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こ
れ
ま
で
、
日
韓
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
主
義
を
含
む
様
々
な
知
識
人
の
存
在
が
有
す
る
価
値
的
側
面
と
役
割
に
つ

い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
今
回
は
以
前
論
述
し
た
キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
の
う
ち
、
無
教
会
主
義
の
創
始
者
で
あ
る
内
村
鑑
三
に
感
化
を
受

キ
ム
キ
ヨ
シ
ン

け
た
第
二
世
代
と
し
て
、
朝
鮮
に
お
け
る
無
教
会
主
義
の
普
及
を
目
指
し
た
金
教
臣
（
’
九
○
一
’
一
九
四
五
）
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た

い
。
彼
は
、
本
来
の
無
教
会
主
義
に
お
い
て
主
な
る
価
値
的
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
非
戦
論
と
平
和
主
義
に
依
拠
し
た
信
仰
的
価

値
を
支
柱
と
し
て
、
朝
鮮
の
植
民
地
状
況
に
つ
い
て
問
題
意
識
を
提
示
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

金
教
臣
は
朝
鮮
半
島
の
東
北
部
に
あ
る
威
鏡
南
道
の
威
興
で
一
九
○
一
年
四
月
に
生
ま
れ
た
。
幼
少
の
頃
か
ら
漢
学
を
学
び
、
厳
格
な

儒
教
的
家
風
の
中
で
成
長
し
た
彼
は
、
如
何
な
る
価
値
体
系
よ
り
も
、
人
と
し
て
あ
る
べ
き
道
に
準
拠
し
た
道
徳
的
姿
勢
を
保
持
し
続
け

戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
六
）
（
崔
）

一
二
五

１
．
個
人
的
価
値
の
実
践
を
通
し
た
社
会
奉
仕
ｌ
金
教
臣

戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
六
）

崔
先
鏑
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一
一
一
一
ハ

る
こ
と
が
至
高
の
価
値
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
将
来
無
教
会
主
義
と
趨
遁
す
る
こ
と
で
精
神
世
界
を
拡
げ
て
い
く
彼
に
と
っ

て
は
、
世
界
に
お
け
る
普
遍
的
真
理
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
人
間
内
部
に
お
け
る
「
仁
」

「
義
」
「
礼
」
「
智
」
の
観
念
の
実
践
に
よ
っ
て
、
正
し
い
こ
と
を
判
断
し
、
人
間
的
善
性
を
拡
張
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識

し
、
例
を
挙
げ
れ
ば
、
儒
教
の
論
語
に
お
け
る
「
吾
十
有
五
而
志
干
學
、
三
十
而
位
、
四
十
而
不
惑
、
五
十
而
知
天
命
、
六
十
而
耳
順
、

（
１
）
 

七
十
而
従
心
所
欲
不
踊
矩
」
（
吾
十
有
五
に
し
て
学
に
志
し
、
一
二
十
に
し
て
立
つ
、
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
、
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
、

六
十
に
し
て
耳
順
う
、
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
従
え
ど
も
矩
を
瞼
え
ず
）
と
い
っ
た
内
容
を
人
生
の
道
標
と
し
て
設
定
し
、
人
間

内
部
に
お
け
る
仁
を
完
成
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

自
ら
の
意
志
と
努
力
を
絶
え
ず
人
生
に
傾
注
し
て
い
く
こ
と
で
、
自
然
に
「
従
心
所
欲
不
蹴
矩
」
に
到
達
す
る
こ
と
こ
そ
が
人
間
の
存

（
２
）
 

在
価
値
で
も
あ
る
と
考
え
つ
つ
、
成
長
し
青
年
期
を
迎
え
た
彼
は
、
一
九
一
九
年
に
日
本
へ
渡
り
声
杢
泉
高
等
師
範
学
校
英
語
科
に
入
学
、

’
九
二
一
年
一
月
か
ら
内
村
鑑
三
の
「
聖
瞥
研
究
会
」
に
出
席
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
ロ
ー
マ
瞥
講
義
を
中
心
と
し
て
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
の
思
想
的
基
盤
を
手
に
入
れ
、
塚
本
虎
二
、
矢
内
原
忠
雄
ら
と
意
気
投
合
し
て
内
村
鑑
三
の
聖
書
研
究
会
を
よ
り
本
格
化

さ
せ
る
と
と
も
に
、
第
二
世
代
無
教
会
主
義
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
。
聖
書
研
究
会
に
お
い
て
同
じ
く
無
教
会
主

義
に
お
け
る
信
仰
的
知
己
で
あ
っ
た
矢
内
原
忠
雄
は
金
教
臣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

氏
は
東
京
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
帰
鮮
し
て
京
城
養
正
中
学
に
長
く
教
鞭
を
取
り
、
深
き
精
神
的
感
化
を
生
徒
の
間
に
残
し

た
様
子
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
氏
が
東
京
留
学
中
内
村
鑑
三
先
生
の
門
に
て
聖
書
を
学
び
、
『
聖
書
朝
鮮
』
と
題

す
る
朝
鮮
語
の
雑
誌
を
発
行
し
て
、
無
教
会
福
音
を
全
鮮
は
無
論
、
満
州
ま
で
も
普
く
宣
く
伝
へ
ら
れ
た
事
で
あ
り
、
氏
は
実
に
朝
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無
論
、
彼
ら
第
二
世
代
の
無
教
会
主
義
グ
ル
ー
プ
の
諸
構
成
員
の
間
に
は
、
内
村
の
無
教
会
論
よ
り
も
一
層
キ
リ
ス
ト
信
仰
心
を
深
め

よ
う
と
し
た
流
れ
だ
け
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
宗
教
的
領
域
か
ら
切
り
離
し
て
一
種
の
非
宗
教
的
社
会
思
想
と
し
て
発
展
さ
せ
よ
う
と
す

る
人
た
ち
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
立
場
の
中
庸
に
立
ち
、
無
教
会
主
義
を
朝
鮮
に
お
け
る
思
想
的
解
放
と
独
立
運
動
の

二
つ
の
領
域
に
取
り
入
れ
よ
う
と
考
え
て
い
た
金
教
臣
は
、
信
仰
を
深
め
て
真
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
、
言
い
換
え
れ
ば
宗
教
的
奉
仕
者
に
な

る
こ
と
が
延
い
て
は
祖
国
を
植
民
地
状
況
か
ら
救
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
内
村
は
真
の
キ
リ
ス
ト
教
と

は
、
如
何
な
る
立
派
な
歴
史
的
な
経
緯
と
背
景
に
依
拠
し
て
い
る
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
歴
史
的
な
束
縛
を
内
部
か
ら
打
破
し
続
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
革
新
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
。
日
本
に
お
け
る
超
国
家
主
義
に
抵
抗
し
無
教
会
主
義
を
通
し
て

自
主
性
を
強
調
し
て
い
た
内
村
鑑
三
だ
が
、
金
教
臣
は
内
村
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
信
念
こ
そ
が
真
の
愛
国
で
あ
り
、
真
の
平
和
主
義
に

直
結
し
て
い
る
こ
と
に
深
い
理
解
と
認
識
を
示
し
て
い
た
。
内
村
鑑
三
の
強
い
精
神
性
と
思
想
に
お
け
る
信
念
に
感
銘
を
受
け
た
金
教
臣

は
、
実
際
の
行
動
を
通
し
て
自
己
の
信
念
を
表
明
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
倫
理
の
実
践
と
真
理
の
普
遍
化
に
繋
が
る
と
見
な
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

内
村
鑑
三
の
弟
子
と
し
て
、
金
教
臣
は
、
内
村
の
無
教
会
主
義
に
お
け
る
精
神
的
遺
産
を
守
り
続
け
る
一
方
で
、
朝
鮮
に
視
点
を
移
し

戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
六
）
（
崖
）

一
二
七

鮮
に
於
け
る
無
教
会
伝
道
の
創
始
者
で
あ
り
、
指
導
者
で
あ
り
、
第
一
人
者
で
あ
り
、
柱
石
で
あ
っ
た
。
余
が
昭
和
十
五
年
夏
朝
鮮

に
伝
道
旅
行
を
試
み
た
時
も
、
事
実
上
の
主
催
者
た
り
、
協
力
者
た
り
し
者
は
氏
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
余
は
履
氏
と
会
ひ
、

氏
の
家
に
迎
へ
ら
れ
、
氏
と
主
に
在
る
交
を
結
ん
だ
。
敦
厚
に
し
て
愛
深
く
、
慧
敏
に
し
て
信
正
し
く
、
温
容
佑
佛
と
し
て
な
ほ
眼

（
３
）
 

一
別
に
あ
り
、
年
齢
は
余
よ
り
数
年
若
く
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
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一
二
八

た
場
合
の
内
村
の
無
教
会
主
義
の
政
治
的
限
界
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
自
ら
は
独
白
］
的
と
も
い
え
る
か
た
ち
で
無
教
会
主
義
と
独
立
運

動
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
活
動
を
展
開
さ
せ
て
い
こ
う
と
考
え
た
。
ま
た
彼
は
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
見
ら
れ
る
絶
対

的
な
神
中
心
主
義
こ
そ
が
、
寧
ろ
盲
目
的
な
人
間
の
自
己
主
張
を
生
み
出
す
元
凶
と
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
は

（
４
）
 

実
に
肝
要
で
あ
る
。
自
己
中
心
的
な
人
間
至
上
主
義
が
発
生
し
、
そ
れ
が
人
間
の
最
大
の
罪
に
な
り
が
ち
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
こ

で
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
盲
目
的
で
自
己
中
心
的
な
人
間
至
上
主
義
を
防
止
す
る
た
め
に
も
絶
対
的
な
神
中
心
主
義
を
排
除
す
べ

き
で
あ
り
、
無
教
会
主
義
を
実
現
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
、
「
教
会
内
部
だ
け
に
限
ら
ず
教
会
外
部
に
も
神
の
救
援

（
５
）
 

は
存
在
す
る
」
と
主
張
し
つ
つ
、
神
に
よ
る
救
い
が
教
会
へ
の
所
属
有
無
に
関
係
な
く
可
能
な
も
の
と
考
毫
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

無
教
会
主
義
と
は
、
一
定
の
形
式
内
で
束
縛
を
掛
け
よ
う
と
す
る
一
部
の
教
会
主
義
者
た
ち
に
対
抗
す
る
意
味
で
、
永
久
に
教
会
組
織
を

う
ち
立
て
る
事
を
行
わ
な
い
意
志
的
精
神
を
示
す
も
の
と
感
得
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
自
ら
の
無
教
会
主
義
に
お
け
る

解
放
的
梢
神
性
に
つ
い
て
極
瞳
扮
し
つ
つ
も
、
無
教
会
主
義
の
信
仰
者
同
士
の
集
ま
り
だ
け
で
は
こ
の
よ
う
な
精
神
的
解
放
の
実
現
は
不
可

能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
無
教
会
主
義
」
自
体
か
ら
固
定
的
形
式
化
を
否
定
す
る
綱
神
と
し
て
、
無
限
の

自
己
革
新
と
批
判
な
し
で
は
現
実
化
さ
れ
な
い
も
の
と
み
て
お
り
、
無
教
会
主
義
を
一
つ
の
新
し
い
教
会
論
の
形
態
と
し
て
理
解
す
る
立

場
に
反
対
し
た
。
彼
は
む
し
ろ
「
我
々
は
無
教
会
主
義
者
と
し
て
、
我
々
を
束
縛
す
る
全
て
の
権
威
、
並
び
に
誘
惑
す
る
勢
力
か
ら
自
ら

（
６
）
 

を
解
放
さ
せ
て
い
く
」
と
発
言
し
、
一
種
の
全
て
の
無
教
会
主
義
者
の
立
場
の
代
弁
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
言
及
し
た

「
我
々
を
束
縛
す
る
全
て
の
権
威
」
と
は
、
狭
い
範
囲
で
は
一
般
の
教
会
内
部
に
お
け
る
権
威
的
組
織
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
同
時
に
こ
れ
は
超
国
家
主
義
体
制
を
基
に
彼
自
身
の
祖
国
に
対
し
て
植
民
地
支
配
を
行
使
し
て
い
る
日
本
に
対
す
る
抵
抗
の

意
味
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
金
教
臣
は
、
無
教
会
主
義
と
は
全
て
の
個
々
人
に
お
け
る
精
神
的
解
放
を
実
証
す
る
た
め
の
新
た
な
基
準
で
あ
る
と
と
も

に
、
そ
れ
を
目
標
と
し
て
掲
げ
た
時
代
お
よ
び
世
界
を
実
現
化
す
る
た
め
の
価
値
的
原
型
に
ま
で
引
き
上
げ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
と

っ
て
の
積
極
的
無
教
会
主
義
と
は
、
既
存
の
権
威
と
束
縛
に
対
し
て
行
う
否
定
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
新
た
な
形
の
精
神
的
絶
対

主
義
に
よ
っ
て
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
別
な
他
者
を
介
在
さ
せ
な
い
、
組
織
的
序
列
を
排
除
し
た

こ
の
全
く
新
た
な
形
の
精
神
的
絶
対
主
義
に
お
い
て
は
、
純
粋
な
キ
リ
ス
ト
教
的
基
盤
に
依
拠
し
た
奉
仕
活
動
に
重
な
る
「
実
践
」
を
最

高
の
価
値
と
し
て
常
に
想
定
し
て
き
た
と
判
断
で
き
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
個
々
人
に
お
け
る
実
践
的
な
行
動
様
式
を
通
し
て
人
格
と
価

値
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
た
普
遍
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
原
理
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
彼
は
、
無
教
会

主
義
者
は
時
間
の
使
用
に
お
い
て
も
節
度
あ
る
態
度
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
、
世
俗
的
享
楽
よ
り
は
他
人
へ
の
奉
仕
と
真
理
を
求
め
る
学

（
７
）
 

問
活
動
へ
邇
進
す
る
た
め
に
与
一
兀
毫
わ
れ
た
時
間
を
使
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
強
調
し
た
。
彼
に
と
っ
て
無
教
会
主
義
者
と
は
、
個
人
的

領
域
に
お
い
て
倫
理
主
義
的
、
か
つ
禁
欲
主
義
的
姿
勢
と
と
も
に
、
各
自
が
属
し
て
い
る
社
会
と
時
代
の
中
で
、
そ
の
社
会
を
代
弁
す
る

良
心
と
し
て
の
役
割
を
実
行
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
生
涯
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
普
遍
的
価
値
の
実
践
を
通

し
て
、
自
己
の
救
援
と
と
も
に
他
人
と
社
会
の
救
援
の
当
事
者
と
し
て
責
任
を
担
お
う
と
し
た
彼
の
姿
勢
は
、
個
人
的
実
践
の
究
極
的
志

向
目
標
で
あ
り
、
人
間
世
界
に
お
け
る
絶
対
的
存
在
と
し
て
の
「
神
」
の
表
象
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

宗
教
的
真
理
を
時
代
的
現
実
に
お
い
て
実
践
し
て
行
こ
う
と
し
た
内
村
鑑
三
の
態
度
を
深
く
尊
敬
し
て
い
た
金
教
臣
は
、
不
敬
事
件
と

戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
六
）
（
崖
）

一
二
九

２
．
無
教
会
主
義
継
承
者
と
し
て
の
金
教
臣
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一
方
、
東
京
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
金
教
臣
は
、
一
九
二
七
年
に
帰
国
し
、
地
元
の
高
校
の
教
師
を
務
め
な
が
ら
、
大
学
時
代

「
朝
鮮
聖
書
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
た
威
錫
窟
ら
と
と
も
に
雑
誌
『
聖
瞥
朝
鮮
』
を
発
行
し
主
筆
と
な
っ
て
活
躍
し
始
め
た
。
『
聖
書
朝

鮮
』
で
は
、
植
民
地
状
況
下
の
祖
国
の
社
会
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
普
遍
的
真
理
に
つ
い
て
探
究
す
る
こ
と
を
第
一
目
標
と

し
な
が
ら
、
無
教
会
主
義
的
な
立
場
か
ら
思
想
活
動
を
自
我
と
祖
国
と
の
関
係
の
中
に
宗
教
的
真
理
と
価
値
を
代
入
さ
せ
る
こ
と
で
実
践

し
て
い
こ
う
と
し
た
。
金
教
臣
に
と
っ
て
普
遍
的
真
理
を
求
め
る
こ
と
は
、
こ
の
『
聖
書
朝
鮮
』
を
通
し
て
、
植
民
地
状
況
と
い
う
同
時

代
の
祖
国
の
人
々
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
「
愛
の
実
践
」
で
も
あ
っ
た
。
『
聖
書
朝
鮮
』
の
第
六
十
一
号
か
ら
第
八
十
三
号
に
お
い
て
は
、

上
記
の
威
錫
憲
の
「
聖
書
的
立
場
か
ら
見
た
朝
鮮
の
歴
史
」
と
い
う
論
説
が
二
年
に
か
け
て
連
載
さ
れ
る
が
、
こ
の
内
容
が
朝
鮮
総
督
府

に
よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
、
内
容
削
除
と
発
行
禁
止
処
分
を
受
け
る
な
ど
苦
難
を
迎
え
る
場
面
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、

こ
の
雑
誌
の
代
表
編
集
者
で
あ
っ
た
金
教
臣
が
不
法
団
体
組
織
な
ど
の
罪
で
官
憲
に
逮
捕
さ
れ
、
有
罪
判
決
を
受
け
て
一
年
間
投
獄
さ
れ

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
四
号

一
三
○

非
戦
論
で
現
れ
た
内
村
の
社
会
的
行
動
が
真
の
愛
国
心
に
起
因
す
る
も
の
と
判
断
し
て
い
た
。
特
に
日
露
戦
争
期
に
お
い
て
内
村
が
一
不
し

た
非
戦
論
は
、
巨
大
な
帝
国
主
義
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
露
両
国
と
い
う
巨
大
帝
国
が
金
教
臣
の
祖
国
に
対
し
て
行
っ
た

征
服
支
配
へ
の
批
判
と
も
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
内
村
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
金
教
臣
は
、
内
村
の
門
下
生
で
あ
り

ハ
ム
ソ
ツ
フ
オ
ン

同
じ
東
京
高
等
師
範
学
校
の
同
期
生
で
あ
っ
た
威
錫
憲
と
と
も
に
一
九
一
一
五
年
か
ら
「
朝
鮮
聖
書
研
究
会
」
を
組
織
し
、
聖
書
研
究
に
専

念
し
な
が
ら
社
会
問
題
に
も
意
識
を
傾
注
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
人
間
は
神
の
愛
（
凋
眉
の
）
を
実
践
す
る
た
め
の
道
徳
的
責

（
８
）
 

任
者
と
し
て
存
在
し
、
こ
の
よ
う
な
人
間
が
中
心
に
な
っ
て
一
つ
の
時
代
が
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
一
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は

祖
国
の
植
民
地
状
況
を
克
服
し
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
と
歴
史
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
絶
対
者
の
意
向
を
実
現
す
る
も
の
と
判
断
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
東
京
一
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た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
太
平
洋
戦
争
が
本
格
化
し
た
一
九
四
二
年
三
月
の
百
五
十
八
号
を
最
後
に
「
聖
書
朝
鮮
』
は
廃
刊
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
の
金
教
臣
は
、
同
じ
無
教
会
主
義
の
同
志
で
あ
っ
た
矢
内
原
忠
雄
、
片
山
哲
ら
か
ら
「
あ
な
た
は
主
の
名
前
の
為

に
苦
痛
を
受
け
る
者
の
最
前
列
に
立
た
さ
れ
て
い
る
」
の
で
「
如
何
な
る
権
力
や
武
力
に
も
屈
す
る
こ
と
な
く
真
理
の
み
を
伝
え
て
い
く

（
９
）
 

こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
書
か
れ
た
手
紙
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の
日
本
の
第
二
世
代
無
教
会
主
義
グ
ル
ー
プ

の
構
成
員
の
う
ち
、
金
教
臣
は
矢
内
原
忠
雄
を
最
も
高
く
評
価
し
て
い
た
。
彼
は
、
内
村
鑑
三
の
無
教
会
主
義
的
精
神
を
継
承
し
な
が
ら

も
、
既
存
の
教
会
に
対
す
る
批
判
だ
け
に
走
ら
ず
、
一
般
社
会
と
政
治
問
題
を
手
懸
け
な
が
ら
、
宗
教
関
係
者
お
よ
び
知
識
人
た
ち
の
間

（
川
）

で
「
尊
敬
を
受
け
て
い
る
存
在
」
と
矢
内
原
を
評
価
し
た
。
と
く
に
、
両
者
は
無
教
会
主
義
を
通
し
て
、
時
代
を
反
映
し
た
社
会
問
題
に

つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
共
通
の
意
識
を
有
す
る
と
と
も
に
、
相
互
理
解
に
基
づ
い
た
私
的
交
流
に
よ
っ
て
親
密
感
を
増
し
て
い
っ
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
矢
内
原
は
『
聖
書
朝
鮮
』
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
件
に
つ
い
て
、
自
ら
が
主
筆
と
し
て
編
集
を
担
当
し
て
い
た
雑
誌
「
嘉

信
』
の
復
刊
号
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

昭
和
十
七
年
三
月
一
一
一
十
日
、
氏
は
突
如
当
局
の
検
挙
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
京
畿
道
警
察
部
に
留
置
せ
ら
れ
た
。
氏
の
同
志
た
る
全

鮮
の
無
教
会
信
者
も
続
々
検
挙
せ
ら
れ
、
果
て
は
『
聖
書
朝
鮮
』
の
読
者
殆
ん
ど
全
部
が
或
ひ
は
検
挙
、
或
ひ
は
召
喚
せ
ら
れ
、
或

る
者
は
即
日
帰
宅
を
許
さ
れ
、
或
る
者
は
数
日
、
或
る
者
は
数
十
日
留
置
せ
ら
れ
た
。
氏
外
十
二
名
の
主
立
ち
た
る
兄
弟
は
最
後
迄

残
さ
れ
た
が
、
満
一
ヶ
年
の
後
、
翌
十
八
年
三
月
二
十
九
日
夜
半
、
一
同
無
事
釈
放
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
『
嘉
信
』
第
六
巻
第
七

パ
ケ
フ
オ
ン
可
ン

号
所
載
「
感
話
」
は
、
氏
が
帰
宅
後
四
月
十
八
日
の
家
庭
礼
拝
に
て
塞
咀
っ
た
在
獄
所
感
を
朴
碩
鉱
氏
が
筆
記
し
て
寄
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
当
時
日
本
内
地
及
び
朝
鮮
に
於
け
る
無
教
会
信
者
に
対
す
る
検
察
当
局
の
空
気
、
殊
に
「
嘉
信
』
に
対
す
る
検
閲
の

戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
六
）
（
崔
）

一一一一一
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『
中
央
公
論
』
に
お
け
る
「
国
家
の
理
想
」
、
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
雑
誌
の
『
通
信
』
に
お
い
て
戦
時
体
制
に
関
す
る
批
判
的
論
説
を

発
表
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
東
京
帝
国
大
学
か
ら
解
任
処
分
を
受
け
た
直
後
に
矢
内
原
忠
雄
は
、
一
九
四
○
年
京
城
で
開
か
れ
た
講
演
会
に

お
い
て
、
朝
鮮
の
人
々
が
官
憲
に
よ
る
弾
圧
下
で
最
も
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
に
理
解
を
示
し
た
。
金
教
臣
は
こ
の
講
演
会
の
準
備
を
担
当

し
た
が
、
こ
の
講
演
会
で
矢
内
原
は
「
個
人
と
民
族
の
救
援
」
と
い
う
主
題
で
、
全
て
の
人
間
と
民
族
が
平
等
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個

人
と
民
族
は
自
己
愛
を
持
つ
権
利
が
あ
る
と
の
趣
旨
で
演
説
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
全
て
の
民
族
の
自
主
的
権
利
と
平
等
と
を
訴
え
た
民

族
自
決
主
義
的
な
方
向
性
も
示
し
な
が
ら
、
彼
は
金
教
臣
の
愛
国
心
と
信
仰
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
加
え
て
い
る
。

ナ
タ
ナ
ェ
ル
が
「
真
の
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
呼
ば
れ
た
や
う
に
、
金
教
臣
氏
は
真
の
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。
氏
は
朝
鮮
を
愛
し
、
朝
鮮
民

族
を
愛
し
、
朝
鮮
語
を
愛
し
た
。
併
し
氏
の
民
族
愛
は
固
随
な
排
他
的
民
族
主
義
と
は
異
っ
た
。
氏
は
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
よ
り
て

新
に
生
ま
れ
た
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。
柔
和
で
、
勤
勉
で
、
朝
鮮
人
と
し
て
の
生
来
の
美
徳
が
、
信
仰
に
よ
っ
て
一
層
潔
め
ら
れ
て
居

た
。
氏
は
キ
リ
ス
ト
に
在
り
て
己
が
民
を
愛
し
、
キ
リ
ス
ト
を
伝
へ
る
こ
と
を
以
て
己
が
愛
国
心
と
為
し
た
。
米
国
流
の
浅
薄
な
る

基
督
教
に
よ
ら
ず
、
不
信
仰
な
る
蘇
聯
の
共
産
主
義
に
よ
ら
ず
、
は
た
又
世
俗
的
な
る
民
族
運
動
に
よ
ら
ず
、
権
力
者
へ
の
迎
合
・

協
調
に
も
よ
ら
ず
、
純
粋
な
る
無
教
会
福
音
の
信
仰
に
よ
り
て
朝
鮮
人
の
霊
魂
を
新
生
せ
し
め
、
之
を
自
由
と
平
和
と
正
義
の
民
た

ら
し
め
ん
が
為
め
に
、
氏
は
そ
の
貴
き
一
生
を
捧
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
満
一
年
の
留
置
所
生
活
の
間
、
氏
の
態
度
の
公
明
に
し
て
真

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
四
号

一一一一一一

情
勢
に
お
い
て
は
、
之
だ
け
の
も
の
を
説
明
な
し
で
掲
載
す
る
だ
け
で
も
、
信
仰
に
よ
る
勇
気
と
決
心
と
を
余
に
必
要
と
し
た
の
で

（
ｕ
）
 

あ
る
。
〈
可
に
し
て
思
へ
ば
隔
世
の
感
が
あ
る
が
、
神
の
眼
の
前
に
は
、
此
の
時
既
に
日
本
は
朝
鮮
を
失
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
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矢
内
原
は
、
金
教
臣
が
無
教
会
主
義
者
と
し
て
活
動
し
た
期
間
を
通
し
て
、
自
ら
の
祖
国
の
自
主
的
独
立
を
求
め
て
、
様
々
な
方
法
で
発

言
し
活
動
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。
矢
内
原
の
場
合
、
植
民
地
政
策
学
の
観
点
か
ら
、
ま
ず
各
共
同
体
が
自
主
的
経
済
発
展
を
行
っ
た
上

で
の
相
互
共
存
主
義
へ
の
進
展
を
追
求
し
た
が
、
こ
れ
は
日
本
の
朝
鮮
に
対
す
る
支
配
の
方
法
に
お
い
て
も
行
う
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を

（
い
）

強
調
し
た
。
し
か
し
、
彼
に
よ
る
日
本
の
植
民
地
支
配
に
対
す
る
批
判
意
識
は
、
植
民
地
政
策
自
体
へ
の
批
判
で
は
あ
っ
た
も
の
の
植
民

地
の
自
主
独
立
を
肯
定
す
る
よ
う
な
視
座
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
の
諸
植
民
地
に
対
す
る
彼
の
認
識
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配

そ
の
も
の
を
肯
定
し
、
植
民
地
政
策
に
お
け
る
方
法
論
的
批
判
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
側
面
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う

な
矢
内
原
の
考
え
方
は
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
個
人
と
民
族
の
平
等
に
つ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
普
遍
的
平
等
性
だ
け
に
頼
っ
て

抽
象
化
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
金
教
臣
と
矢
内
原
の
両
者
間
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
こ
の
時
代
に
お
け
る
お
互
い

の
立
場
に
つ
い
て
如
何
な
る
認
識
を
保
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
、
両
者
が
内
村
鑑
三
の
無
教
会
主
義
を
如
何
に
内
在
化
さ
せ
て
い
た

の
か
と
い
う
問
題
と
必
ず
分
け
て
着
目
す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
合
わ
せ
て
客
観
性
を
保
持
せ
ざ
る
を
得
な
い

一
九
三
七
年
二
月
の
『
聖
書
朝
鮮
」
に
お
い
て
金
教
臣
は
、
「
再
出
発
」
と
題
さ
れ
た
文
章
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
皇
民
化
政
策
下
で

苦
し
ん
で
い
る
民
衆
と
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
連
立
闘
争
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
無
教
会
内
部
に
お
い
て
両
者
間
の
現
実
認
識
の
差
を

（
Ｍ
）
 

正
直
に
認
め
、
独
自
の
無
教
会
主
義
を
主
体
的
に
受
容
し
展
開
さ
せ
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と
の
宣
言
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
宮

戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
六
）
（
寵
）

一一一一一一一

か
ら
で
あ
る
。

実
な
る
こ
と
は
、

れ
な
か
っ
た
が
、

取
調
に
当
り
た
る
検
事
の
敬
服
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
ふ
。
氏
は
釈
放
後
、
『
聖
書
朝
鮮
』
の
続
刊
は
許
さ

（
皿
）

伝
道
に
従
事
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
、
鮮
満
各
地
を
旅
行
し
て
兄
弟
の
信
仰
を
堅
め
て
居
た
。
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金
教
臣
は
無
教
会
主
義
に
接
し
な
が
ら
、
自
ら
の
本
来
の
価
値
体
系
を
形
成
し
て
い
る
儒
教
的
価
値
観
念
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
普

遍
的
価
値
性
を
加
え
、
時
代
的
現
実
に
つ
い
て
熟
考
を
重
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
彼
は
儒
教
の
論
語
に
お
け
る
「
己
所
不
欲
勿
施
於

（
脂
）

人
」
（
己
の
欲
せ
ざ
る
所
人
に
施
す
こ
と
勿
れ
）
と
い
う
教
え
か
ら
、
植
民
地
の
疎
外
さ
れ
た
民
衆
を
自
ら
抗
弁
し
、
彼
つ
り
と
積
極
的
に

連
帯
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
す
で
に
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
黄
金
律
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
虞
□
。
：
８

○
号
の
『
、
Ｐ
の
］
・
ロ
ミ
・
色
一
二
宮
ぐ
の
◎
言
の
厨
』
・
ｇ
８
『
。
Ｐ
愚
（
己
の
欲
す
る
所
を
人
に
施
せ
）
［
、
丘
の
叩
冨
臣
二
】
の
ミ
ヨ
ｌ
屋
］
が
存
在
す
る
こ

（
肥
）

と
は
彼
を
一
層
深
く
捉
一
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
「
見
義
不
為
無
勇
他
」
（
義
を
見
て
せ
ざ
る
は
勇
無
き
也
）
と
い
う
教
え
か
ら
、
彼

は
、
民
衆
の
代
表
と
し
て
正
義
の
実
現
の
た
め
に
戦
う
行
動
を
実
行
し
な
け
れ
ば
、
無
知
な
存
在
よ
り
も
卑
屈
な
も
の
と
判
断
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
慈
愛
（
日
日
Ｑ
）
」
、
並
び
に
仏
教
に
お
け
る
「
慈
悲
」
の
観
念
を
儒
教
に
お
け
る
「
仁
義
」
と

し
て
実
現
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
行
動
を
取
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
二
年
三
月
の
い
わ
ゆ
る
「
聖
書
朝
鮮
」
事
件
以
降
、
教
職
か
ら
追
放
さ
れ
た
金
教
臣
は
、
同
年
の
七
月
に
興
南
の
日
本
窒
素
肥

料
工
場
に
管
理
職
と
し
て
就
職
し
、
日
本
人
管
理
職
を
除
い
て
従
業
員
の
殆
ど
を
占
め
て
い
た
約
三
千
人
朝
鮮
人
労
働
者
た
ち
の
厚
生
福

利
に
つ
い
て
要
求
す
る
労
働
運
動
の
現
場
で
仁
義
の
実
現
に
向
け
て
尽
力
し
て
い
た
が
、
一
九
四
五
年
四
月
、
労
働
者
の
間
で
流
行
し
て

法
学
志
林
第
一
○
七
巻
第
四
号

一
三
四

窟
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
共
に
無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
を
危
険
な
も
の
と
見
な
し
て
い
た
理
’
田
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
反
体
制
的
動
き

の
出
現
な
ど
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

３
．
儒
教
的
価
値
認
識
と
人
間
観
ｌ
「
仁
義
」
の
実
践
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い
た
発
疹
チ
フ
ス
と
い
う
病
気
で
こ
の
世
を
去
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
は
、
厳
し
い
労
働
の
現
場
を
自
ら
の
体
で
直
接
体
験
し
な
が
ら

（
面
）

「
學
而
時
習
之
不
亦
説
乎
」
（
学
び
取
り
時
々
習
い
取
る
と
ま
た
こ
れ
も
嬉
し
い
も
の
で
は
な
い
か
）
と
い
う
儒
教
の
好
學
に
お
け
る
態
度

で
こ
の
厳
し
い
現
実
を
出
迎
え
た
。
金
教
臣
は
、
最
後
に
「
我
が
人
生
四
十
数
年
の
間
、
こ
の
工
場
に
お
い
て
初
め
て
我
が
民
族
を
体
内

（
肥
）

に
収
め
て
慰
め
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
と
伝
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
こ
の
最
後
の
一
一
一
一
口
葉
は
、
神
か
ら
付
与
さ
れ
た
苦
難

を
静
か
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
体
験
に
よ
る
人
格
的
覚
醒
を
通
し
て
祖
国
の
悲
哀
を
深
く
受
け
入
れ
た

旨
の
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

矢
内
原
は
金
教
臣
の
死
去
後
に
、
次
の
よ
う
な
哀
悼
文
を
通
し
て
彼
の
死
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
た
。

金
教
臣
氏
は
本
年
四
月
二
十
五
日
、
朝
鮮
興
南
に
て
天
父
の
許
に
召
さ
れ
た
。
発
疹
チ
フ
ス
に
て
臥
病
僅
か
一
週
間
で
あ
っ
た
と

い
ふ
。
余
は
氏
と
私
交
深
か
ら
ず
、
氏
の
履
歴
に
つ
い
て
も
詳
細
を
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
・
・
・
然
る
に
昨
年
徴
用
せ
ら
れ
て
興

南
の
曰
空
工
場
に
勤
務
中
、
病
に
罹
り
て
天
に
召
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
の
同
志
は
師
父
を
失
ひ
た
る
恩
ひ
に
て
深
き
哀
悼
に
沈

ん
だ
。
そ
の
一
人
は
余
に
轡
を
寄
せ
て
言
っ
た
、
「
朝
鮮
の
天
地
は
金
教
臣
先
生
を
失
う
て
、
俄
か
に
真
暗
く
な
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
・
・
・
小
生
は
神
様
に
抗
議
し
た
い
心
が
山
々
で
あ
り
ま
し
た
が
、
併
し
神
は
御
自
身
の
栄
光
の
為
に
最
善
を
為
し
給
ふ
方
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
柔
順
に
服
従
す
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
・
・
・
本
当
に
考
へ
れ
ば
考
ふ
る
程
、
朝
鮮
最
大
の
宝
を
失
ひ
た
る

気
が
致
し
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」

他
の
一
人
は
曰
く
、
「
金
教
臣
先
生
の
死
は
全
く
ピ
ス
ガ
山
上
の
モ
ー
セ
の
死
で
す
。
ヨ
シ
ュ
ァ
な
き
我
ら
は
ど
う
し
ま
せ
う
か
。

ｌ
我
々
は
今
や
小
な
る
ヨ
シ
ュ
ァ
に
な
っ
て
、
ヨ
ル
ダ
ン
を
渡
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
生
、
祈
っ
て
下
さ
い
ま
せ
。
」
朝
鮮
無
教

戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
六
）
（
崖
）

一
三
五
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会
陣
営
の
モ
ー
セ
は
俄
か
に
天
に
召
さ
れ
、
今
や
地
上
に
そ
の
温
容
を
見
る
を
得
な
い
。
併
し
な
が
ら
嘗
て
内
村
鑑
三
先
生
の
告
別

式
に
於
い
て
、
故
藤
井
武
が
「
之
は
新
日
本
の
定
礎
式
で
あ
る
」
と
喝
破
し
た
や
う
に
、
金
教
臣
氏
の
昇
天
は
正
に
新
朝
鮮
の
定
礎

式
で
あ
っ
た
。
氏
の
急
逝
後
四
箇
月
な
ら
ず
し
て
時
局
は
急
転
し
、
朝
鮮
は
自
由
な
る
独
立
国
と
し
て
甦
生
す
る
機
運
を
恵
ま
れ
た
。

併
し
真
に
国
を
建
つ
る
も
の
は
、
第
三
国
の
力
に
よ
る
軍
事
的
・
政
治
的
解
放
で
は
な
い
。
そ
の
国
民
自
身
の
信
仰
に
よ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
信
仰
に
由
ら
ざ
れ
ば
、
一
の
悪
鬼
を
追
ひ
出
し
て
七
つ
の
悪
鬼
を
迎
へ
入
れ
た
る
家
主
の
醤
に
洩
れ
ず
、
国
の

独
立
必
ず
し
も
祝
福
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
義
し
き
国
と
し
て
朝
鮮
を
興
す
力
は
、
氏
の
宣
く
伝
へ
た
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
祝

福
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
余
は
朝
鮮
の
兄
弟
諸
君
が
氏
の
遺
志
を
継
承
し
て
、
信
仰
に
よ
り
て
余
の
悪
と
勇
し
く
戦
ひ
、
朝
鮮

に
真
の
救
を
も
た
ら
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
る
。
か
く
し
て
こ
そ
氏
の
昇
天
は
そ
の
意
義
を
完
く
す
る
も
の
と
信
ず
る
。
主
に
あ
り
て
敬

愛
す
る
兄
弟
金
教
臣
君
の
霊
よ
、
君
は
余
に
対
し
て
真
実
で
あ
っ
た
。
君
は
多
く
の
同
志
に
『
嘉
信
』
を
紹
介
し
、
推
薦
し
て
く
れ

た
。
君
の
紹
介
に
よ
り
て
与
へ
ら
れ
た
朝
鮮
人
の
誌
友
は
、
『
嘉
信
』
読
者
の
中
最
も
真
実
、
最
も
善
良
な
る
分
子
で
あ
る
。
『
嘉

信
」
は
そ
の
最
善
の
読
者
を
、
内
地
人
の
中
よ
り
も
寧
ろ
朝
鮮
人
の
間
に
有
っ
。
余
は
之
に
よ
り
て
朝
鮮
人
た
る
兄
弟
姉
妹
の
信
仰

を
知
り
、
愛
を
知
り
、
真
実
な
る
性
格
を
知
り
、
朝
鮮
人
に
つ
い
て
真
に
希
望
を
有
し
た
。
余
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
間
に
さ
へ
見
ざ

る
」
信
仰
を
、
我
ら
の
「
ギ
リ
シ
ャ
人
」
の
間
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
之
ら
は
す
べ
て
氏
の
伝
へ
た
る
福
音
の
果
で
あ
り
、

氏
の
信
仰
と
人
格
と
の
反
映
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

過
ぐ
る
年
の
朝
鮮
伝
道
旅
行
に
際
し
、
八
月
二
十
八
日
平
壌
監
理
教
会
堂
に
て
、
余
は
氏
の
司
会
の
下
に
、
エ
ペ
ン
瞥
第
二
章
一

一
’
二
二
節
に
基
い
て
語
っ
た
。
当
時
平
壊
は
当
局
に
よ
る
基
督
教
弾
圧
の
中
心
地
で
あ
り
、
こ
の
集
会
も
秘
か
で
あ
っ
た
。
集
会

後
資
任
者
は
警
察
に
召
喚
さ
れ
、
余
も
亦
刑
事
の
訪
問
を
旅
館
に
て
受
け
た
。
そ
の
時
集
会
に
て
語
り
し
聖
書
の
一
節
を
、
余
は
こ
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金
教
臣
は
他
人
へ
の
慈
愛
の
実
践
に
は
、
禁
欲
的
な
態
度
で
臨
み
、
実
践
者
自
ら
が
代
価
を
支
払
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
見
な
し
て

い
た
。
彼
は
自
ら
を
「
無
資
格
」
と
述
べ
つ
つ
、
神
か
ら
も
ら
っ
た
慈
悲
を
他
人
へ
の
慈
愛
と
し
て
返
す
こ
と
を
実
践
し
よ
う
と
い
う
意

志
だ
け
が
そ
の
原
動
力
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
、
神
に
対
す
る
尊
敬
と
他
人
に
対
す
る
尊
敬
が
二
様
一
元
で
あ
る
と
同
時
に
、
全

て
の
倫
理
の
始
ま
り
で
あ
り
信
仰
の
完
成
で
あ
る
も
の
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
「
慈
愛
の
実
践
」
こ
そ
が
、
全
て
の

宗
教
的
信
念
に
お
い
て
最
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
価
値
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
植
民
地
状
況
と
い
う
厳
し
い
現
実
の
中
で
、
金
教
臣
が
重

要
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
抑
圧
的
な
社
会
的
現
実
に
対
す
る
批
判
的
考
察
と
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
に
よ
る
正
義
の
樹
築

と
個
々
人
に
お
け
る
自
己
の
確
立
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

金
教
臣
は
、
あ
る
べ
き
時
代
と
歴
史
と
い
う
も
の
は
人
と
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
敬
愛
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
判
断
し
つ
つ
、

道
徳
的
真
理
に
つ
い
て
認
識
す
る
こ
と
は
神
の
存
在
を
理
解
す
る
こ
と
と
も
直
結
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
彼
は
、
「
朝
間
道
夕

戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
六
）
（
崖
）

一
三
七

「
そ
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
て
我
ら
二
つ
の
も
の
一
つ
御
霊
に
あ
り
て
、
父
に
近
づ
く
こ
と
を
得
た
れ
ば
な
り
。
」
之
が
君
と
余
と
の

友
誼
の
根
本
で
あ
り
、
而
し
て
民
族
融
和
、
世
界
平
和
の
根
抵
も
亦
之
以
外
に
な
き
事
は
、
君
と
余
と
の
共
通
の
信
念
で
あ
っ
た
。

今
や
天
に
あ
る
君
の
霊
と
地
に
残
れ
る
我
ら
と
、
相
共
に
「
怨
な
る
隔
の
中
藤
を
段
ち
、
二
つ
の
者
を
己
に
於
い
て
一
の
新
し
き
人

に
造
り
て
平
和
を
成
し
」
袷
ふ
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
、
日
本
と
朝
鮮
と
の
間
、
東
洋
と
世
界
と
の
間
に
堅
く
樹
立
し
、
キ
リ
ス
ト

の
血
に
よ
り
て
永
遠
の
平
和
の
礎
を
築
か
う
で
な
い
か
。

（
四
）

（
『
嘉
信
』
第
八
巻
第
九
号
・
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
年
）
九
月
）

こ
に
繰
返
し
て
引
用
し
よ
う
。
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（
釦
）

死
可
」
（
朝
に
道
を
間
か
ば
夕
に
死
す
と
も
可
な
り
）
と
の
儒
教
に
お
け
る
教
》
え
を
自
ら
の
精
神
的
な
理
想
主
義
と
し
て
設
定
し
て
い
た

が
、
「
道
」
を
聞
く
、
つ
ま
り
天
下
に
「
道
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
死
ん
で
も
樹
わ
な
い
と
い
う

ほ
ど
の
、
実
践
に
よ
っ
て
世
の
中
を
変
え
る
と
い
う
使
命
感
に
満
ち
満
ち
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
力
こ
そ
が
正
義
で
あ
る
と
い

う
論
理
に
根
拠
を
お
い
た
住
性
に
し
て
道
徳
を
阻
害
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
支
配
力
を
発
揮
し
て
い
る
現
実
の
世
界
の
不
条
理
を
打
破
す

（
Ⅲ
）
 

る
た
め
に
「
正
義
は
力
に
勝
つ
」
と
の
認
識
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
根
拠
と
し
て
、
彼

は
、
「
力
こ
そ
が
正
義
で
あ
る
」
と
い
っ
た
帝
国
主
義
の
間
違
っ
た
存
在
論
理
に
対
し
て
は
「
そ
の
誤
り
に
つ
い
て
世
界
史
の
中
に
明
確

（
躯
）

に
残
す
」
形
態
で
審
判
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
述
べ
た
。
こ
の
た
め
彼
が
選
択
し
た
手
段
と
は
、
自
己
に
お
け
る
内
面
的
省
察
と
苦
難

と
の
直
接
対
時
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
不
条
理
な
現
実
の
状
況
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
た
人
々
の
抗
弁
、
そ
し
て
、
彼
ら
と
の
積

極
的
な
連
帯
を
通
し
て
自
ら
の
内
面
的
省
察
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
不
条
理
を
実
際
に
克
服
し
、
正
義
を
樹
立
し
て
い
こ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
金
教
臣
は
植
民
地
状
況
が
続
く
祖
国
で
生
き
て
い
る
全
て
の
人
々
の
た
め
に
も
、
自
ら
を
犠
牲
に
し
て
も
苦
難
と
立
ち
向
か

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
論
理
的
構
成
図
式
の
中
に
は
、
現
実
の
歴
史
に
お
い
て
普
遍
的

真
理
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
彼
自
身
の
主
体
的
、
か
つ
実
践
的
思
考
の
姿
勢
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
抑
圧
さ
れ
た
祖
国
の
人
々

の
歴
史
を
創
造
的
に
存
続
さ
せ
る
た
め
、
現
実
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
彼
の
試
み
が
溶
解
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
１
）
金
教
臣
『
金
教
臣
全
集
』
（
第
一
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
轡
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
一
年
五
月
、
一
五
五
’
一
五
六
頁
参
照

（
２
）
金
教
臣
「
人
生
論
」
『
金
教
臣
全
巣
」
（
第
一
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
抵
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
一
年
五
月
、
一
五
○
’
一
五
八
頁
参
照

（
３
）
矢
内
原
忠
雄
「
交
友
・
追
憶
」
『
矢
内
原
忠
雄
全
染
」
（
第
二
十
五
巻
）
、
東
京
、
岩
波
轡
店
、
一
九
六
五
年
三
月
、
二
八
七
頁

（
４
）
金
教
臣
「
人
生
鏡
」
『
金
教
臣
全
築
」
（
第
一
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
番
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
一
年
五
月
、
二
八
四
頁
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（
９
）
金
教
臣
「
日
妃
（
Ⅲ
）
」
「
金
教
臣
全
染
」
（
第
六
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
轡
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
二
年
一
一
月
、
一
三
八
’
百
三
十
九
頁
参
照

（
皿
）
金
教
臣
「
信
仰
論
」
「
金
教
臣
全
集
」
（
第
二
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
轡
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
｜
年
五
月
、
三
○
四
頁

（
ｕ
）
矢
内
原
忠
雄
「
交
友
・
追
憶
」
『
矢
内
原
忠
雄
全
集
』
（
第
二
十
五
巻
）
、
東
京
、
岩
波
街
店
、
’
九
六
五
年
三
月
、
一
一
八
七
’
二
八
八
頁

（
⑫
）
矢
内
原
忠
雄
「
交
友
・
追
憶
」
「
矢
内
原
忠
雄
全
集
』
（
第
二
十
五
巻
）
、
東
京
、
岩
波
番
店
、
一
九
六
五
年
三
月
、
二
八
八
頁

（
Ⅲ
）
矢
内
原
忠
雄
「
満
州
・
朝
鮮
・
沖
縄
」
『
矢
内
原
忠
雄
全
染
』
（
第
二
十
三
巻
）
、
東
京
、
岩
波
掛
店
、
一
九
六
五
年
一
月
、
三
四
四
’
三
四
五
頁
参
照

（
ｕ
）
金
教
臣
「
日
記
（
Ⅱ
）
」
「
金
教
臣
全
集
』
（
第
六
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
轡
出
版
プ
ー
キ
ー
、
’
’
○
○
二
年
二
月
、
三
六
四
頁

（
旧
）
金
教
臣
「
人
生
論
」
『
金
教
臣
全
集
」
（
第
一
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
瞥
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
一
年
五
月
、
’
五
六
頁
参
照

（
咄
）
金
教
臣
「
人
生
論
」
「
金
教
臣
全
集
」
（
第
一
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
書
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
一
年
五
月
、
’
五
六
頁
参
照

（
Ⅳ
）
金
教
臣
「
信
仰
論
」
『
金
教
臣
全
集
」
（
第
二
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
曾
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
｜
年
五
月
、
二
一
一
一
頁
参
照

（
肥
）
梁
賢
恵
「
朝
鮮
産
キ
リ
ス
ト
教
の
議
理
撒
図
と
実
践
」
『
近
代
朝
鮮
に
お
け
る
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
キ
リ
ス
ト
教
』
、
ソ
ウ
ル
、
ハ
ン
ウ
ル
、

二
○
○
九
年
三
月
、
一
九
七
頁

（
旧
）
矢
内
原
忠
雄
「
交
友
・
追
憶
」
『
矢
内
原
忠
雄
全
集
」
（
第
二
十
五
巻
）
、
東
京
、
岩
波
轡
店
、
一
九
六
五
年
三
月
、
二
八
七
’
一
一
九
○
頁

（
卯
）
金
教
臣
「
日
記
（
１
）
」
「
金
教
臣
全
巣
』
（
第
五
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
窃
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
二
年
二
月
、
六
八
頁
参
照

（
Ⅲ
）
金
教
臣
「
信
仰
論
一
『
金
教
臣
全
集
」
（
第
二
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
密
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
一
年
五
月
、
二
一
九
頁

（
皿
）
金
教
臣
「
日
記
（
１
）
」
「
金
教
臣
全
集
』
（
第
五
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
轡
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
二
年
二
月
、
一
一
四
頁

（
５
）
 

（
６
）
 

（
７
）
 

（
８
）
 参
照 金
教
臣
「
人
生
論
」
『
金
教
臣
全
集
・
一
（
第
一
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
轡
出
版
プ
ー
キ
ー
、
一
一
○
○
｜
年
五
月
、
三
○
二
頁

金
教
臣
「
信
仰
論
」
『
金
教
臣
全
染
」
（
第
二
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
轡
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
一
年
五
月
、
三
六
四
頁

金
教
臣
「
日
記
（
１
）
」
「
金
教
臣
全
集
」
（
第
五
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
図
轡
出
版
プ
ー
キ
ー
、
二
○
○
二
年
二
月
、
一
四
七
頁

威
錫
懲
「
聖
哲
的
立
場
か
ら
見
た
世
界
歴
史
」
「
威
錫
恵
全
典
』
（
第
十
七
巻
）
、
ソ
ウ
ル
、
創
作
と
批
評
社
、
二
○
○
九
年
三
月
、
一
九
一
－
一
九
六
頁

戦
中
戦
後
知
識
人
の
担
っ
た
使
命
と
役
割
（
六
）
（
崖
）

九

Hosei University Repository


