
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
L
。
さ
ら

村
は
終
宋
論
（
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
、
身
体
の
復
活
、
万
物
の
復
興
）
の
　
　
　
　
に
、
「
〈
肉
〉
と
し
て
の
人
間
は
、
神
の
国
を
つ
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

見
地
か
ら
専
ら
と
り
あ
げ
て
い
る
点
で
、
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
い
　
　
　
〈
か
ら
だ
〉
と
し
て
の
人
間
に
は
そ
れ
が
で
き
る
、
…
…
し
か
し
、
こ

ず
れ
に
し
て
も
、
内
村
は
「
身
体
の
救
い
」
を
強
調
し
た
先
駆
者
で
あ
　
　
　
　
の
こ
と
が
起
こ
り
う
る
た
め
に
は
、
人
間
は
根
本
的
に
『
変
え
ら
れ
』

　
っ
た
。
従
来
の
内
村
研
究
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
事
柄
な
の
で
、
　
　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
コ
リ
ソ
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
一
五
章
五
一
節
）
」

今
圓
内
村
の
見
解
を
紹
介
を
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。
逢
　
　
　
　
と
も
述
べ
て
い
る
。
山
形
孝
夫
訳
、
四
六
－
四
七
頁
。

　
坂
元
吉郎
に
関
し
て
は
、
新
教
出
版
社
よ
り
、
著
作
集
全
三
巻
が
出
版
　
　
　
（
1
2
）
　
こ
の
点
を
明
確
に
し
た
の
が
、
○
°
O
巳
一
目
巴
P
H
日
目
臼
言
一
凶
蔓

　さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
津
ゴ
。
ω
。
巳
o
同
国
。
ω
ロ
目
。
。
二
〇
ロ
o
｛
魯
Φ
U
。
巴
吋
『
霊
魂
の
不
滅
か
死

内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



四

〇

　者
の
復
活
か
』
岸
千
年
、
間
垣
洋
助
共
訳
（
聖
文
舎
）
で
あ
る
。
内
村
　
　
　
　
興
」
二
＝
一
号
（
一
九
一
入
年
三
月
）
、
「
完
全
な
る
救
」
二
＝
一
号
（
一

　も
「
基
督
教
の
死
後
生
命
は
霊
魂
の
不
滅
で
は
な
い
、
肉
体
の
復
活
で
　
　
　
九
一
八
年
三
月
）
、
「
身
体
の
救
極
」
一
二
七
号
（
一
九
一
八
年
八
月
）

　あ
る
」
と
明
確
に
述
べ
、
　
「
所
謂
霊
魂
不
減
は
希
強
哲
学
よ
り
出
で
た
　
　
　
　
で
も
、
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
る
思
想
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
「
パ
ウ
ロ
の
復
活
論
」
二
　
　
　
（
1
8
）
（
1
9
）
　
「
身
体
の
救
極
」
二
一
七
号
（
一
九
一
入
年
入
月
）
人
格
が
霊

　
二
六
号
（
一
九
一
九
年
五
月
）
。
そ
の
他
「
基
督
の
復
活
と
再
臨
」
二
一
　
　
　
　
と
体
と
か
ら
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
も
参
照
。

　
四
号
（
一
九
一
八
年
五
月
）
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
東
北
伝
道
」
七
七
号
（
一
九
〇
六
年
七
月
）
。

（1
3
）
　
「
処
女
の
懐
胎
は
果
し
て
信
じ
難
き
乎
」
九
三
号
（
一
九
〇
七
年
　
　
　
（
2
0
）
（
2
1
）
　
「
完
全
な
る
救
」
一
＝
二
号
（
一
九
一
八
年
三
月
）
。
内
村
の

十
二
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
宙
観
は
論
じ
る
に
価
い
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
い

（1
4
）
　
内
村
に
よ
れ
ば
「
信
者
は
今
猶
ほ
救
麸
の
途
中
に
於
て
在
る
の
で
　
　
　
（
2
2
）
（
2
3
）
　
「
楕
門
形
の
話
」
（
上
）
（
下
）
三
五
一
号
（
一
九
二
九
年
十
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
L
。
た
し
か
に
、
　
「
救
麸
は
既
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
。
け
れ
ど
　
　
　
（
2
4
）
　
「
基
督
再
臨
を
信
ず
る
よ
り
来
り
し
余
の
思
想
上
の
変
化
」
二
ニ

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　も
「
未
だ
完
全
に
達
し
た
の
で
は
な
い
、
未
だ
完
全
に
救
わ
れ
た
の
で
　
　
　
一
号
（
一
九
一
入
年
十
二
月
）
。

は
な
い
、
我
等
の
救
は
れ
し
は
希
望
に
由
る
の
で
あ
る
、
即
ち
希
望
の
　
　
　
（
2
5
）
　
「
復
活
と
再
臨
」
二
＝
二
号
（
一
九
一
八
年
四
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

中
に
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
完
全
な
る
救
極
の
約
束
を
授
け
ら
れ
た
の
　
　
　
（
2
6
）
　
「
我
等
の
信
ず
る
と
否
と
に
拘
は
ら
ず
パ
ウ
ロ
や
ヨ
ハ
ネ
や
ベ
テ

　
で
あ
る
」
。
「
約
翰
第
一
書
第
三
（
章
と
1
三
研
究
」
一
九
八
号
（
一
九
　
　
　
　
ロ
の
説
き
た
る
基
督
教
の
根
本
教
義
は
肉
体
の
復
活
に
あ
っ
た
の
で
あ

　
一
七
年
一
月
）
。
既
に
と
未
だ
の
傍
点
は
原
島
。
内
村
に
と
っ
て
、
救
　
　
　
　
る
」
　
「
基
督
の
復
活
と
再
臨
」
二
一
四
号
（
一
九
一
八
年
五
月
）
。
内
村

　
い
は
既
成
の
事
実
で
あ
る
と
と
も
に
、
希
望
の
対
象
で
あ
る
。
信
者
は
　
　
　
　
の
復
活
観
に
つ
い
て
は
、
別
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
が
、
　
「
復
活
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
い

救
い
に
関
し
て
、
既
に
と
未
だ
と
の
中
間
に
お
り
、
救
い
の
完
成
で
あ
　
　
　
ん
ば
救
極
は
な
い
の
で
あ
る
」
（
同
書
）
。
内
村
の
復
活
観
に
つ
い
て
は
、

る
「
身
体
の
救
い
」
を
待
ち
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
三
一
子
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
告
げ
る
ー
内
村
鑑
三

（1
5
）
（
1
6
）
（
1
7
）
　
「
身
体
の
救
」
二
一
一
号
（
一
九
一
八
年
二
月
）
。
本
号
　
　
　
　
の
場
合
i
L
　
『
清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
2
1
（
一
九
七
三
年
十
二
月
）
、

は

再臨
号
で
あ
る
。
内
村
は
「
身
体
の
救
い
」
を
キ
リ
ス
ト
再
臨
運
動
　
　
　
　
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
と
人
間
の
死
－
内
村
鑑
三
の
場
合

　
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
他
、
　
「
万
物
の
復
　
　
　
　
i
」
　
『
清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
2
6
（
一
九
七
八
年
十
二
月
）
、
を
参
照
。

ψ



（2
7
）
　
「
コ
リ
ソ
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
」
十
五
章
四
四
節
。
　
　
　
　
　
　
　
二
二
年
三
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ

　
　内
村
は
「
体
」
と
「
肉
」
と
を
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
。
　
「
ロ
ー
マ
　
　
　
（
2
9
）
（
3
0
）
同
講
、
附
言
「
肉
と
は
何
ぞ
や
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
肉
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
む

　人
へ
の
手
紙
」
入
章
十
節
の
注
解
で
あ
る
。
「
体
は
肉
体
な
り
、
単
に
　
　
　
即
ち
肉
な
り
と
云
ひ
て
肉
を
罪
と
同
視
す
る
審
は
出
来
な
い
」
と
も
述

　
『肉
』
と
云
ふ
と
異
な
る
、
　
『
肉
』
は
主
と
し
て
『
肉
情
』
を
云
ふ
な
　
　
　
　
べ
て
い
る
。
基
督
教
は
決
し
て
禁
欲
主
義
で
は
な
い
。

　り
、
肉
体
其
物
は
神
の
造
り
給
ひ
し
者
に
し
て
聖
き
者
な
り
、
然
れ
ど
　
　
　
（
3
1
）
　
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
八
章
六
節
。

　も
罪
の
汚
す
所
と
な
り
て
、
種
々
の
肉
情
を
発
す
る
に
至
れ
り
、
肉
体
　
　
　
　
　
肉
と
霊
と
の
二
者
択
一
に
つ
い
て
は
、
　
「
加
拉
太
書
研
究
、
第
十
三

　
は
罪
の
原
因
に
あ
ら
ず
、
罪
悪
誘
導
の
機
関
と
な
り
し
の
み
、
神
の
憎
　
　
　
　
回
肉
の
行
動
と
霊
の
結
果
」
二
九
八
号
（
一
九
二
五
年
五
月
）
を
参
照
。

　
み
給
ふ
所
の
も
の
は
肉
体
に
非
ず
し
て
肉
情
な
り
、
神
は
キ
リ
ス
ト
に
　
　
　
　
「
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
」
五
章
十
六
ー
二
四
節
の
注
解
で
あ
る
。

　在
り
て
『
罪
の
肉
』
を
滅
し
給
ふ
、
然
れ
ど
も
霊
魂
を
宿
す
体
は
終
に
　
　
　
（
3
2
）
（
3
3
）
　
「
保
羅
の
復
活
論
」
（
下
）
六
五
号
（
一
九
〇
五
年
七
月
）
。

　
之
を救
ひ
給
ふ
。
L
「
羅
馬
書
第
八
章
（
上
）
」
七
四
号
（
一
九
〇
六
年
四
　
　
　
（
3
4
）
　
「
人
命
の
貴
き
は
健
康
の
故
に
あ
ら
ず
、
聖
霊
の
故
な
り
、
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
　
み
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま

　
月
）
。
な
お
、
こ
の
一
九
〇
六
年
の
「
羅
馬
書
」
注
解
で
は
、
肉
体
の
　
　
　
　
体
は
聖
霊
の
殿
な
り
、
聖
霊
は
人
の
体
に
在
し
て
其
霊
魂
を
完
成
し
給

　
救
い
を
死
後
と
し
て
お
り
、
再
臨
に
つ
い
て
ふ
れ
て
は
い
る
が
、
強
調
　
　
　
　
ひ
つ
蕊
あ
る
な
り
」
「
祝
す
べ
き
哉
疾
病
」
＝
二
九
号
（
一
九
＝
一

　
は
さ
れ
て
い
な
い
。
　
「
霊
魂
の
救
は
前
に
し
て
肉
体
の
救
は
後
な
り
、
　
　
　
　
年
二
月
）
。

　
霊
魂
は
今
よ
り
救
は
れ
、
肉
体
は
死
後
に
救
は
る
、
二
者
等
し
く
終
に
　
　
　
（
3
5
）
　
「
贈
罪
と
再
臨
」
二
＝
二
号
（
一
九
一
八
年
四
月
）
。

　
は
救
は
る
べ
し
、
然
れ
ど
も
肉
体
は
一
た
び
死
の
苦
し
き
経
験
を
経
ざ
　
　
　
　
　
「
初
め
に
資
格
を
賜
は
り
、
次
に
霊
性
の
聖
化
に
与
り
、
終
り
に
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
ひ
　
ま
つ
と
う

　
れ
ば
救
は
れ
ざ
る
べ
し
。
」
（
同
書
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
再
臨
運
動
に
　
　
　
　
体
を
授
か
り
て
救
抵
は
完
成
せ
ら
る
」
。
「
栄
化
の
順
序
、
約
翰
第
一
書

　
お
け
る
講
演
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
時
に
、
天
地
万
物
の
救
い
と
　
　
　
　
三
章
一
、
二
節
」
二
四
四
号
（
一
九
二
〇
年
十
一
月
）
。

　
と
も
に
、
私
達
の
身
体
も
救
わ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
「
万
　
　
　
（
3
6
）
　
「
生
命
の
貴
重
」
二
二
九
号
（
一
九
＝
一
年
二
月
）
。
　
「
霊
魂
の
完

物
の
復
興
、
羅
馬
書
八
章
一
八
－
二
五
節
」
二
一
二
号
（
一
九
一
八
年
　
　
　
　
成
」
は
ル
ツ
子
嬢
の
病
気
と
死
と
に
対
面
し
、
熱
き
祈
り
と
と
も
に
ひ

　
三
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す
ら
看
病
し
て
い
た
内
村
が
彼
女
の
身
の
上
に
実
験
さ
れ
つ
つ
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
じ
ん

（2
8
）
　
「
東
京
講
演
『
羅
馬
書
の
研
究
』
第
三
七
講
」
二
六
〇
号
（
一
九
　
　
　
　
の
を
認
め
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
「
彼
女
の
肉
体
を
焼
燈
し
つ
蕊
あ
り
し

内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一

9

‘



四

二

疾病
は
同
時
に
彼
女
の
霊
魂
を
完
成
し
つ
N
あ
り
し
な
り
L
。
そ
れ
故
　
　
　
（
4
1
）
　
「
再
臨
と
聖
霊
」
二
一
七
号
（
一
九
一
八
年
八
月
）
。

に
、
　
「
祝
す
べ
き
哉
疾
病
」
と
、
内
村
は
言
う
。
前
掲
書
。
そ
の
他
　
　
　
（
4
2
）
　
「
信
仰
と
智
識
と
健
康
」
六
六
号
（
一
九
〇
五
年
八
月
）
。

　
「
基
督
的
医
師
と
は
誰
ぞ
？
」
＝
二
九
号
、
　
「
最
善
の
賜
物
」
一
七
六
　
　
　
（
4
3
）
　
「
日
々
の
生
涯
・
一
九
二
一
年
二
月
一
日
」
二
四
八
号
（
一
九
二

号
（
一
九
一
五
年
三
月
）
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
年
三
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
た
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

（3
7
）
内
村
は
人
を
霊
肉
の
二
性
か
ら
把
握
す
る
と
と
も
に
、
心
を
加
え
　
　
　
　
　
「
神
は
彼
を
愛
す
る
者
に
唯
単
に
生
を
楽
ま
ん
た
め
に
之
を
賜
へ
給

た

三
分
法
をと
る
論
文
も
書
い
て
い
る
。
「
人
の
三
性
」
＝
一
四
号
（
一
　
　
　
　
ひ
ま
せ
ん
、
之
に
由
て
此
暗
ら
き
世
に
在
り
て
光
の
事
業
を
為
さ
ん
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

九
一
〇
年
十
月
）
、
　
「
パ
ウ
ロ
の
復
活
論
」
二
二
六
号
（
一
九
一
九
年
五
　
　
　
　
た
め
に
賜
へ
給
ひ
ま
す
、
生
は
恩
恵
で
あ
り
ま
す
、
責
任
の
伴
ふ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

月
）
、
「
人
の
三
分
性
」
二
八
八
号
（
一
九
二
四
年
七
月
）
、
「
三
分
法
と
　
　
　
　
恩
恵
で
あ
り
ま
す
、
肉
の
生
命
を
楽
ま
ん
た
め
の
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

復
活
」
二
八
八
号
（
一
九
二
四
年
七
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失
は
れ
た
る
霊
魂
を
救
は
ん
た
め
の
生
で
あ
り
ま
す
L
「
癒
さ
れ
し
者

（3
8
）
　
「
霊
肉
の
充
足
」
一
二
二
号
（
一
九
一
〇
年
入
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
告
げ
し
辞
」
一
八
〇
号
（
一
九
一
五
年
七
月
）
。
　
　
　
　
　
　
、

（3
9
）
　
内
村
の
聖
霊
論
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
　
「
精
神
と
身
体
」
二
〇
三
号
（
一
九
一
七
年
六
月
）
。

（4
0
）
　
「
万
物
の
復
振
（
閃
。
°
・
葺
暮
団
8
0
h
巴
＝
ぼ
昌
α
q
）
と
は
勿
論
宗
教
の
　
　
　
（
4
5
）
　
「
復
活
と
其
状
態
」
一
六
八
号
（
一
九
一
四
年
七
月
）
。

復
興
に
限
ら
な
い
、
之
は
政
治
も
教
育
も
実
業
も
美
術
も
∩
人
類
に
関
　
　
　
（
4
6
）
　
「
信
仰
と
健
康
」
四
六
号
（
一
九
〇
三
年
十
一
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
も
と

　す
る
総
て
の
事
の
復
振
を
含
ん
で
い
る
L
　
「
基
督
信
徒
と
社
会
改
良
」
　
　
　
　
　
「
信
仰
は
素
々
霊
魂
の
事
で
あ
つ
て
肉
体
の
事
で
は
な
い
が
、
然
し
、

　＝
二
号
（
一
九
〇
一
年
九
月
）
。
　
「
我
等
の
救
の
完
成
は
未
来
に
存
す
、
　
　
　
　
信
仰
の
肉
体
に
及
ぼ
す
感
化
は
決
し
て
居
住
食
物
甑
雌
で
は
な
い
、
信

　聖
霊我
が
衷
に
宿
り
て
我
れ
神
の
子
た
る
を
得
し
は
即
ち
救
は
れ
た
る
　
　
　
仰
は
生
命
を
其
根
抵
に
於
て
養
ふ
者
で
あ
る
、
故
に
信
仰
な
く
し
て
真

　なり
と
錐
も
救
は
之
を
以
て
完
成
し
た
る
に
非
ず
、
其
の
完
成
せ
ら
る
　
　
　
　
正
の
健
康
は
な
い
・
而
し
て
又
・
信
仰
が
あ
っ
て
齪
競
遡
最
饒
と
の
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
ぱ

　る
時
は
何
時
ぞ
、
我
等
の
身
体
の
救
は
る
エ
と
共
に
亦
天
地
万
物
の
救
　
　
　
　
乏
は
補
は
れ
て
猶
ほ
余
り
あ
る
の
で
あ
る
」
。
「
平
々
凡
々
の
記
」
一
五

　
はる
X
時
で
あ
る
」
　
「
万
物
の
復
興
」
二
一
二
号
（
一
九
一
八
年
三
月
）
。
　
　
　
七
号
（
一
九
＝
二
年
八
月
〉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
が

　
「

基
督

再臨
を
信
ず
る
よ
り
来
り
し
余
の
思
想
上
の
変
化
」
二
二
一
号
　
　
　
（
4
7
）
　
「
肉
体
と
精
神
と
は
名
こ
そ
違
ひ
ま
す
る
が
、
実
は
同
一
物
の
両

　
（
一
九
一
八
年
十
二
月
）
も
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
で
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
、
同
一
の
生
命
が
外
に
顕
は
れ
た
る
も
の
が
肉



体
で
あ
り
ま
し
て
、
内
に
凝
っ
た
る
も
の
が
精
神
で
あ
り
ま
す
。
」
「
信
　
　
　
　
を
示
し
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
『
心
の
悩
み
を

仰
と
健
康
」
四
六
号
（
一
九
〇
三
年
十
一
月
）
。
内
村
に
お
け
る
「
内
　
　
　
　
解
決
す
る
の
は
、
宗
教
と
医
学
と
の
協
同
作
業
だ
』
と
」
。
『
鑑
三
・
野

　
と
外
」
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
事
実
の
信
仰
」
上
『
内
村
鑑
三
　
　
　
　
球
・
精
神
医
学
』
七
七
頁
。
内
村
に
お
け
る
、
　
「
宗
教
と
医
学
」
に
つ

　
研究
』
第
六
号
（
一
九
七
六
年
六
月
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
は
、
補
註
（
1
）
を
参
照
。

（4
8
）
　
「
日
々
の
生
涯
」
二
三
九
号
（
一
九
二
〇
年
六
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
三
五
七
号
（
終
刊
号
）
（
一
九
三
〇
年
三
月
）
。
　
「
身
体
も
霊
魂
と
同

（4
9
）
　
内
村
と
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
野
村
実
　
　
　
　
じ
く
神
の
造
り
給
ふ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
霊
魂
を
癒
し
給
ふ
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
け

　
「
内
村
先
生
と
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ェ
ル
」
『
内
村
鑑
三
と
現
代
』
（
岩
波
書
　
　
　
　
に
身
体
を
癒
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
ふ
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
」
　
『
信

店
）
、
一
九
六
一
年
、
一
九
頁
－
三
六
頁
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仰
と
健
康
』
。
病
気
の
癒
し
に
つ
い
て
は
、
補
註
（
2
）
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
に

（5
0
）
　
二
三
〇
号
（
一
九
一
九
年
九
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
昔
の
信
仰
家
が
自
己
の
体
を
見
て
、
　
『
我
は
畏
る
べ
く
造
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
わ
ざ
　
　
　
　
　
　
く
す

　　
「
当
時
、
発
達
も
不
充
分
で
志
望
者
も
少
な
か
っ
た
精
神
医
学
界
に
　
　
　
　
り
、
神
よ
汝
の
事
跡
は
悉
く
奇
し
』
と
叫
び
し
や
う
に
、
今
日
の
学
者

身
を
投
じ
た
こ
と
は
英
断
で
あ
っ
た
と
、
私
は
今
で
も
考
え
て
い
る
。
　
　
　
　
も
亦
人
体
を
研
究
し
て
、
そ
の
到
底
人
智
を
以
て
究
め
尽
す
こ
と
の
出

そし
て
鑑
三
も
、
私
の
こ
の
選
択
を
、
　
『
魂
の
医
師
の
次
に
、
心
の
医
　
　
　
　
来
な
い
機
関
で
あ
る
事
を
知
る
の
で
あ
り
ま
す
」
。
「
医
学
士
武
信
慶
人

師
が
内
村
家
に
出
る
の
は
よ
い
こ
と
だ
』
と
、
心
か
ら
喜
ん
で
い
た
」
。
　
　
　
　
君
を
葬
る
の
辞
」
。
引
用
聖
句
は
詩
篇
＝
二
九
篇
十
三
、
十
五
節
で
あ

　
　
内
村
祐
之
『
鑑
三
・
野
球
・
精
神
医
学
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
）
、
一
　
　
　
　
る
。
　
「
人
の
三
分
性
」
二
八
八
号
（
一
九
二
四
年
七
月
）
に
お
い
て
も
、

九
七
三年
、
七
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
じ
詩
篇
＝
二
九
篇
を
引
用
し
、
　
「
数
百
年
に
渉
り
解
剖
学
者
が
精
力

　
　
内
村
祐
之
『
わ
が
歩
み
し
精
神
医
学
の
道
』
（
み
す
ず
書
房
）
、
一
九
　
　
　
　
を
傾
注
し
て
之
を
研
究
せ
し
も
猶
ほ
其
少
部
分
を
知
り
得
し
に
止
ま

　
六
八
年
へ
　
＝
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（5
1
）
　
「
医
学
士
武
信
慶
人
君
を
葬
る
の
辞
」
二
八
三
号
（
一
九
二
四
年
　
　
　
（
5
3
）
　
ド
イ
ッ
の
社
会
学
者
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
オ
ラ
ソ
ダ
の
著

　
二
月
）
。
祐
之
の
回
顧
に
よ
る
と
、
「
私
は
毎
日
の
勤
務
を
終
え
て
帰
宅
　
　
　
　
名
な
昆
虫
学
者
・
解
剖
学
者
ω
≦
p
B
日
o
昆
餌
β
冨
ロ
（
呂
ω
下
c
。
O
）
は
、

す
る
と
、
そ
の
日
の
出
来
事
を
鑑
三
に
話
し
た
。
私
の
精
神
科
志
望
に
　
　
　
　
「
こ
こ
に
一
匹
の
風
を
解
剖
し
て
神
の
摂
理
の
証
拠
を
あ
な
た
が
た
に

大
賛成
で
あ
っ
た
鑑
三
は
、
私
の
話
に
異
常
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
関
心
　
　
　
示
そ
う
」
と
述
べ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
　
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
。

内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



四
四

（5
4
）
　
「
八
重
桜
咲
き
百
花
欄
漫
の
春
と
成
っ
た
。
今
や
自
分
の
体
が
唯
　
　
　
　
同
暗
に
又
万
物
の
宗
教
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
「
万
物
の
復
興
」
二
＝
一

　
一
の
研
究
物
で
あ
る
。
血
の
循
環
、
尿
の
排
出
、
浮
腫
の
出
現
並
に
消
　
　
　
　
号
（
一
九
一
八
年
三
月
）
。

滅
、
昔
し
習
ひ
し
解
剖
学
と
生
理
学
を
喚
起
し
、
我
れ
と
我
体
を
観
察
　
　
　
　
　
「
人
類
の
救
挺
を
離
れ
て
個
人
の
救
麸
な
る
者
は
な
い
、
キ
リ
ス
ト

する
は
興
味
多
き
研
究
で
あ
る
。
詩
篇
二
二
九
篇
十
四
節
が
心
に
浮
ぶ
。
　
　
　
は
固
よ
り
人
類
の
救
主
で
あ
る
、
そ
し
て
人
類
の
救
主
た
る
の
資
格
を
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
　
我
れ
爾
し
感
謝
す
、
我
は
畏
る
べ
く
奇
し
く
造
ら
れ
た
り
。
爾
の
事
　
　
　
　
以
て
個
人
を
救
ひ
給
ふ
の
で
あ
る
」
「
救
極
の
完
成
」
三
四
八
号
（
一
九

　
　
わ
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ば
ら

　
　
跡
は
悉
く
奇
し
、
我
が
霊
魂
は
審
に
之
を
知
れ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
年
七
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
め
い
し

　
　
友
人
等
は
自
分
以
上
に
自
分
の
病
に
就
い
て
心
配
し
て
呉
れ
る
。
斯
　
　
　
（
5
8
）
　
内
村
は
キ
リ
ス
ト
の
復
活
が
、
基
督
教
の
要
石
で
あ
る
、
と
言
う
。

　
か
る
場
合
に
自
分
が
友
人
に
如
何
に
富
ん
で
ゐ
る
乎
に
気
附
く
。
有
難
　
　
　
　
「
甦
り
し
キ
リ
ス
ト
」
五
三
号
（
一
九
〇
四
年
六
月
）
。

　
い
事
で
あ
る
」
。
「
日
々
の
生
涯
・
一
九
二
九
年
四
月
十
七
同
」
三
四
六
　
　
　
　
　
補
註
1
「
宗
教
と
医
学
」

号
（
一
九
二
九
年
五
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
村
は
宗
教
が
霊
魂
の
医
術
で
あ
る
こ
と
を
、
繰
り
返
し
述
ぺ
て
い
る
。

（5
5
）
　
「
体
は
外
の
物
質
界
に
接
す
る
所
で
あ
っ
て
、
霊
は
内
の
霊
界
に
　
　
　
一
箇
所
引
用
し
よ
う
。
　
「
宗
教
は
其
実
際
的
方
面
に
於
て
は
確
か
に
医
術

接
す
る
所
で
あ
る
、
そ
し
て
二
者
の
間
に
心
が
在
っ
て
、
或
は
体
を
以
　
　
　
の
一
種
で
あ
る
、
是
れ
は
人
を
基
霊
魂
に
於
て
救
ふ
こ
と
で
あ
る
、
人
の

　
て
物
質
に
接
し
、
或
は
霊
を
以
て
神
と
交
は
る
の
で
あ
る
」
「
人
の
三
　
　
　
救
済
が
最
大
の
目
的
で
あ
る
」
「
医
術
と
し
て
の
宗
教
」
九
四
号
（
一
九
〇

分性
」
二
八
入
号
（
一
九
二
四
年
七
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
年
十
二
月
）
。
こ
の
論
文
は
、
「
或
る
夜
信
仰
を
共
に
す
る
或
る
医
師
に

（5
6
）
　
「
此
世
界
の
事
実
は
余
の
世
界
な
る
キ
リ
ス
ト
の
国
の
事
実
を
説
　
　
　
語
り
し
所
」
で
、
内
村
に
よ
れ
ば
、
　
「
霊
魂
の
救
済
術
も
亦
肉
体
の
そ
れ

明
す
る
、
余
が
現
世
に
対
し
て
興
味
を
感
ず
る
は
此
理
由
か
ら
し
て
で
　
　
　
の
如
く
に
、
確
実
な
る
精
密
な
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

あ
る
L
　
「
聖
書
と
現
世
」
二
二
四
号
（
一
九
一
九
年
三
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
そ
れ
は
遠
か
ら
ず
し
て
実
現
す
る
と
考
え
て
い
た
。
宗
教
が
「
精

（5
7
）
　
「
祈
祷
の
模
範
」
一
七
六
号
（
一
九
一
五
年
三
月
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
密
な
る
科
学
」
と
な
る
と
は
、
　
「
す
べ
て
の
人
に
向
っ
て
同
一
の
療
法
を

　
　
　
　
　
　
　
す
く
ひ

　　
「
我
等
の
救
極
は
全
宇
宙
の
そ
れ
と
共
に
完
成
せ
ら
る
、
…
…
自
己
　
　
　
施
す
の
で
は
な
く
し
て
、
各
人
の
病
の
性
質
に
循
っ
て
特
別
の
療
法
を
施

　
一
人
救
は
る
エ
に
非
ず
、
全
人
類
全
宇
宙
と
運
命
を
共
に
す
る
の
で
あ
　
　
　
す
に
至
る
」
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
疾
病
の
原
因
に
は
、
そ
れ
を
衷

　
る
、
是
に
於
て
か
小
な
る
自
己
中
心
の
信
仰
は
消
滅
し
て
我
が
宗
教
は
　
　
　
に
有
つ
場
合
と
外
に
有
つ
場
合
が
あ
り
、
　
「
前
者
は
感
情
其
物
の
疾
病
で



あ
っ
て
、
後
者
は
感
情
の
外
よ
り
乱
さ
れ
た
る
疾
病
で
あ
る
L
と
し
て
、
　
　
　
考
え
を
捨
て
さ
れ
と
の
神
の
明
ら
か
な
み
声
と
見
な
す
つ
も
り
で
す
、

そ
れ
ぞ
れ
の病
へ
の
処
方
箋
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
　
　
　
　
　
『
内
村
鑑
三
日
記
書
簡
全
集
』
（
教
交
館
）
5
、
一
五
五
頁
。

「

宗
教家
も
心
的
患
者
を
一
人
一
人
と
診
察
し
、
各
自
適
応
の
治
療
を
施
　
　
　
　
こ
の
ペ
ソ
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
医
学
部
入
学
は
、
肯
定
的
な
返
事
を
も
ら

す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
医
師
の
功
を
奏
す
る
こ
と
は
難
い
で
は
な
い
乎
」
と
述
　
　
　
い
な
が
ら
も
、
　
「
納
得
で
き
な
い
あ
る
契
約
事
項
が
つ
い
て
」
い
た
た
め

べ
て
いる
。
内
村
は
、
高
壇
か
ら
不
特
定
多
数
に
語
る
公
開
演
説
に
、
そ
　
　
　
に
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
同
書
一
六
〇
頁
。
し
か
し
、
医
者
に
な
る
と
の

の

効果
の
点
で
疑
問
を
い
だ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
内
村
は
「
公
開
演
　
　
　
内
村
の
願
い
は
、
霊
魂
の
医
者
と
し
て
生
涯
を
送
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
た

説
の
効
力
」
二
号
（
一
九
〇
〇
年
十
月
）
で
、
　
「
最
も
効
力
あ
る
説
教
は
　
　
　
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
宗
教
が
一
つ
の
精
密
な
る
科
学
と
な
ら
な
け
れ

座
談な
り
、
二
人
相
対
し
て
語
る
事
な
り
、
各
説
教
師
に
し
て
此
法
を
執
　
　
　
ば
な
ら
な
い
と
い
う
提
言
は
、
息
子
祐
之
が
専
攻
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、

る
に
至
ら
ん
か
、
世
は
遠
か
ら
ず
し
て
基
督
の
王
国
と
な
る
べ
し
」
と
述
　
　
　
精
神
医
学
に
お
い
て
、
実
現
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
内
村
が
、

べ
て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
々
、
伝
道
師
と
医
師
と
が
交
互
に
出
る
こ
と
を
願
い
、
息
子
の
勉
強
に

　内
村
は
周
知
の
よ
う
に
、
若
き
日
に
ア
メ
リ
カ
で
医
学
部
（
ペ
ソ
シ
ル
　
　
　
大
い
な
る
興
味
と
期
待
と
を
持
っ
た
の
も
、
以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
了
解

ベ
ニ

ア

大学
）
に
入
学
す
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
　
　
　
で
き
る
。
内
村
が
宗
教
と
医
学
に
言
及
し
た
論
文
に
は
次
の
よ
う
な
も
の

八
八
五
年内
村
が
二
五
才
の
時
、
ア
マ
ス
ト
大
学
の
新
島
嚢
あ
て
の
手
紙
　
　
　
が
あ
る
。
　
「
医
学
と
信
仰
」
一
三
入
号
（
一
九
＝
一
年
一
月
）
、
　
「
医
家
の

で
、
内
村
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
明
」
一
九
八
号
（
一
九
一
七
年
一
月
）
、
　
「
医
学
士
武
信
慶
人
君
を
葬
る

　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
も

　
　直
接
伝
道
か
間
接
伝
道
か
の
問
題
は
、
依
然
と
し
て
小
生
を
悩
ま
し
　
　
　
の
辞
」
二
八
三
号
（
一
九
二
四
年
二
月
）
。
そ
の
他
は
次
の
補
注
「
神
癒
」

　
て

いま
す
。
も
し
前
者
と
な
る
こ
と
が
神
の
み
心
な
ら
ば
、
小
生
は
シ
　
　
　
に
つ
い
て
を
参
照
。

　i
リ
i
博
士
そ
の
他
の
よ
う
な
聖
徒
の
指
導
下
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
　
　
　
　
　
補
註
2
「
神
癒
」
に
つ
い
て

　り
ま
せ
ん
が
、
も
し
も
後
者
と
な
る
こ
と
が
小
生
の
為
す
ぺ
き
こ
と
な
　
　
　
　
内
村
は
「
神
癒
」
す
な
わ
ち
病
の
「
信
仰
治
療
法
」
に
つ
い
て
ど
の
よ

　ら
ば
、
小
生
は
肉
体
を
癒
す
者
と
な
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
ペ
ソ
シ
ル
　
　
　
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
村
が
病
の
信
仰
治
療
に
つ
い
て
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ベ
ニ
ア
大
学
の
返
事
は
こ
こ
数
日
中
に
来
る
で
し
ょ
う
が
、
も
し
拒
否
　
　
　
初
に
（
？
）
言
及
し
た
の
は
、
『
宗
教
座
談
』
（
一
九
〇
〇
年
四
月
）
の
第
七

　
た　的

で
し
た
ら
、
小
生
は
そ
れ
を
、
世
俗
の
仕
事
に
就
こ
う
と
の
一
切
の
　
　
　
回
「
復
活
の
事
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
内
村
は
次
の
よ
う
に
書
い

内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



四

六

て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
村
の
結
論
で
あ
る
、
そ
し
て
、
病
気
が
癒
さ
れ
た
と
き
に
は
、
　
「
医
師

　
　病
の
信
仰
治
療
法
な
る
も
の
は
決
し
て
迷
信
ば
か
り
で
は
ご
ざ
い
ま
　
　
　
に
感
謝
す
る
よ
り
も
多
く
医
師
の
医
師
た
る
神
に
感
謝
す
べ
き
で
あ
る
」

　
せん
。
（
中
略
）
世
に
清
き
良
心
ほ
ど
身
体
の
薬
に
な
る
も
の
は
あ
り
ま
　
　
　
と
言
う
。
（
以
上
は
「
信
仰
治
療
の
可
否
」
に
ょ
る
。
）

　
せん
。
キ
リ
ス
ト
は
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
霊
魂
よ
り
罪
の
責
任
を
　
　
　
　
内
村
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
　
「
人
の
生
命
に
は
肉
体
的
と
霊
的
と
の

　
全く
取
り
除
い
て
く
だ
さ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
罪
の
消
滅
　
　
　
両
面
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
肉
の
病
を
治
す

　と
同
時
に
私
ど
も
の
肉
体
が
非
常
に
活
気
を
帯
び
て
来
る
の
は
、
キ
リ
　
　
　
方
で
も
肉
的
方
面
か
ら
ば
か
り
治
療
を
加
へ
た
の
で
は
足
」
ら
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　
れ

　
ス
ト
の
救
済
に
あ
ず
か
り
し
者
の
何
人
で
も
実
験
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
　
　
　
あ
る
。
霊
的
方
面
の
治
療
と
し
て
信
仰
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
内

　
いま
す
。
　
「
内
村
鑑
三
信
仰
著
作
全
集
」
（
教
文
館
）
3
、
五
一
頁
。
　
　
　
　
村
に
よ
れ
ば
信
仰
は
第
一
に
、
心
の
統
一
を
来
た
す
。
す
な
わ
ち
調
和
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
の
心
に
臨
む
よ
う
に
す
る
。
第
二
に
、
神
に
頼
る
心
を
お
こ
さ
せ
る
、

　
信仰
治
療
法
で
問
題
と
な
る
の
は
、
医
薬
を
用
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
　
　
そ
し
て
第
三
に
、
精
神
の
活
動
を
活
発
に
し
、
そ
れ
が
肉
体
に
良
き
効
果

こ
の
点
に
関
す
る
内
村
の
考
え
は
明
白
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
も
た
ら
す
。
　
「
近
世
医
学
の
一
大
欠
点
は
確
か
に
此
霊
的
方
面
を
無
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
ひ
　
　
　
　
い
や

　
　余
は
医
薬
を
用
ゆ
る
事
は
決
し
て
聖
書
の
教
訓
に
反
す
る
事
で
な
い
　
　
　
す
る
事
で
あ
り
ま
す
、
若
し
信
仰
の
み
を
以
て
何
れ
の
疾
病
を
も
癒
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
い
す
ガ

　と
信
ず
る
者
で
あ
る
、
而
巳
な
ら
ず
多
く
の
場
合
に
於
て
は
之
を
用
ひ
　
　
　
と
が
出
来
る
と
言
ひ
ま
し
た
な
ら
ば
確
に
過
言
で
あ
り
ま
せ
う
が
…
…
」

　ざ
る
こ
と
が
却
て
神
の
聖
旨
に
反
く
こ
と
で
あ
る
と
信
ず
る
者
で
あ
る
、
　
　
　
「
信
仰
と
健
康
」
四
六
号
（
一
九
〇
三
年
十
一
月
）
。

　
「

信仰
治
療
の
可
否
」
二
七
号
（
一
九
〇
二
年
十
一
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
に内
村
が
「
神
癒
に
就
て
」
問
答
形
式
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
論
文

　内
村
は
な
に
よ
り
も
、
常
識
を
重
ん
じ
る
。
病
気
の
場
合
も
、
　
「
普
通
　
　
　
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。
七
一
号
（
一
九
〇
六
年
一
月
）
。

の

常識
に
訴
え
」
て
、
信
頼
で
き
る
医
師
の
治
療
を
受
け
る
こ
と
を
、
信
　
　
内
村
は
最
初
に
「
神
癒
を
信
じ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
、
「
勿
論
信
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
む
む
む
む
む
む
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
や
ま
ひ
　
い
や
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
け

者
の
な
す
べ
き
事
で
あ
る
と
す
る
、
け
れ
ど
も
、
　
「
悪
い
事
と
は
医
師
に
　
　
　
ま
す
。
神
が
造
り
し
此
身
体
、
神
が
其
疾
病
を
癒
し
得
な
い
と
い
ふ
理
は

　

　
む

　
む

　
む

　
む
　
む

　
む

　
む

　
む

　
　

　
む

　
む

　
む

　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
い
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
い

の

み頼
て
神
に
頼
ら
な
い
事
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
吾
等
神
を
信
ず
　
　
　
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
て
い
る
。
　
「
神
に
於
て
は
癒
す
能
は
ざ
る
疾
病
は

　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

る
者
は
適
当
の
範
囲
内
に
於
て
医
師
を
信
ず
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
　
　
　
な
い
L
と
い
う
こ
と
は
「
神
癒
に
就
て
」
二
六
五
号
（
一
九
二
二
年
入
月
）



にも
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
一
貫
し
た
内
村
の
信
仰
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
　
　
　
内
村
の
神
の
摂
理
へ
の
信
仰
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
「
我

問
題
は
私
達
の
擦
を
神
が
麺
趣
呂
癒
し
給
ふ
乎
で
あ
る
。
奇
跡
だ
　
等
人
類
は
神
の
摂
理
と
云
ふ
大
な
る
騨
内
に
在
ゐ
道
理
の
世
界
に
棲
息

げ
が
医
癒
の
唯
一
の
方
法
で
は
な
く
、
医
術
も
ま
た
疾
病
を
癒
す
方
法
と
　
　
　
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
」
。
　
「
理
学
と
信
仰
」
一
一
八
〇
号
（
一
九
二
三
年

し
て
使
用
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
　
「
常
識
に
適
ふ
た
る
信
仰
の
途
で
あ
る
と
　
　
　
十
一
月
）
。

思
」
う
と
、
内
村
は
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
医
術
に
多
く
の
誤
謬
が
　
　
　
　
内
村
に
あ
っ
て
は
、
か
く
し
て
科
学
（
医
学
）
と
宗
教
と
が
相
互
に
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
　
「
我
等
人
間
は
我
等
の
有
つ
丈
け
の
智
識
に
頼
る
の
　
　
　
盾
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
混
同
さ
れ
る
こ
と
な
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

外
に
途
は
な
く
」
、
医
術
を
「
悪
魔
の
術
」
と
し
て
排
斥
す
る
理
由
と
は
　
，
　
　
る
。
　
つ
ま
り
、
医
学
が
究
明
す
る
世
界
は
、
神
の
摂
理
の
も
と
に
あ
る

なら
な
い
。
　
「
神
癒
に
就
て
」
七
一
号
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
道
理
の
世
界
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
こ
の
「
道
理
の
世
界
」

　内
村
は
「
万
事
万
物
を
知
識
信
仰
の
二
方
面
か
ら
考
へ
な
け
れ
ぽ
な
り
　
　
　
を
無
視
し
て
、
信
仰
だ
け
の
癒
し
を
求
め
る
こ
と
が
、
　
「
神
癒
」
だ
と
す

ま
せ
ん
」
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
病
気
に
か
か
っ
た
時
は
、
理
学
的
方
面
　
　
　
れ
ば
、
内
村
は
そ
の
立
場
を
と
ら
な
い
。

を

研究
し
、
病
気
を
癒
す
た
め
に
、
理
学
的
方
法
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
　
　
　
　
余
は
出
来
得
る
丈
け
天
然
の
法
則
に
従
ひ
、
又
出
来
得
丈
け
信
仰
の

な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
の
信
仰
的
方
面
、
す
な
わ
ち
　
　
　
　
道
を
守
れ
り
、
然
し
て
病
は
漸
次
そ
の
勢
を
失
ふ
に
至
れ
り
、
余
は
之

神
の
摂
理
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
も
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
村
に
ょ
　
　
　
　
を
以
て
常
識
の
道
に
適
ふ
た
る
信
仰
の
道
な
り
と
信
ず
余
は
世
の
所
謂

れば
、
　
「
人
生
万
事
尽
く
然
り
で
あ
り
ま
す
。
之
に
理
学
的
理
由
が
あ
り
　
　
　
　
る
神
癒
説
な
る
も
の
に
未
だ
全
然
服
従
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
　
「
神
癒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の
が

ま
す
、
又
信
仰
的
理
由
が
あ
り
ま
す
、
二
者
敦
れ
も
看
逃
す
事
は
出
来
ま
　
　
　
　
説
と
疾
病
」
七
二
号
（
一
九
〇
六
年
ご
月
）
。

せん
L
。
そ
れ
な
ら
ば
、
両
者
は
ど
ち
ら
が
よ
り
深
い
理
由
な
の
だ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
。
内
村
に
よ
れ
ば
、
信
仰
的
理
由
の
方
が
よ
り
深
く
あ
る
。
　
「
論
理
学
　
　
　
　
内
村
が
所
謂
「
神
癒
説
」
に
反
対
す
る
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　

の

術
語
を籍
り
て
言
ひ
ま
す
な
ら
ば
、
信
仰
は
大
前
提
で
あ
つ
て
、
理
学
　
　
　
れ
は
、
　
「
神
癒
説
」
が
「
肉
体
の
治
癒
を
余
り
に
重
視
す
る
」
か
ら
で
あ

は小
前
提
で
あ
り
ま
す
L
。
そ
れ
故
に
、
理
学
の
結
論
が
成
る
の
で
は
な
　
　
　
る
。
た
と
え
肉
体
の
疾
病
は
癒
さ
れ
な
く
て
も
、
こ
の
身
こ
の
ま
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

く
、
神
の
聖
旨
が
成
就
す
る
。
こ
の
よ
う
に
内
村
に
あ
っ
て
は
、
医
学
が
　
　
　
神
を
讃
美
し
、
神
に
感
謝
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
「
癒
さ
れ
ざ
る
事
が
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む

信仰
の
も
と
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
　
　
て
喜
び
で
あ
る
」
。
　
「
路
加
伝
講
義
（
三
）
奇
跡
の
一
日
」
二
〇
〇
号
（
一
九

内
村
鑑
三
と
「
身
体
の
救
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



四

八

一
七年
三
月
）
。

　内
村
に
よ
れ
ば
、
　
「
健
康
の
み
が
善
き
事
で
は
な
い
、
病
気
も
亦
善
き

事
で
あ
る
」
　
「
善
き
事
三
つ
」
九
号
（
一
九
〇
一
年
五
月
）
。
内
村
は
一
見

マイ
ナ
ス
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
、
プ
ラ
ス
の
価
値
を
見
い
出
し
て
い
く
。

そ
こ
に
内
村
の
人
生
観
が
あ
る
。
内
村
の
病
気
に
つ
い
て
考
え
は
、
稿
を

改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
内
村
の
神
学
思
想
は
、
病
気
お
よ
び
死

へ
の

考察
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
内
村
の
神
学
思
想
は
実

存
的
で
あ
っ
た
。
な
お
武
藤
一
雄
先
生
の
「
病
気
と
信
仰
」
　
『
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
』
一
九
七
七
年
は
、
病
気
の
問
題
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
信
仰
的
．

洞察
に
も
と
つ
く
も
の
で
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
一
九
八
二
年
十
月
十
三
日
）


