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三　

浦　
　
　

周

は
じ
め
に

排
耶
論
書
或
い
は
排
耶
書
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
書
物
群
が
あ
る
。
こ
れ
は
十
七
世

紀
と
十
九
世
紀
の
論
書
に
大
別
で
き
る
。
ま
た
、
前
者
は
通
俗
的
と
教
理
的
な
論
書

と
に
、
後
者
は
一
八
六
〇
年
代
前
後
と
一
八
九
〇
年
代
前
後
の
論
書
と
に
細
分
で
き

る
。本

稿
は
主
に
一
八
六
〇
年
代
前
後
の
論
書
を
念
頭
に
お
い
て
考
察
を
す
す
め
た

が
、
通
じ
て
排
耶
論
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
論
或
い
は
反
キ
リ
ス
ト
教
論
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
概
ね
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
に

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
改
め
て
「
排
耶
論
」
と
い
う
概
念
を
問
い

な
お
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一　

排
耶
論
研
究
の
前
提

排
耶
論
は
既
に
学
術
用
語
と
し
て
定
着
し
た
観
が
あ
る
が
、
こ
の
用
語
自
体
の
成

立
は
新
し
い
。
江
戸
・
明
治
期
を
通
じ
て
排
耶
論
書
の
表
題
お
よ
び
論
中
に
排
耶
と

い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
る
頻
度
は
決
し
て
多
く
な
い（

（
（

。
そ
の
初
出
は
特
定
で
き
て
い
な

い
が
比
較
的
古
い
用
例
と
し
て
新
村
出
『
南
蛮
廣
記
』（
一
九
二
五
）
中
に
「
排
耶

書
類
」「
排
耶
論
」「
排
耶
事
業
」「
排
耶
」「
排
耶
思
想
」
等
の
語
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
だ
が
同
書
中
で
は「
破
邪
」「
耶
蘇
教
排
斥
」「
斥
耶
蘇
」「
斥
耶
宗
」「
闢
邪
」「
西

教
退
治
」「
破
邪
帰
正
」「
破
邪
顕
正
」
等
の
語
も
同
時
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
表
記
の
揺
れ
は
新
村
ひ
と
り
、
ま
た
排
耶
論
が
研
究
対
象
と
な
る
大
正
期
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
い
。
排
耶
論
と
い
う
語
は
明
確
な
定
義
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
慣
例
的

に
、
し
か
も
、
恐
ら
く
は
一
九
七
〇
年
代
以
降（

（
（

に
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
た

だ
現
在
の
研
究
論
文
に
お
い
て
も
「
い
わ
ゆ
る
排
耶
論
」
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
を
目

に
す
る
こ
と
は
間
々
あ
る
。

用
語
の
来
歴
に
曖
昧
さ
を
残
す
排
耶
論
で
あ
る
が
、
続
い
て
、
こ
れ
が
研
究
対
象

と
な
る
契
機
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
流
行

し
た
風
潮
、
南
蛮
趣
味
で
あ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
研
究
の
当
初
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
た
対
象
は
キ
リ
シ
タ
ン
版
で

あ
り
、
こ
れ
は
後
に
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
、
南
蛮
文
学
と
さ
れ
た
。
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン

文
学
研
究
に
お
け
る
副
次
的
な
研
究
対
象
が
排
耶
論
書
で
あ
る
。

こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
と
い
う
語
を
定
着
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
村
岡
典
嗣
は
排
耶

論
書
も
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
と
し
て
い
る（

（
（

が
、こ
れ
を
新
村
は「
吉
利
支
丹
排
撃
文
学（

（
（

」、

海
老
沢
は
「
反
キ
リ
シ
タ
ン
文
学（

（
（

」
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
研
究
の
成
果
は
文
学
作
品

4

4

4

4

に
も
還
元（

（
（

さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
南
蛮
趣
味
は

更
に
底
辺
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る（

（
（

。
現
在
、
南
蛮
趣
味
は
下
火
と
な
っ
た
が
キ

リ
シ
タ
ン
文
学
・
排
撃
文
学
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
文
学
・
文
芸
作
品（

（
（

を
目
に
す
る
機

会
は
多
い
。
排
耶
論
研
究
の
数
が
少
な
い
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た

研
究
の
当
初
に
排
耶
論
書
が
「
文
学
」
と
し
て
分
類
さ
れ
た
こ
と
に
因
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

一
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二
、「
排
耶
論
」
と
は
何
か
（
一
）―

邪
教
観
に
つ
い
て―

排
耶
論
は
排
斥
耶
蘇
論（

（
（

だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の

対
論
、
反
キ
リ
ス
ト
教
論
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
理
解

に
疑
問
を
差
し
は
さ
む
余
地
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
耶
蘇
」
に
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
耶
蘇
と
は
日
本
で
慣
用
的
に
イ
エ
ス
と
表
記
さ
れ
る
も
の
の
音
訳
で
あ
る
。

耶
蘇
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
耶
穌
・
耶
祖
の
字
を
あ
て
る
場
合
も
あ
る
。
何

故
こ
れ
ら
の
字
が
あ
て
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
字
義
か
ら
推
測
し
て
み
よ
う
。

「
耶
」
は
「
爺
」
の
略
字
で
も
あ
る
の
で
「
ち
ち
：
父
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
祖
」

は
「
じ
じ
：
祖
父
」
で
あ
る
か
ら
、
父
性
の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
蘇
」「
穌
」（
蘇
の
本
字
）
に
は
「
し
そ
：
紫
蘇
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
「
よ
み
が
え
る
：
甦
る
」
と
捉
え
る
。
と
す
れ
ば
耶
蘇
に
は
「
超
越
的
な
父
」「
復

活
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
何
と
は
な
し
に

キ
リ
ス
ト
教
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
別
の
字
義
解
釈
を
す
る
な
ら
ば
、「
耶
」
は
「
邪
」
に
通
じ
「
な
な
め
：

斜
め
」「
よ
こ
さ
ま
：
横
さ
ま
」「
よ
こ
し
ま
：
邪
ま
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
蘇
坐
と

い
え
ば
主
客
が
東
西
に
座
る
打
解
け
た
座
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
「
蘇
」
に
も
「
よ
こ
：

東
西
」
と
い
っ
た
意
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
縦
（
南
北
）
を
正
式（

（（
（

だ
と
す
れ
ば
、
耶
蘇

は
横
さ
ま
な
も
の―

正
式
で
な
い
も
の―

邪
な
も
の
を
も
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
耶
蘇
教
の
場
合
は
ど
う
か
。
一
八
六
〇
年
代
前
後
の
排
耶
論
書
で
は
カ
ト

リ
ッ
ク
を
天
主
教
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
耶
蘇
教
と
し
て
区
別（

す
る
向
き
も
あ
る

が
、
姉
崎
正
治
が

内
と
外
に
対
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
名
を
憚
つ
た
も
の
か
、
又
は
支
那
の
用

例
を
用
ひ
た
も
の
か
、
多
く
は
耶
蘇
教
と
称
し
て
い
る（

（（
（

。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
切
支
丹
と
い
う
呼
称
を
廃
し
て
耶
蘇
教
と
す
る

慣
行
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。こ
こ
で
い
う
耶
蘇
教
に
新
旧
の
区
別
は
な
い
。

続
い
て
切
支
丹
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
き
り
し
た
ん
は
元
よ
り
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
のChristao

か
ら
き
て
い
る
の
で
キ
リ
ス
ト
教
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
意
味
す
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
切
支
丹―

耶
蘇
教
が
キ
リ
ス
ト
教
を
意
味
し
て
も
何
ら
問
題
は
な

い
。
し
か
し
、
言
葉
に
は
原
義
を
は
ず
れ
て
意
味
内
容
が
変
化
す
る
性
質
が
あ
る
。

わ
れ
は
思
ふ
、
末
世
の
邪
宗
4

4

、
切
支
丹
で
う
す
の
魔4
法（

（（
（
4

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

北
原
白
秋
「
邪
宗
門
秘
曲
」（
一
九
〇
八
）
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
象
徴

詩
で
あ
る
か
ら
そ
の
ま
ま
の
意
味
に
受
け
と
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

白
秋
に
キ
リ
ス
ト
教
を
貶
め
る
意
図
が
な
く
て
も
切
支
丹
と
「
邪
宗
」「
魔
法
」
を

セ
ッ
ト
に
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
が
邪
教
観（

（（
（

と
い
い
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
姉
崎
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
・
バ
テ
レ
ン
と
い
う
名
称
自
体
が
負
の
感

情
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
故
に
、
負
の
感
情
が
キ
リ
シ
タ
ン
・
バ
テ
レ
ン
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る
、
と
い
っ
た
指
摘（

（（
（

を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
こ
の
邪
教
観
を
媒

介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
切
支
丹―

耶
蘇
教
に
距
離
が
生
じ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。

原
義
と
変
化
し
た
意
味
内
容
と
の
ず
れ
故
に
、
従
来
こ
の
邪
教
観
は
誤
っ
た
キ
リ

ス
ト
教
理
解
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
言
葉
の
原
義
が
失
わ
れ
、
後
に
派
生
し
た

意
味
の
み
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
往
々
に
し
て
お
こ
り
得
る
。
し
か
も
切
支
丹
の
場

合
は
原
義
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
に
も
あ
る
時
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
が
存

在
し
な
い
。
そ
の
情
報
す
ら
厳
し
く
統
制
さ
れ
て
い
た（

（（
（

。
ま
た
原
義
が
正
し
く
保
た

れ
て
い
た
期
間
も
半
世
紀
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
切
支
丹―

耶

蘇
教
を
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
と
す
る
解
釈
に
は
無
理
が
生
じ
る
。

こ
れ
ま
で
原
義
が
失
わ
れ
た
後
の
意
味
内
容
の
変
化
は
邪
教
観
と
い
う
一
語
で
済

ま
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
耶
蘇
」
と
し
て
考
察
を
加
え
る
。

二
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三
、
排
耶
論
と
は
何
か
（
二
）―

「
耶
蘇
」
に
つ
い
て―

「
耶
蘇
」
と
は
ど
う
い
っ
た
モ
ノ
か
、
排
耶
論
書
か
ら
み
て
み
よ
う
。
霊
遊
『
閑

邪
存
誠
』（
一
八
六
五
）
に

渠
珍
寶
奇
貨
珠
翠
玳
琩
等
ヲ
齎
來
テ
此
ヲ
施
與
シ
テ
貧
族
ヲ
賑
ハ
シ
或
ハ
藥
草

ヲ
與
ヘ
テ
病
患
ヲ
救
療
ス
觀
ル
者
心
酔
ヒ
目
眩
テ
男
女
老
少
コ
ト
コ
ト
ク
彼
法

ニ
昄
從
ス（

（（
（

と
あ
る
。
こ
こ
で
「
耶
蘇
」
は
舶
来
の
「
珍
寶
奇
貨
」
を
以
て
人
を
惑
わ
す
モ
ノ
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
排
耶
論
に
共
通
す
る
見
解
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
を
超
然

『
斥
邪
二
筆
』（
一
八
六
六
）
は

邪
教
ノ
建
立
ス
ヘ
テ
新
奇
4

4

ニ
出
テ
人
ノ
好
ム
ト
コ
ロ
ヲ
以
テ
誑
キ
誘
フ
ノ
外
ナ

シ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

と
ま
と
め
る
。
こ
の
新
奇
性
は
「
耶
蘇
」
の
特
質
だ
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
十
七
世
紀
後
半
（
お
よ
そ
延
宝
の
頃
）
の
俳
諧
の
世
界
に
お
い
て
、
そ

れ
ま
で
の
「
古
風
」
貞
門
派
に
対
し
「
新
風
」
談
林
派
が
勃
興
し
た
時
、
談
林
派
の

俳
人
井
原
鶴
永
（
西
鶴
）・
菅
野
谷
高
政
は
阿
蘭
陀
流
・
伴
天
連
、
即
ち
「
耶
蘇
」

と
し
て
非
難
さ
れ
た（

（（
（

。

鶴
永
・
高
政
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
。
そ
の
非
難
は
発
句
の
新
奇
性
に
向
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
二
十
日
付
「
東
京
日
日
」
の
記
事
を
み
て
み

よ
う
。滋

賀
県
下
越
前
国
大
野
郡
頑
民
暴
動
の
議
。
一
と
先
沈
静
の
模
様
な
り
し
が
、

再
度
動
揺
せ
り
と
。
此
一
揆
の
名
と
す
る
者
は
、
耶
蘇
宗
拒
絶
の
事
、
真
宗
説

法
再
開
の
事
、
学
校
に
洋
文
を
廃
す
る
事
、
此
三
か
条
に
し
て
、
其
頑
民
共
唱

ふ
る
所
の
者
は
、
朝
廷
邪
蘇
を
好
み
、
断
髪
洋
服
は
邪
蘇
の
俗
な
り
、
三
条
の

教
則
は
邪
蘇
の
教
な
り
、
学
校
の
洋
文
は
邪
蘇
の
文
な
り
と（

（（
（

。

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
護
法
一
揆
に
つ
い
て
報
じ
た
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
断

髪
洋
服
」「
三
条
の
教
則
」「
学
校
の
洋
文
」
を
た
だ
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
だ
が
、こ
の
時
こ
の
場
所
で
新
奇
で
あ
っ
た
が
故
に
、こ
れ
ら
は
「
耶

蘇
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
通
り
「
耶
蘇
」
に
確
固
と
し
た
実
体
は
な
い
。
あ
る
新
奇
な

物
事
が
集
団
の
利
益
の
均
衡
を
崩
す
と
判
断
さ
れ
た
時
、
そ
れ
が
「
耶
蘇
」
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
以
下
の
事
例
を
み
て
み
よ
う
。

邪
宗
を
黒
組
と
唱
正
宗
を
白
組
と
言
黒
組
ニ
て
蒔
附
候
作
物
は
都
て
成
熟
白
組

ニ
而
植
候
分
ハ
虫
喰
候
由
申
傳
種
々
巧
言
を
以
宗
門
ニ
引
入
れ
當
時
ニ
而
は
一

村
黒
組
ニ
成
白
組
ハ
右
浦
上
四
郷
ニ
五
拾
軒
計
な
ら
て
ハ
無
之
候
由
（
中
略
）

風
聞
宜
相
聞
へ
申
候（

（（
（

こ
れ
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
六
月
五
日
付
「
浦
上
異
宗
之
義
探
索
書
」
か
ら
の

抜
粋
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
珍
寶
奇
貨
（
こ
こ
で
は
農
業
に
関
す
る
技
術
で
あ
ろ
う
）

を
以
て
人
を
惑
わ
す
モ
ノ
と
し
て
「
耶
蘇
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
農
作
物
の
出

来
不
出
来
と
い
う
点
は
利
益
の
不
均
衡
と
解
釈
で
き
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ

き
点
は
こ
の
他
に
ふ
た
つ
あ
る
。

第
一
に
「
黒
組
」
と
い
う
表
記
。
白
・
黒
と
い
う
表
現
は
憑
き
も
の
筋（

（（
（

を
あ
ら
わ

す
隠
語―

黒
が
憑
き
も
の
筋―

だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
耶
蘇
」
に
援
用
さ
れ
る
の

は
富
ま
た
は
利
益
の
不
均
衡
と
社
会
的
制
裁
と
い
う
要
素
を
共
有
し
て
い
る
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
「
風
聞
宜
相
聞
へ
申
候
」
と
い
う
表
記
。「
浦
上
異
宗
之
義
探
索
書
」
は

前
述
し
た
よ
う
な
風
聞
4

4

が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
実
際
に
起

こ
っ
た
（
起
こ
っ
て
い
る
）
こ
と
で
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
風

聞
が
事
実
に
即
し
て
い
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

「
耶
蘇
」は
実
体
を
持
た
な
い
。
そ
れ
故
に
、こ
う
い
っ
た
風
聞
、巷
説
、流
言
蜚
語
、

或
い
は
物
語
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
。
前
述
し
た
姉
崎
の
指
摘
を
補
足
す
る
な
ら

ば
、
新
奇
に
か
か
る
負
の
感
情
は
「
耶
蘇
」
と
し
て
風
聞
巷
説
流
言
蜚
語
の
中
に
あ

ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
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以
上
を
ま
と
め
よ
う
。
新
奇
な
物
事
が
集
団
の
利
益
の
不
均
衡
を
生
じ
さ
せ
る
と

判
断
さ
れ
た
時
、そ
の
是
正
或
い
は
予
防
の
た
め
、そ
れ
は
「
耶
蘇
」
と
さ
れ
る
。「
耶

蘇
」
に
実
体
は
な
く
風
聞
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
う
と
さ
れ
る
こ
と
は
社
会
的
制
裁
を

も
意
味
す
る
こ
と
に
因
る
。
排
耶
論
書
中
に
お
い
て
珍
寶
奇
貨
に
よ
っ
て
人
を
惑
わ

す
モ
ノ
と
さ
れ
て
い
る
「
耶
蘇
」
に
は
こ
う
い
っ
た
働
き
が
あ
る
。

四
、「
排
耶
論
」
と
は
何
か
（
三
）―

排
耶
に
つ
い
て―

実
体
を
持
た
な
い
が
故
に
「
耶
蘇
」
に
は
何
ら
か
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仮4

託4

は
排
耶
論
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
鍵
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
排
耶
に
も
何
ら
か

の
問
題
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
二
重
の
仮
託
に
よ
っ
て
排
耶
論
は

な
り
た
っ
て
い
る
。

排
耶
の
仮
託
に
つ
い
て
、
ま
ず
先
に
あ
げ
た
「
東
京
日
日
」
の
記
事
の
続
き
を
み

て
み
よ
う
。

其
他
地
券
を
厭
棄
、
諸
簿
冊
を
灰
燼
と
し
、
新
暦
を
奉
ぜ
ず
旧
暦
を
固
守
し
、

喋
々
浮
説
妄
誕
を
唱
へ
、
兎
角
旧
見
故
態
を
脱
せ
ず（

（（
（

こ
こ
に
お
い
て
「
耶
蘇
宗
拒
絶
」
を
主
張
す
る
人
々
の
最
終
的
な
目
的
は
租
税
負

担
の
軽
減
で
あ
り
、「
旧
見
故
態
」
と
さ
れ
た
日
常
生
活
の
墨
守
で
あ
る（

（（
（

。
こ
れ
ら

が
排
耶
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
。

次
に
幸
徳
秋
水
『
基
督
抹
殺
論
』（
一
九
一
一
）
を
み
て
み
よ
う
。
高
島
米
峰
は

当
書
を
「
全
く
宗
教
史
上
の
議
論
で
あ
っ
て
、
謂
は
ゆ
る
危
險
思
想
は
、
壱
末
も
含

ま
れ
て
い
な
い（

（（
（

。」
と
す
る
が
、
解
題
に
は

彼
の
著
作
意
圖
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
の
書
が
出
た
直
後
か
ら
、
右
に
述
べ

た
と
こ
ろ
と
は
別
個
の
こ
と
が
、
世
の
一
部
に
で
は
あ
る
が
、
か
な
り
有
力
に

行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
假
に
キ
リ
ス
ト
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
教
に
託
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

實
は
天
皇
ま
た
は
天
皇
制
を
こ
そ
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
眞
の

意
圖
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
で
あ
る（

（（
（

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

と
あ
る
。
幸
徳
の
真
意（

（（
（

を
確
か
め
る
術
は
持
た
な
い
が
、
排
耶
が
お
こ
な
わ
れ
た
当

時
か
ら
こ
れ
を
仮
託
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
何
を
示
す
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
排
耶
は
手
段
で
あ
っ
て
決
し
て

目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
国
内
統
治
の
た
め
の
排
耶
、仏
法
弘
通
の
た
め
の
排
耶
、

護
法
・
護
国
の
た
め
の
排
耶
、
天
皇
制
打
破
ま
た
は
護
持
の
た
め
の
排
耶
等
、
様
々

で
あ
る
が
、
排
耶
の
た
め
の
排
耶
だ
け
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

五
、「
排
耶
論
」
と
は
何
か
（
四
）―

研
究
に
際
し
て―

こ
れ
ま
で
に
排
耶
論
と
い
う
用
語
の
来
歴
、
研
究
対
象
と
な
る
契
機
、
耶
蘇
の
字

義
解
釈
、
切
支
丹―

耶
蘇
教
の
意
味
内
容
の
変
遷
、「
耶
蘇
」
の
定
義
、
排
耶
の
お

こ
な
わ
れ
方
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

こ
れ
ら
は
一
点
に
帰
着
す
る
。
即
ち
、排
耶
論
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
論
、

反
キ
リ
ス
ト
教
論
で
は
な
い
。

第
一
に
、
当
然
で
は
あ
る
が
キ
リ
ス
ト
教
を
「
正
」
と
す
る
と
こ
ろ
の
「
反
」
キ

リ
ス
ト
教
論
に
は
な
り
得
な
い
。
反
キ
リ
ス
ト
教
論
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
思
想

や
制
度
、
文
化
に
基
軸
を
設
定
し
、
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
鎮
座
し
て
い
る
必
要
が

あ
る
。
日
本
は
こ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
排
耶
論
が
排
斥
の
対
象
と
す
る

の
は
外
来
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
内
在
す
る
「
耶
蘇
」
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、

排
耶
論
研
究
に
際
し
て
排
耶
論
書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
理
解
を
そ
の
評
価

基
準（

（（
（

と
す
る
こ
と
は
妥
当
と
は
い
え
な
い（

（（
（

。

第
二
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
論
と
い
っ
た
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
「
霊
性

の
交
流（

（（
（

」
と
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
宗
教（

（（
（

」
の
問
題
と

し
て
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
池
田
英
俊
は
一
八
九
〇
年
代
前
後
の
排
耶
論
を

こ
の
時
期
の
破
邪
書
の
主
旨
は
退
治
邪
執
の
内
実
が
、
国
粋
主
義
や
内
地
雑
居

を
め
ぐ
る
政
治
問
題
な
い
し
は
社
会
上
の
効
用
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
宗
教

四
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に
お
け
る
外
的
条
件
の
み
に
焦
点
が
集
中
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
は
必
ず
し

も
宗
教
の
本
質
に
迫
る
よ
う
な
宗
教
観
の
相
違
や
、
信
仰
上
の
衝
突
を
め
ぐ
る

思
想
闘
争
の
様
相
を
呈
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た（

（（
（

と
評
し
て
い
る
。「
宗
教
に
お
け
る
外
的
条
件
の
み
に
焦
点
が
集
中
」
さ
れ
て
い
る

な
ら
ば
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
よ
い
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
さ
れ

ず
、
あ
く
ま
で
も
「
宗
教
」
と
い
う
視
点
を
堅
持
す
る
。
こ
う
い
っ
た
傾
向
は
池
田

ひ
と
り
に
限
ら
な
い
。　
　

例
え
ば
、村
井
早
苗
は
十
七
世
紀
の
排
耶
論
を
総
括
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
の
問
題
は
、本
来
、宗
教
の
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。（
中
略
）

し
か
し
排
耶
僧
た
ち
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
宗
教
の
問
題
と
し
て
克
服
す
る
こ
と

を
あ
る
意
味
で
は
回
避
し
、「
国
家
の
敵
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
す
り
か
え
て

し
ま
っ
た（

（（
（

。

本
稿
で
は
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
問
題
は
、
本
来
、
宗
教
の
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
」

と
い
う
意
見
を
容
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
理
由
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
で

あ
る
が
、
繰
り
返
す
な
ら
ば

（
一
）
キ
リ
ス
ト
教
と
「
耶
蘇
」
を
等
号
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
二
）「
耶
蘇
」・
排
耶
の
仮
託
に
よ
っ
て
排
斥
の
対
象
は
多
岐
に
渡
る
。
こ
れ
が
「
宗

教
」
の
領
域
に
属
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

と
い
う
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
た
だ
、
排
耶
論
が
「
宗
教
」
の
問
題
で
は
な
い
、
と

い
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
排
耶
論
は
「
宗
教
」
の
問
題
に
限
定
さ
れ
な
い
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

排
耶
論
の
実
際
が
「
宗
教
」
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
は
先
に
あ
げ
た
批
判
的
な
評

価
か
ら
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
「
宗
教
」
の
問
題
と
す
る
こ
と
は
も
は
や
研

究
者
の
姿
勢
で
し
か
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
排
耶
論
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

論
で
あ
る
べ
き
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
そ
れ
で
意
義
は
あ
る
が
排
耶
論

の
理
解
ま
た
は
評
価
に
ど
う
し
て
も
偏
り
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、

排
耶
論
研
究
に
際
し
て
排
耶
論
を
「
宗
教
」
の
問
題
に
限
定
す
る
こ
と
は
妥
当
と
は

い
え
な
い
。

で
は
本
稿
の
冒
頭
で
こ
う
い
っ
た
理
解
が
概
ね
正
し
い
と
述
べ
た
の
は
何
故
か
。

排
耶
論
研
究
と
い
っ
た
場
合
、
排
耶
論
は
研
究
対
象
ま
た
は
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
研

究
分
野
で
は
な
い
。
排
耶
論
研
究
も
ま
た
い
ず
れ
か
の
研
究
分
野
に
属
す
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
分
野
の
性
質
に
よ
っ
て
排
耶
論
の
理
解
が
異
な
る
こ
と
は
当
然
考
え
ら

れ
る
。

例
え
ば
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
は
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
被
虐
史
観
に
よ
っ
て
構
築

さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
或
い
は
日
本
文
化
に
与
え
た
（
与
え
て
い
る
）

影
響
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
と
思
う
が
、
日
本
を
主
語
と
し
て
自
ら
を
語
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
は
日
本
‐
キ
リ
ス
ト
教
史
で
あ
っ
て
日
本

キ
リ
ス
ト
教
‐
史
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
と
、
そ
の
受
容
の
歴
史
は
、
は
な
は
だ
困

難
に
充
ち
た
も
の
で
あ
っ
た（

（（
（

。

と
い
う
よ
う
に
、
苦
難
の
歴
史
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
苦
難
を
詳
細
に
描
け

ば
描
く
ほ
ど
自
身
の
存
在
の
鮮
明
さ
は
増
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
排
耶
論
は

反
キ
リ
ス
ト
教
論
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
う
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

排
耶
論
が
研
究
テ
ー
マ
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
排
耶
論
の
研
究
意
義
が
確
立
し
て
い
れ
ば
、
排
耶
論
を
仏
教
と
キ
リ
ス

ト
教
と
の
対
論
、
反
キ
リ
ス
ト
教
論
と
す
る
理
解
も
概
ね
正
し
い
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
「
概
ね
」
と
限
定
す
る
理
由
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

六
、「
排
耶
論
」
と
は
何
か
（
五
）―

総
括―

最
後
に
改
め
て
「
排
耶
論
」
と
は
何
か
を
問
う
な
ら
ば
、「
排
耶
論
」
と
は
稗
史

小
説
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
排
耶
論
を
取
り
あ
げ
て
き
た
歴
史
は
仏
教「
正
史
」、キ
リ
ス
ト
教「
正

史
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
問
題
が
生
じ
る
の
は
前
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
だ

五
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が
、
こ
の
歴
史
が
「
稗
史
」
で
あ
れ
ば
「
排
耶
論
」
を
「
排
耶
論
」
と
し
て
扱
う
こ

と
が
で
き
る
。

正
史
が
国
の
歴
史
、
正
し
い
歴
史
で
あ
る
の
に
対
し
、
稗
史
は
巷
間
の
噂

4

4

4

4

・
言
い
4

4

伝
え
4

4

、
物
語
4

4

等
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
っ
て
野
史
と
も
さ
れ
る
。
風
聞
巷
説
流
言
蜚

語
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
「
耶
蘇
」
を
排
斥
の
対
象
と
す
る
「
排
耶
論
」
を
扱
う
の

に
こ
れ
ほ
ど
適
し
た
歴
史
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
稗
史
の
類
語
で
あ
る
小
説
と
は

novel

に
あ
て
た
訳
語
で
あ
る
が
、
世
間
話
や
寓
言
4

4

、
或
い
は
怪
談
や
随
筆
な
ど
の

総
称
で
も
あ
る
。「
耶
蘇
」・
排
耶
へ
の
仮
託
を
み
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
「
排
耶
論
」

に
相
応
し
い
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
だ
け
な
ら
ば
日
本
文
化
論
で
あ
っ
て
「
排
耶
論
」
も
日
本
文
化
史
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
排
耶
論
が
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
論
、
反
キ
リ
ス
ト
教
論
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
反
映

さ
れ
に
く
い
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
稗
史
小
説
た
る
「
排
耶
論
」
は
日
本
通
俗
仏
教
史
ま
た
は
日
本

通
俗
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
い
て
こ
そ
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
南

蛮
趣
味
の
文
学
作
品
、
ま
た
は
「
排
耶
論
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
現
代
の
文
芸
作
品

等
も
研
究
材
料
と
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
排
耶
論
」
に
お
け
る
仏
教

と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
交
流
は
、
霊
性
で
あ
る
よ
り
こ
う
し
た
通
俗
的
な
物
事
か
ら
始

ま
る
べ
き
で
あ
る
。

更
に
、
中
世
が
宗
教
に
よ
っ
て
社
会
が
規
定
さ
れ
た
時
代
だ
と
す
る
と
近
世
以
降

は
逆
に
社
会
に
よ
っ
て
宗
教
が
規
定
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
こ
こ
で
通
俗
仏
教
、
通

俗
キ
リ
ス
ト
教
を
研
究
対
象
に
す
る
こ
と
は
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
現
代
的

意
義
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
日
本
通
俗
仏
教
史
研
究
、日
本
通
俗
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
で
あ
れ
ば「
排

耶
論
」
は
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
り
得
る
。
で
あ
れ
ば
、「
排
耶
論
」
を
稗
史
小

説
と
す
る
理
解
も
概
ね
正
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

排
耶
論
と
い
う
用
語
の
来
歴
が
曖
昧
で
あ
る
の
は
、
実
際
の
排
耶
と
こ
れ
が
研
究

対
象
に
な
る
ま
で
の
時
間
が
短
か
っ
た
、
或
い
は
研
究
対
象
と
な
っ
て
か
ら
も
排
耶

は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
因
る
。
事
象
が
整
理
さ
れ
概
念
化
さ
れ
る
ま
で
の
期

間
が
充
分
で
な
か
っ
た
こ
と
も
排
耶
論
の
理
解
を
難
し
く
し
て
い
る
。
つ
ま
り
定
義

が
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
自
覚
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
論
の
小
見
出
し
を
「
排

耶
論
と
は
何
か
」
と
い
う
形
に
し
て
あ
る
。

本
稿
で
は
排
耶
論
を
稗
史
小
説
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
定
義
で
は
な
く
ひ
と
つ
の

理
解
の
し
か
た
で
あ
る
が
、
定
義
づ
け
を
見
据
え
て
あ
る
程
度
概
括
的
に
こ
れ
を
論

じ
た
。
こ
れ
が
排
耶
論
研
究
或
い
は
排
耶
論
を
研
究
材
料
と
す
る
諸
研
究
の
一
助
に

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註
（（）
数
少
な
い
且
つ
類
似
の
用
例
と
し
て
林
羅
山
『
排
耶
蘇
』（
一
六
〇
六
）、
加
藤

咄
堂
『
排
耶
蘇
教
』（
一
八
九
九
）
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（（）
一
九
七
〇
年
に『
キ
リ
シ
タ
ン
書 

排
耶
書
』（
岩
波
書
店
）が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
研
究
の
大
家
で
あ
る
海
老
沢
有
道
が
「
排
耶
書
」
と
い
う
語
を
使

用
し
て
い
る
意
義
は
大
き
い
。

（（）
『
吉
利
支
丹
文
学
抄
』（
一
九
二
五
）
の
中
に
ハ
ビ
ア
ン
『
破
提
宇
子
』

（
一
六
二
〇
）、
フ
ェ
レ
イ
ラ
『
顕
偽
録
』（
一
六
三
六
）
を
収
め
て
い
る
。

（（）
「
吉
利
支
丹
文
学
の
範
疇
に
は
、
本
来
の
主
潮
を
な
す
宗
教
文
学
の
ほ
か
、
吉

利
支
丹
排
撃
文
学
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
（
中
略
）
所
謂
破
邪
書
の
類
な
ど
も
、

こ
の
中
に
取
込
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」『
日
本
吉
利
支
丹
文
化
史
』
一
四
八

頁 

地
人
館 
一
九
四
一

（（）
「
南
蛮
文
学
は
キ
リ
シ
タ
ン
的
影
響
、
な
い
し
は
南
蛮
趣
味
、
そ
れ
へ
の
憧
憬

六
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の
念
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
排
外
思
想
・
反
キ
リ
シ
タ
ン

思
想
、
換
言
す
れ
ば
切
支
丹
邪
宗
門
観
を
基
底
と
し
て
い
る
も
の
は
根
本
的
に

相
違
す
る
の
で
、
別
個
に
扱
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。」（『
キ
リ
シ
タ
ン
南
蛮

文
学
入
門
』
二
五
二
頁 

教
文
館 

一
九
九
一
）

（（）
芥
川
龍
之
介
『
る
し
へ
る
』（
一
九
一
八
）
に
「
破
提
宇
子
の
流
布
本
は
、
華

頂
山
文
庫
の
蔵
本
を
、
明
治
戊
辰
の
頃
、
杞
憂
道
人
鵜
飼
徹
定
の
序
文
と
共
に
、

出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。」（『
芥
川
龍
之
介
全
集
』（
岩
波
書
店 

一
九
七
七
）

三
六
二
頁
）
と
あ
る
の
は
有
名
で
あ
る
。
ほ
か
に
南
蛮
趣
味
の
文
学
作
品
と
し

て
、
与
謝
野
鉄
幹
『
五
足
の
靴
』（
一
九
〇
八
）、
木
下
杢
太
郎
『
南
蛮
寺
門
前
』

（
一
九
〇
九
）、
北
原
白
秋
『
邪
宗
門
』（
一
九
〇
九
）
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（（）
畑
中
佳
恵
「
近
代
文
学
に
お
け
る
「
南
蛮
趣
味
誕
生
」
の
「
同
時
代
」」『
文
獻

研
究
』
（（ 

二
〇
〇
三 

参
照

（（）
例
え
ば
、
山
田
風
太
郎
『
魔
界
転
生
』（
原
題
『
お
ぼ
ろ
忍
法
帖
』
一
九
六
七
）

は
、
海
老
沢
が
島
原
戦
記
類
と
す
る
排
耶
論
書
の
後
日
談
と
し
て
創
作
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
諸
星
大
二
郎
「
生
命
の
木
」『
妖
怪
ハ
ン
タ
ー
』（
一
九
七
六
）

は
純
然
た
る
南
蛮
趣
味
の
作
品
だ
と
い
え
よ
う
。
更
に
、
荒
俣
宏
『
本
朝
幻
想

文
学
縁
起
』（
一
九
九
四
）
で
は
『
伴
天
連
記
』『
破
提
宇
子
』『
切
支
丹
宗
門

来
朝
実
記
』『
天
草
騒
動
』『
南
蛮
妖
法
記
』
等
の
排
耶
論
書
が
取
り
上
げ
ら
れ

幻
想
文
学
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（（）
「
排
」
は
排
耶
論
書
の
表
題
・
文
中
に
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
「
闢
」「
斥
」「
閑
」

「
辟
」
と
同
義
で
あ
り
、
排
斥
・
排
撃
と
解
釈
し
て
よ
い
。「
耶
」
は
「
邪
」
に

通
じ
る
の
で
こ
れ
も
表
題
・
文
中
に
み
え
る
「
闢
邪
」
等
々
と
解
釈
し
て
も
よ

い
が
、養
鸕
徹
定『
笑
耶
論
』（
一
八
六
九
）、高
田
道
見『
仏
耶
問
答
』（
一
八
九
七
）

と
あ
る
よ
う
に
耶
蘇
の
省
略
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

（（0）
例
え
ば
天
子
は
南
面
し
臣
下
は
北
面
す
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
打
解
け
た
座
を

演
出
す
る
の
に
主
客
が
東
西
に
座
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（（（）
例
え
ば
淡
雲
『
護
国
新
論
』（
一
八
六
八
）
に
は
「
耶
蘇
教
ト
天
主
教
ト
別
派

ニ
シ
テ
」（『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
』
一
巻 

五
頁 

同
朋
出
版 

一
九
八
〇
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（（（）
『
切
支
丹
禁
制
の
終
末
』 

四
頁 

同
文
館 

一
九
二
六

（（（）
『
邪
宗
門
』 

一
頁 

易
風
社 

一
九
〇
九

（（（）
こ
こ
に「
侵
略
」と
い
う
要
素
が
加
わ
る
こ
と
が
大
抵
で
あ
る
。金
地
院
崇
伝『
伴

天
連
追
放
文
』（
一
六
一
三
）
に
は
、「
た
だ
に
商
船
を
渡
し
て
資
財
を
通
ず
る

の
み
に
あ
ら
ず
、
み
だ
り
に
邪
法
を
弘
め
、
正
宗
を
惑
は
し
、
以
て
域
中
の
政

号
を
改
め
、
お
の
が
有
と
な
さ
ん
と
欲
す
。」『
キ
リ
シ
タ
ン
書 

排
耶
書
』（
岩

波
書
店 

一
九
七
〇
）
四
二
〇
頁
と
あ
る
。

（（（）
「
何
時
、
何
人
の
悪
意
で
、
自
分
自
ら
も
キ
リ
シ
タ
ン
だ
と
い
ふ
訴
人
に
あ
ひ
、

如
何
な
る
憂
目
を
見
る
か
分
ら
ぬ
か
ら
、
疑
惧
の
心
は
一
層
深
く
、
而
し
て
そ

れ
か
ら
生
ず
る
畏
怖
心
を
キ
リ
シ
タ
ン
や
バ
テ
レ
ン
に
投
影
し
て
見
る
」（『
切

支
丹
宗
門
の
迫
害
と
潜
伏
』
三
〇
五
頁 

同
文
館 

一
九
二
五
）

（（（）
寛
永
十
七
年
（
一
六
三
〇
）
に
は
じ
ま
る
舶
来
書
の
検
閲
制
度
、
い
わ
ゆ
る

禁
書
令
が
そ
れ
で
あ
る
。
切
支
丹
に
関
す
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
書
籍
の
輸

入
・
販
売
は
固
く
禁
じ
ら
れ
た
。
禁
書
令
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
実

学
奨
励
の
施
策
か
ら
制
限
緩
和
が
な
さ
れ
る
が
、
解
禁
と
な
っ
た
書
物
も
実
質

的
に
は
以
前
と
同
じ
く
禁
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
安
政
一
年

（
一
八
五
四
）
の
日
米
和
親
条
約
締
結
以
降
、
こ
の
制
度
は
有
名
無
実
と
な
る
。

（
伊
東
多
三
郎
「
禁
書
の
研
究
」『
歴
史
地
理
』
六
八
巻
四
・
五
号　

一
九
三
六

／
今
田
洋
三
『
江
戸
の
禁
書
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
八
一
参
照
）

（（（）
筆
者
蔵
本
『
閑
邪
存
誠
』
二
丁
獨
醒
館
蔵
版 

刊
行
年
記
載
な
し

（（（）
鶴
永
『
生
玉
万
句
』（
一
六
七
三
）
の
自
序
に
、「
賤
も
狂
句
を
は
け
ば
、
世
人

阿
蘭
陀
流
な
ど
さ
み
し
て
」（『
談
林
俳
諧
集
』（
集
英
社 

一
九
七
一
）一
九
六
頁
）

と
あ
る
。

（（（）
『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史
』
二
巻 

二
二
頁 

財
政
経
済
学
会 　

一
九
三
四

（（0）
『
幕
末
維
新 

外
交
資
料
集
成
』
二
巻 

一
四
一
頁 

第
一
書
房　

一
九
七
六

七
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（（（）
小
松
和
彦
は
村
落
共
同
体
に
お
け
る
限
定
的
な
富
に
つ
い
て
述
べ
た
上
で
憑
き

も
の
筋
に
つ
い
て
、「「
憑
き
も
の
」
の
家
筋
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
は
、

超
自
然
的
存
在
の
名
を
借
り
た
、
一
種
の
、
富
者
へ
の
社
会
的
制
裁
を
意
味
し

て
い
る
。」（『
憑
霊
信
仰
論
』（
講
談
社 

一
九
九
五
）
九
六
頁
）
と
説
明
す
る
。

（（（） 『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史
』
二
巻 

二
二
頁 

財
政
経
済
学
会 　

一
九
三
四

（（（）
こ
の
護
法
一
揆
の
性
格
に
つ
い
て
三
上
一
夫
は
、「
あ
く
ま
で
租
税
負
担
軽
減

の
「
世
俗
的
」
要
求
が
基
本
的
課
題
と
さ
れ
な
が
ら
、
真
宗
の
師
檀
関
係
が
媒

介
と
な
っ
て
「
護
法
一
揆
」
に
結
集
す
る
と
い
う
歴
史
的
性
格
が
見
出
さ
れ
る

わ
け
で
、
こ
の
点
、
明
治
初
年
「
護
法
一
揆
」
全
般
に
共
通
す
る
類
似
性
が
み

ら
れ
る
の
に
大
い
に
着
目
し
た
い
の
で
あ
る
。」（『
明
治
初
年
真
宗
門
徒
大
決

起
の
研
究
』〈
思
文
閣 

一
九
八
九
〉
二
〇
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（（（） 「
幸
徳
秋
水
と
僕
」『
基
督
抹
殺
論
』
一
五
八
頁 

岩
波
書
店　

一
九
五
四

（（（）
前
掲
書 

林
茂 

隅
谷
喜
三
郎
「
解
題
」
一
八
二
頁

（（（）
幸
徳
自
身
は
そ
の
排
耶
に
つ
い
て
、「
基
督
教
徒
が
基
督
を
以
て
史
的
人
物
と

な
し
、
其
傳
記
を
以
て
史
的
事
実
と
な
す
は
、
迷
妄
な
り
。
嘘
偽
也
。
迷
妄
は

進
歩
を
礙
げ
、
嘘
偽
は
世
道
を
害
す
、
斷
し
て
之
を
許
す
可
ら
ず
。
即
ち
彼
れ

が
假
面
を
奪
ひ
、
扮
粧
を
剥
ぎ
て
、
其
眞
相
實
體
を
暴
露
し
、
之
を
世
界
歴
史

の
上
よ
り
抹
殺
し
去
る
こ
と
を
宣
言
す
。」（
前
掲
書 

一
二
三
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。
こ
う
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
非
合
理
性
の
指
摘
は
十
九
世
紀
末
か
ら

二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
排
耶
論
の
特
色
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
新
奇
な

「
耶
蘇
」
が
近
代
性
の
象
徴
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
文
明
開
化
の
世
に
キ
リ
ス

ト
教
が
風
靡
し
た
こ
と
の
反
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（（（）
例
え
ば
、「
雪
窻
宗
崔
の
『
対
治
邪
宗
論
』
の
よ
う
に
一
応
の
教
理
的
理
解

4

4

4

4

4

4

4

4

を

示
し
た
も
の
も
あ
る
が
」（
傍
点
筆
者
）（
海
老
沢
有
道
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
』

（
日
本
基
督
教
団
出
版
局 　

一
九
七
〇
） 

九
三
頁
）

「
幕
末
以
降
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
新
教
）
各
教
派
の
積
極
的
な
宣
教
、
お
よ

び
カ
ト
リ
ッ
ク
教
（
旧
教
）
の
再
布
教
に
対
し
て
危
機
感
を
深
め
た
仏
教
界
は
、

こ
こ
に
体
系
的
な
キ
リ
ス
ト
教
研
究

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
ふ
ま
え
た
排
耶
運
動
を
展
開
し
」（
傍

点
筆
者
）（
五
野
井
隆
史
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
』（
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
〇
）

三
頁
）
こ
う
い
っ
た
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

（（（）
一
方
で
キ
リ
ス
ト
教
史
学
者
の
森
安
達
也
は
、「
十
八
世
紀
末
以
降
の
聖
書
学

研
究
は
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
成
果
を
い
ち
お
う
踏

ま
え
る
た
め
に
は
一
生
か
け
て
も
時
間
が
足
り
な
い
と
、
聖
書
学
の
権
威
で
あ

る
某
教
授
が
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
聖
書
学
に
精
通
し
た
と
こ
ろ

で
、
そ
れ
だ
け
で
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
が
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。」（『
近
代

国
家
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
平
凡
社 

二
〇
〇
二
） 

二
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
排
耶
論
書
の
評
価
基
準
を
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
理
解
に
お
く
こ
と

は
二
重
の
意
味
で
妥
当
で
は
な
い
。

（（（）
芹
川
博
通
は
排
耶
論
を
、「
異
宗
教
間
の
相
互
理
解
や
霊
性
の
交
流
へ
い
た
る

過
程
の
一
つ
の
例
」（『
異
文
化
の
摩
擦
と
理
解
』（
北
樹
出
版 

一
九
九
四
） 

三

頁
）
と
し
て
い
る
。

（（0）
こ
こ
で
い
う
宗
教
と
は
、例
え
ば
、「
政
治
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
「
宗

教
」
で
あ
る
。

（（（）
『
論
集
日
本
仏
教
史
』
三
〇
頁 

雄
山
閣
出
版 

一
九
八
七

（（（） 『
天
皇
と
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
』
三
〇
頁 

雄
山
閣
出
版
二
〇
〇
〇

（（（） 

五
野
井
隆
史
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
』
四
頁 

吉
川
弘
文
館　

一
九
九
〇

八



三
浦
周
氏　

学
位
請
求
論
文
要
旨
（
課
程
博
士
）

養
鸕
徹
定
の
排
耶
論
研
究

本
稿
で
は
排
耶
論
を
現
在
の
尺
度
・
視
点
か
ら
捉
え
て
類
型
化
し
再
評
価
す
る
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
排
耶
論
書
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱
い
、
こ
こ
に
何
が
書
か

れ
て
い
る
の
か
を
読
み
込
む
こ
と
に
留
意
し
た
。
こ
こ
で
の
目
的
は
「
排
耶
論
と
は

何
か
」「
養
鸕
徹
定
に
お
け
る
排
耶
論
の
特
質
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

本
稿
の
内
容
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章 

排
耶
論
研
究
を
め
ぐ
る
諸
相

第
一
節 

各
研
究
に
お
け
る
排
耶
把
握
と
そ
の
問
題
点

第
二
節 

研
究
の
視
座

第
三
節 

研
究
対
象
と
し
て
の
排
耶
論

第
二
章 

徹
定
の
排
耶
論―

『
闢
邪
管
見
録
』
を
中
心
に―

第
一
節 

徹
定
と
排
耶

第
二
節 

古
経
堂
と
杞
憂
道
人

第
三
節 

そ
の
排
耶
論
の
特
質

第
三
章 

徹
定
の
排
耶
論
を
め
ぐ
る
諸
相

第
一
節 

附
記―

『
釈
教
正
謬
初
破
』
と
『
笑
耶
論
』―

第
二
節 

課
題―

中
華
版
排
耶
論
書
の
意
義―

第
三
節 

総
括―

養
鸕
徹
定
の
排
耶
論―

以
下
、
各
章
ご
と
の
大
要
を
記
す
。

第
一
章
「
排
耶
論
を
め
ぐ
る
諸
相
」
で
は
、先
行
研
究
に
お
け
る
排
耶
論
の
扱
い
、

特
に
仏
教
史
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
排
耶
論
把
握
に
つ
い
て
確
認
し

た
。
こ
こ
で
排
耶
論
は
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
論
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

う
い
っ
た
排
耶
論
把
握
を
疑
問
視
し
、
改
め
て
排
耶
論
と
は
何
か
を
問
う
た
。

先
行
研
究
に
お
け
る
排
耶
論
把
握
と
本
稿
に
お
け
る
そ
れ
と
の
最
大
の
違
い
は
排

耶
論
の
排
斥
対
象
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
を
う
け

負
的
価
値
を
付
せ
ら
れ
た「
耶
蘇
」は
も
は
や
原
義
と
意
味
を
同
じ
く
し
な
い
。従
来
、

こ
れ
は
邪
教
観
に
よ
っ
た
「
誤
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
理
解
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ

で
は
「
耶
蘇
」
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
、
そ
し
て
、
ど
う
い
っ
た
働
き
を
す
る
か
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
結
果
、
排
耶
論
の
排
斥
対
象
を
外
来
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
内

在
す
る
「
耶
蘇
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
排
耶
論
を
読
み
解
く
鍵
は
仮
託
に
あ
る
。
排
耶
は
常
に
手
段
で
あ
っ
て

目
的
で
は
な
い
こ
と
に
因
る
。
だ
が
、
先
行
研
究
で
は
排
耶
論
を
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
の
対
論
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
排
耶
論
を
「
宗
教
」
の

問
題
に
限
定
し
、
こ
こ
か
ら
外
れ
る
こ
と
を
批
判
的
に
研
究
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
法
を
と
ら
な
い
本
稿
で
は
、
排
耶
論
を
研
究
対
象
と
す
る
た
め
に
、

排
耶
論
書
の
内
容
確
認
、
排
耶
論
書
の
分
類
、
排
耶
論
を
適
切
に
扱
え
る
研
究
分
野

の
選
択
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
「
排
耶
論
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

第
二
章
「
養
鸕
徹
定
の
排
耶
論
」
で
は
、
主
に
『
闢
邪
管
見
録
』
が
も
つ
意
義
に

つ
い
て
考
察
し
た
。こ
れ
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
留
意
し
た
の
は
徹
定
が
も
つ「
儒

的
側
面
」
で
あ
る
。

徹
定
に
お
い
て
そ
の
排
耶
論
は
思
想
の
一
端
で
あ
る
。
思
想
全
体
か
ら
こ
れ
を
捉

え
る
た
め
に
徹
定
の
知
識
人
と
し
て
の
在
り
方
、
教
養
と
し
て
の
漢
学
に
注
目
し
、

こ
れ
ら
が
そ
の
排
耶
論
形
成
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
し
た
。

徹
定
が
最
も
好
ん
だ
雅
号
で
あ
り
そ
の
性
質
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
古
経
堂
と

排
耶
論
書
を
著
わ
す
際
に
し
か
使
用
さ
れ
な
い
杞
憂
道
人
と
の
関
係
は
前
者
が
主
で

あ
り
後
者
が
従
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
後
者
の
方
法
論
は
前
者
に
な
ら
う
。
こ
れ
を
よ

く
あ
ら
わ
す
の
が
、
徹
定
に
お
け
る
最
初
期
の
排
耶
論
書
で
あ
り
、
日
本
お
よ
び
中

国
に
お
け
る
排
耶
記
録
の
抄
録
と
い
え
る
『
闢
邪
管
見
録
』
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
禁
制
は
そ
の
情
報
ま
で
も
統
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
禁

書
令
で
あ
る
。
こ
れ
が
諸
外
国
と
の
条
約
締
結
を
う
け
て
有
名
無
実
と
な
っ
た
状
況



下
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
耶
蘇
」
と
規
定
す
る
『
闢
邪
管
見
録
』
が
十
九
世

紀
排
耶
論
書
刊
行
の
最
初
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、こ
の
意
義
は
多
大
で
あ
る
。

ま
た
『
闢
邪
管
見
録
』
が
想
定
す
る
読
者
が
「
学
者
」
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
徹
定
の
排
耶
論
が
も
つ
特
質
を
導
き
出
し
、
こ
れ
を
「
史
」
的
排
耶
論

と
し
て
位
置
づ
け
た
。

第
三
章
「
徹
定
の
排
耶
論
を
め
ぐ
る
諸
相
」
で
は
、
ま
ず
、
排
耶
論
が
仏
教
と
キ

リ
ス
ト
教
と
の
対
論
だ
と
さ
れ
る
が
故
に
注
目
さ
れ
る
徹
定
の
『
釈
教
正
謬
初
破
』

『
笑
耶
論
』
が
そ
の
排
耶
論
か
ら
す
れ
ば
各
論
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、
あ
わ
せ
て

排
斥
対
象
で
あ
る
『
釈
教
正
謬
』『
夢
醒
真
論
』
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
上
で
こ

こ
で
の
排
耶
を
徹
定
の
性
質
を
踏
ま
え
て
検
証
し
た
。

次
に
、
本
稿
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
か
っ
た
課
題
と
し
て
「
中
華
版
排
耶
論
書

の
意
義
」
を
掲
げ
、
こ
こ
に
お
け
る
問
題
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今

後
の
研
究
の
方
向
性
を
示
し
た
。

最
後
に
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
、
養
鸕
徹
定
の
排
耶
論
と
し
て
提
示

し
た
。




