
第
三
章 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
研
究･

３ 
          

「
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
」
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 

賢
治
と
宣
教
師
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド 

― 
   

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
が
そ
の
本
質
と
し
て
宗
教
文
学
の
側
面
を
色
濃
く
も
つ
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘

す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
、
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
見
る
か
仏
教
文
学
と
見
る
か
と
い
っ

た
視
点
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
は
、

キ
リ
ス
ト
教
者
を
仏
教
者
を
そ
し
て
無
神
論
者
を
も
魅
了
し
、
し
か
も
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
を
戸
惑
わ
せ
る
と

い
う
宗
教
的
課
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。  

 

本
稿
で
は
、
ま
ず
賢
治
の
信
じ
た
日
蓮
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
を
考
察
し
、
そ
の
上
で
、
実
在

し
た
宣
教
師
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
い
う
女
性
と
賢
治
と
の
関
わ
り
を
軸
に
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
い
う

作
品
の
も
つ
宗
教
的
課
題
に
つ
い
て
光
を
あ
て
て
み
た
い
。  

  
 
 
 
 
 

一 

国
柱
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解 

  

賢
治
が
仏
教
徒
で
あ
り
、
大
正
三
年
の
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
（
明
治
書
院
、
大
３
）
と
の
出
会
い

以
来
、
終
生
法
華
経
信
仰
を
貫
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
実
証
的
に
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
死
の

床
に
あ
っ
て
「
こ
の
童
話
は
、
あ
り
が
た
い
ほ
と
け
さ
ん
の
教
え
を
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に
書
い
た
も

の
だ
ん
す
じ
ゃ
」
と
母
イ
チ
に
語
っ
た
こ
と
は
、
賢
治
に
お
け
る
作
品
と
仏
教
と
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
関
連

性
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
い
き
お
い
、
こ
れ
ま
で
の
仏
教
的
視
点
を
も
つ
研
究
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち

の
足
か
せ
と
な
っ
て
作
用
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
伝
統
的
な
仏
教
教
理
や
法
華
経
解
釈
の
枠
の
中
か
ら
の

研
究
に
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
印
象
が
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
い
う
作
品
の
難
し
さ
を
示
し
て
い

る
。  

  

一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
的
視
点
か
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
上
田
哲
（
「
賢
治
文
学
の
宗

教
学
的
考
察
」
『
宮
沢
賢
治
―
そ
の
理
想
世
界
へ
の
道
程
―
』
明
治
書
院
、
昭
60
）
の
研
究
を
そ
の
例
に

あ
げ
る
な
ら
ば
、
上
田
は
賢
治
作
品
の
幾
つ
か
に
は
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
的
色
彩
」

が
指
摘
で
き
る
と
し
、
「
特
に
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
融
合
が
意
図
的
に
な
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
上
田
が
そ
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、

「
異
空
間
の
実
在
」
メ
モ
「
四
」
に
あ
る
「
新
信
行
の
確
立
」
の
《
新
信
行
》
が
、
詩
誌
「
銅
鑼
」
の
同
人

黄
瀛
に
賢
治
が
語
っ
た
《
大
宗
教
》
に
当
た
る
と
の
判
断
が
あ
る
。
こ
の
判
断
の
是
非
に
関
し
て
は
す
で
に

前
章
「
《
ジ
ョ
バ
ン
ニ
》
の
行
方 

―
日
蓮
主
義
に
よ
る
世
界
統
一
の
夢
―
」
で
否
定
的
な
立
場
か
ら
言
及

し
た
が
、
今
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」
（
諸
教
混
交
）
と
い
う
捉
え

方
を
し
な
け
れ
ば
決
着
が
つ
か
な
い
ほ
ど
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
宗
教
的
課
題
は
複
雑
な
様
相
を

呈
し
て
い
る
と
い
う
実
態
で
あ
る
。  

 

私
は
、
賢
治
の
法
華
経
理
解
を
考
え
る
上
で
、
賢
治
が
入
会
し
て
い
た
日
蓮
主
義
団
体
国
柱
会
と
の
関
連

を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、
国
柱
会
に
関
す
る
調
査
、
研
究
の
端

緒
を
開
い
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
者
の
上
田
哲
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
賢
治
研
究
に
お
い

て
仏
教
者
が
い
か
に
国
柱
会
と
い
う
存
在
を
特
殊
な
日
蓮
主
義
団
体
と
し
て
研
究
の
対
象
外
に
置
い
て
い



た
か
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
田
中
智
学
を
主
宰
と
す
る
国
柱
会
が
日
本
国
体
護
持
を
標
榜
し
、
中

国
大
陸
の
植
民
地
化
を
激
烈
に
支
持
し
て
い
た
団
体
で
あ
る
と
は
い
え
、
賢
治
が
あ
る
時
期
「
今
や
私
は
／

田
中
智
学
先
生
の
御
命
令
の
中
に
丈
あ
る
の
で
す
」
（
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
、
№

177
）
と
ま
で
、
田
中
智
学

に
傾
倒
し
て
い
た
事
実
を
重
ん
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。 

も
っ
と
も
近
年
の
研
究
で
は
、
田
中
智
学

の
思
想
を
も
っ
て
賢
治
の
思
想
と
す
る
よ
う
な
論
（
第
四
部
第
四
章
「
『
批
評
空
間
』
に
お
け
る
宮
沢
清
六

氏
批
判
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て 

―
宮
沢
賢
治
の
法
華
経
信
仰
と
国
柱
会
― 

」
参
照
）
も
出
さ
れ
て
お
り
、
あ

く
ま
で
賢
治
の
作
品
に
沿
っ
た
綿
密
な
研
究
が
望
ま
れ
る
の
で
は
あ
る
。  

 

私
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
山
川
智
応
著
『
日
蓮
聖
人
と
耶
蘇
』
（
新
潮
社
、
大
４
）
で

あ
る
。
山
川
は
国
柱
会
の
重
鎮
で
、
同
会
の
講
師
を
務
め
て
い
た
。
本
来
は
田
中
智
学
の
著
作
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
関
連
の
記
述
を
引
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
が
、
管
見
の
範
囲
で
は
そ
れ
ら
は
断
片
的

な
言
及
で
あ
り
、
ま
た
前
章
「
《
ジ
ョ
バ
ン
ニ
》
の
行
方 

―
日
蓮
主
義
に
よ
る
世
界
統
一
の
夢
― 

」
に
お

い
て
引
用
済
み
の
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
山
川
の
『
日
蓮
聖
人
と
耶
蘇
』
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な

お
、
山
川
は
戦
後
別
に
『
基
督
教
と
日
蓮
聖
人
の
宗
教
（
上
・
下
）
』
（
乾
元
社
、
昭
26
、
下
巻
未
見
）

を
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
記
述
し
て
は
い
な
い
。

    

大
正
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
蓮
聖
人
と
耶
蘇
』
は
「
特
に
個
人
社
会
国
家
世
界
の
問
題
に
就
い
て
」
と

い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
お
り
、
日
蓮
の
い
う
国
家
宗
教
と
し
て
の
法
華
経
の
意
義
を
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
比

に
お
い
て
主
張
す
る
ね
ら
い
が
読
み
取
れ
る
。
山
川
は
、
「
日
蓮
聖
人
」
と
対
等
に
比
較
し
得
る
の
は
「
耶

蘇
」
を
お
い
て
他
に
な
い
こ
と
を
述
べ
、
「
日
蓮
聖
人
」
の
「
上
行
」
（
菩
薩
）
と
し
て
の
自
覚
と
「
耶
蘇
」

の 

基
督
」
（
神
の
独
り
子
）
と
し
て
の
自
覚
の
共
通
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教

は
、
日
蓮
の
宗
教
を
除
く
全
て
の
宗
教
よ
り
も
勝
れ
た
も
の
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
、
そ
し
て

仏
教
の
他
宗
派
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。  

  

以
下
に
、
山
川
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
「
日
蓮
聖
人
」
と
「
耶
蘇
」
と
の
共
通
点
と
相
違
点
を
列
挙
す
る
。

共
通
点
と
し
て
は
、
「
第
一
に
は
、
人
格
の
抱
負
と
内
容
と
が
絶
大
で
あ
る
こ
と
」
、
「
第
二
に
は
、
教
理

上
そ
の
人
格
の
位
置
が
最
も
重
大
の
も
の
た
る
こ
と
」
、
「
第
三
に
は
、
預
言
せ
ら
れ
た
る
聖
者
と
し
て
絶

大
な
る
こ
と
」
、
「
第
四
に
は
、
折
伏
忍
難
そ
の
慈
悲
の
勝
れ
た
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
相
違
点
と
し

て
は
、
「
第
一
に
は
、
耶
蘇
は
伝
説
的
の
人
格
で
あ
る
の
に
、
日
蓮
聖
人
は
確
実
な
る
歴
史
的
の
人
格
な
る

こ
と
」
「
第
二
に
は
、
耶
蘇
の
出
た
当
時
の
猶
太
と
、
日
蓮
聖
人
の
出
ら
れ
た
当
時
の
日
本
と
、
文
明
の
程

度
が
違
ふ
こ
と
」
、
「
第
三
に
は
、
同
じ
く
信
仰
の
宗
教
な
が
ら
、
そ
の
基
礎
に
お
い
て
、
感
情
意
志
の
宗

教
と
、
理
性
意
志
の
宗
教
と
の
相
違
あ
る
こ
と
」
、
「
第
四
に
は
、
耶
蘇
と
い
ふ
人
格
と
教
義
は
、
ま
づ
研

究
し
尽
さ
れ
た
る
も
の
、
日
蓮
聖
人
の
人
格
と
教
義
は
、
未
だ
研
究
の
初
歩
に
入
れ
る
の
み
な
る
こ
と
」
、

「
第
五
に
は
、
耶
蘇
教
は
今
日
か
ら
い
へ
ば
最
早
過
去
の
宗
教
で
、
日
蓮
聖
人
の
宗
教
は
将
来
の
宗
教
で
あ

る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。  

  

山
川
の
論
理
は
露
骨
で
あ
る
ぶ
ん
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
仏
教
内
部
に
お
け
る
日
蓮
の
地
位
を
絶

対
化
す
る
た
め
キ
リ
ス
ト
と
の
等
価
性
を
主
張
し
、
そ
の
後
キ
リ
ス
ト
の
難
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
り
、

世
界
の
各
宗
教
各
宗
派
に
対
す
る
日
蓮
の
絶
対
的
優
位
を
立
証
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
特
に
、
相
違
点

の
第
五
「
耶
蘇
教
は
今
日
か
ら
い
へ
ば
最
早
過
去
の
宗
教
で
、
日
蓮
聖
人
の
宗
教
は
将
来
の
宗
教
で
あ
る
こ

と
」
が
山
川
の
眼
目
の
は
ず
で
、
そ
の
根
拠
を
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
個
人
的
」
「
家
族
的
」
宗
教
に
止
ま
る

の
に
対
し
日
蓮
の
宗
教
は
「
国
家
的
」
宗
教
で
あ
る
こ
と
、
に
求
め
て
い
る
。
博
愛
主
義
で
あ
る
キ
リ
ス
ト

教
徒
か
ら
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
な
ぜ
戦
争
が
繰
り
返
し
起
こ
る
の
か
。
山
川
は
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教



の
最
大
の
矛
盾
で
あ
る
と
し
て
、
「
国
家
的
」
宗
教
と
し
て
の
機
能
を
も
た
な
い
キ
リ
ス
ト
教
を
「
過
去
」

の
宗
教
と
し
て
論
断
す
る
の
で
あ
る
。  

 

で
は
、
日
蓮
の
宗
教
が
「
国
家
的
」
宗
教
で
あ
る
こ
と
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
山
川
は
日
蓮
の
宗

教
が
「
世
界
教
」
に
ま
で
発
展
す
る
資
格
を
も
つ
が
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
矛
盾
を
克
服
で
き
る
と
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
山
川
の
い
う
「
世
界
教
」
の
資
格
を
、
次
に
挙
げ
る
。  

 

世
界
教
た
る
に
足
る
や
い
な
や
は
そ
の
教
義
の
内
容
に
あ
る
。
真
実
を
い
は
ゞ
、
あ
ら
ゆ
る
人
類
に
同

一
の
価
値
を
認
め
、
全
世
界
の
他
の
宗
教
を
も
よ
く
自
己
の
教
義
の
内
に
包
容
す
る
こ
と
が
出
来
て
、

人
類
の
全
意
識
を
統
一
し
、
生
存
の
真
意
義
、
国
家
世
界
の
真
意
義
を
徹
底
す
る
こ
と
の
出
来
る
宗
教

で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
世
界
教
と
し
て
何
等
の
差
支
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
否
、
こ
の
各
意
義
を

具
備
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
教
こ
そ
、
か
へ
り
て
世
界
教
た
る
に
足
り
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。  

  

そ
し
て
、
日
蓮
の
宗
教
の
み
が
「
世
界
教
」
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
高
ら
か
に
唱
え
る
こ
と
に
な
る
。

私
が
賢
治
と
の
関
係
で
特
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
全
世
界
の
他
の
宗
教
を
も
よ
く
自
己
の
教
義
の

内
に
包
容
す
る
こ
と
が
出
来
て
」
の
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
柱
会
の
論
理
を
賢
治
は
ど
の
よ
う
に
見

て
い
た
の
か
。
賢
治
も
ま
た
、
日
蓮
の
宗
教
が
キ
リ
ス
ト
教
を
《
包
容
》
し
得
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
賢
治
の
キ
リ
ス
ト
教
観
は
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
テ

キ
ス
ト
と
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
の
か
。
そ
の
点
の
解
明
に
論
を
進
め
た
い
。  

  
 
 
 
 
 

二 

賢
治
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解 

  

賢
治
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
接
点
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
盛
岡
浸
礼
教
会
の
タ
ッ
ピ
ン
グ
牧
師
や
、
盛
岡
天

主
公
教
会
の
プ
ジ
ェ
神
父
、
花
巻
在
住
の
斎
藤
宗
次
郎
ら
と
の
交
流
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
内
村

鑑
三
や
植
村
正
久
、
海
老
名
弾
正
な
ど
の
日
本
を
代
表
す
る
キ
リ
ス
ト
教
者
の
著
作
を
読
ん
だ
可
能
性
も
前

提
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

 

賢
治
の
「
詩
ノ
ー
ト
」
に
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
を
直
接
に
記
し
た
詩
が
あ
る
。
「
基
督
再
臨
」
で
あ
る
。
寡

聞
に
し
て
こ
の
詩
を
論
じ
た
研
究
を
知
ら
な
い
の
で
、
賢
治
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
考
察
す
る
手
掛
か
り
と

し
て
取
り
上
げ
る
。  

 
 
 
 
 

   

基
督
再
臨 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
九
二
七
、 

四
、 

二
六 

風
が
吹
い
て 

日
が
暮
れ
ゝ
か
り 

麦
の
う
ね
が
み
な 

う
る
ん
で
見
え
る
こ
と 

石
河
原
の
大
小
の
鍬 

ま
っ
し
ろ
に
発
光
し
だ
し
た 

 

ま
た
労
れ
て
死
ぬ
る
支
那
の
苦
力
や 

働
い
た
た
め
に
子
を
生
み
悩
む
農
婦
た
ち 



ま
た
丶
丶
丶
丶 

 

の
人
た
ち
が 

み
な
う
つ
ゝ
と
も
夢
と
も
わ
か
ぬ
な
か
に
云
ふ 

お
ま
へ
ら
は 

わ
た
く
し
の
名
を
知
ら
ぬ
の
か 

わ
た
く
し
は
エ
ス 

お
ま
へ
ら
に 

ふ
た
ゝ
び 

あ
ら
は
れ
る
こ
と
を
ば
約
し
た
る 

神
の
ひ
と
り
子
エ
ス
で
あ
る 

  

昭
和
二
年
四
月
二
六
日
の
日
付
で
あ
る
か
ら
、
賢
治
が
下
根
子
桜
で
独
居
生
活
、
農
作
業
に
従
事
し
て
い

た
時
の
作
で
あ
る
。
詩
の
前
半
部
が
そ
の
様
子
を
映
し
て
い
る
。
後
半
部
が
キ
リ
ス
ト
に
関
わ
る
箇
所
で
、

文
脈
に
し
た
が
え
ば
、「
労
れ
て
死
ぬ
る
支
那
の
苦
力
」
や
「
働
い
た
た
め
に
子
を
生
み
悩
む
農
婦
た
ち
」
、

「
ま
た
丶
丶
丶
丶 

 

の
人
た
ち
」
が
、
再
臨
し
た
キ
リ
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。  

  

一
般
的
に
い
わ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
教
義
か
ら
考
え
て
み
た
場
合
、
「
苦
力
」
や
「
農
婦
」
を
キ
リ
ス
ト
自

身
と
見
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
三
位
一
体
の
一
位
と
し
て
の
聖
霊
が
個
人
の
心
に
宿
る
こ
と

は
あ
り
得
る
に
し
て
も
、
そ
の
個
人
を
キ
リ
ス
ト
と
同
体
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
賢
治
の
詩
の

論
理
に
し
た
が
う
な
ら
、
地
上
に
キ
リ
ス
ト
は
無
数
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
神
の
概
念
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
り
は
仏
教
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
は
、
あ
く
ま
で
賢
治
に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。  

 

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
な
の
か
。
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
は
復
活
と
と
も
に
新
約
聖
書
を
支
え

る
重
要
な
教
義
で
は
あ
る
が
、
明
治
大
正
期
に
お
け
る
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
流
れ
に
お
い
て
、
再
臨
は
内

村
鑑
三
に
よ
っ
て
特
に
そ
の
意
義
を
強
調
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
内
村
は
大
正
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
精

力
的
に
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
た
。
そ
れ
を
「
再
臨
運
動
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
再
臨
の
キ

リ
ス
ト
を
信
ぜ
よ
。
然
ら
ば
真
の
兄
弟
姉
妹
と
し
て
手
を
握
り
う
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
再
臨
信
仰

の
実
験
」
『
聖
書
之
研
究
』
第

222
号
、
大
８
）
と
内
村
は
主
張
し
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
信
じ
る
こ
と
に

よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
各
会
派
の
垣
根
が
超
え
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。  

 

キ
リ
ス
ト
の
再
臨
は
、
当
然
、
最
後
の
審
判
と
神
の
国
の
到
来
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
わ
れ

わ
れ
は
、
賢
治
の
「
基
督
再
臨
」
に
描
か
れ
た
世
界
が
、
再
臨
本
来
の
イ
メ
ー
ジ
と
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
賢
治
に
黙
示
録
的
終
末
思
想
が
存
在
し
て
い

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
賢
治
に
あ
る
の
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
十
界
互
具
思
想
に
も
と
づ
く
即
身
成
仏
思

想
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
詩
に
即
し
て
説
明
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
（
成
仏
）
は
、
「
苦
力
」

や
「
農
婦
」
と
し
て
す
で
に
果
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
こ
の
世
界
は
神
の
国
（
仏
の

国
）
な
の
だ
が
、
皆
ま
だ
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。   

で
は
、
賢
治
は
な

に
ゆ
え
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
詩
に
取
り
上
げ
た
の
か
。
賢
治
の
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
告
白
を
意
味
す
る

も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
、
内
村
鑑
三
を
中
心
と
し
た
再
臨
運
動
と
無

関
係
で
は
な
い
。
賢
治
は
、
親
し
く
行
き
来
し
た
斎
藤
宗
次
郎
が
内
村
鑑
三
の
高
弟
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
わ
け
で
、
内
村
の
「
真
の
兄
弟
姉
妹
と
し
て
手
を
握
り
う
る
に
至
る
」
道
の
実
現
を
目
指
す
思

想
に
、
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
は
暗
暗
裏
に
で
は
あ
る
が
そ
の
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。  



 
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
国
柱
会
の
思
想
か
ら
し
て
み
れ
ば
許
容
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
山
川
智
応

の
い
う
と
こ
ろ
の
「
世
界
教
」
と
し
て
の
日
蓮
の
宗
教
を
用
い
、
賢
治
の
「
基
督
再
臨
」
を
解
釈
し
直
す
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
も
ま
た
、
妙
法
蓮
華
経 

― 

久
遠
実
成
の
釈
迦
牟
尼
仏 

― 

日

蓮
聖
人
と
つ
づ
く
果
て
の
聖
人
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
再
臨
は
妙
法
蓮
華
経
の
功
徳
の
一
顕
現
に
他
な
ら
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
賢
治
の
描
く
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
は
仏
的
な
の
で
あ
り
、
仏
を
本
地

と
し
た
垂
迹
を
意
味
す
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。  

  
 
 
 
 
 

三 
 

か
ほ
る
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ 

  

他
の
作
品
に
お
い
て
賢
治
は
キ
リ
ス
ト
教
を
ど
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
か
。
次
に
注
目
し
て
お
き
た
い

の
が
、
詩
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
関
し
て
は
第
二
部
第
一
章
「
銀
河
世
界

の
成
り
立
ち 

―
神
話
（
宗
教
）
・
科
学
・
心
理
― 
」
で
言
及
し
た
が
、
そ
こ
で
は
あ
え
て
検
討
を
ひ
か
え

た
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。  

     

間
違
ひ
も
な
く 

 
 

天
使
も
あ
れ
ば
神
も
あ
る 

 
 

た
ゞ
そ
の
神
が 

 
 

あ
る
と
き
最
高
唯
一
と
見
え 

 
 

あ
る
と
き
一
つ
の
段
階
と
わ
か
る 

 
 

さ
う
い
ふ
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             

（
下
書
稿
三
）  

  

こ
の
詩
句
は
、
銀
河
を
見
上
げ
る
賢
治
が
仏
教
的
世
界
観
か
ら
「
天
」
の
実
在
を
語
っ
た
箇
所
に
接
続
す

る
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
「
天
使
」
や
「
神
」
の
存
在
を
「
一
つ
の
段
階
」
と
解
釈
す
る
場
面
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
の
「
天
使
」
や
「
神
」
の
実
在
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
さ
ら
に
大
き
な

仏
教
で
い
う
十
界
の
一
部
と
し
て
包
含
さ
れ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
論
理
は
、
山
川
智
応
の
主

張
す
る
日
蓮
の
宗
教
の
世
界
観
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
そ
の
上
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
「
さ
う
い

ふ
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い
」
の
詩
句
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
賢
治
は
、
「
天
使
」
や
「
神
」
の
存
在
が
「
一
つ

の
段
階
」
で
あ
る
こ
と
の
断
定
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
断
定
し
な
い
の
か
。
仏
教
で
い
う
「
天
」

の
実
在
が
確
信
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
の
断
定
回
避
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
賢

治
は
日
蓮
の
宗
教
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
、
山
川
智
応
の
す
な
わ
ち
国
柱
会
の
主
張
に
対
し
、
微
妙
に
そ
の

位
置
を
ず
ら
し
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。  

 

そ
し
て
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
位
置
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

そ
の
問
題
を
、
か
ほ
る
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
の
会
話
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。
天
上
へ
行
く
た
め
銀
河
鉄
道
を

下
車
し
よ
う
と
す
る
か
ほ
る
に
対
し
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
天
上
よ
り
も
っ
と
よ
い
と
こ
ろ
を
つ
く
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
告
げ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
を
め
ぐ
る
争
い
が
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
か

ほ
る
や
か
ほ
る
と
同
じ
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
青
年
と
の
間
に
始
ま
る
。  

    
 

（
か
ほ
る
）
「
だ
っ
て
お
っ
母
さ
ん
も
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
し
そ
れ
に
神
さ
ま
が
仰
っ
し
ゃ
る
ん    

            

だ
わ
。
」  



 
（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
）
「
そ
ん
な
神
さ
ま
う
そ
の
神
さ
ま
だ
い
。
」  

 
 

 
（
か
ほ
る
）
「
あ
な
た
の
神
さ
ま
う
そ
の
神
さ
ま
よ
。
」  

 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
）
「
さ
う
ぢ
ゃ
な
い
よ
。
」  

 
 
 

 

（
青
年
）
「
あ
な
た
の
神
さ
ま
っ
て
ど
ん
な
神
さ
ま
で
す
か
。
」  

 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
）
「
ぼ
く
ほ
ん
た
う
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
、
け
れ
ど
も
そ
ん
な
ん
で
な
し
に
ほ
ん
た
う   

             

の
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
で
す
。
」  

 
 
 

 

（
青
年
）
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
は
も
ち
ろ
ん
た
っ
た
一
人
で
す
。
」  

 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
）
「
あ
ゝ
、
そ
ん
な
ん
で
な
し
に
た
っ
た
ひ
と
り
の
ほ
ん
た
う
の
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま   

             

で
す
。
」  

  

詩
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
の
「
さ
う
い
ふ
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い
」
の
詩
句
と
の
対
比
に
お

い
て
重
要
な
の
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の 

「
ぼ
く
ほ
ん
た
う
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
」
の
言
葉
で
あ
る
。
な
ぜ
ジ

ョ
バ
ン
ニ
は
知
ら
な
い
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
章
「
《
ジ
ョ
バ
ン
ニ
》
の
行
方 

―
日
蓮
主
義
に

よ
る
世
界
統
一
の
夢
― 

」
で
私
見
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
「
ほ
ん
た
う
の
た
っ
た
一

人
の
神
さ
ま
」
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
少
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
か
ほ
る
と
の
決
定
的
な
別
離
を
回
避
す

る
道
を
開
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
と
っ
て
の
か
ほ
る
の
存
在
は
、
拠
り
所

と
な
る
信
仰
こ
そ
違
え
、
共
に
行
く
も
の
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
に
お
け
る
ジ
ョ
バ
ン

ニ
の
神
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
そ
の
神
を
よ
く
は
知
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
か
ほ
る
の
神
（
キ
リ
ス

ト
）
を
完
全
に
は
包
含
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。  

  
 
 
 
 
 

四 
 

宣
教
師
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
賢
治 

  

賢
治
が
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
い
う
女
性
と
知
り
合
っ
て
い
た
事
実
を
、
わ
れ
わ
れ
は
「
文
語
詩
篇
ノ
ー

ト
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「1922

」
（
大
正
一
一
年
）
の
項
に
「
十
二
月
仙
台
ニ
行
ク
車
中
／M

is
s G

ifford

／
や
ど
り
木
／
み
か
ん
」
と
記
さ
れ
、
「1923

」
の
項
に
も
五
月
と
七
月
の
間
に
「
雨
中G

iffor
d

を
訪
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
な
る
女
性
が
描
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
作
品
と
し

て
、
詩
「
〔
あ
か
る
い
ひ
る
ま
〕
」
と
、
そ
れ
を
文
語
詩
化
し
た
「
〔
け
む
り
は
時
に
丘
丘
の
〕
」
が
存
在

す
る
。
青
山
和
憲
は
「
〔
あ
か
る
い
ひ
る
ま
〕
か
ら
〔
け
む
り
は
時
に
丘
丘
の
〕
ま
で
（
上
）
（
下
）
」
（
「
弘

前
・
宮
沢
賢
治
研
究
会
会
誌
」
第
６
、
７
号
、
平
１
、
２
）
に
お
い
て
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
の
関
連
性

を
指
摘
し
、
「
〔
あ
か
る
い
ひ
る
ま
〕
」
か
ら
「
〔
け
む
り
は
時
に
丘
丘
の
〕
」
に
至
る
過
程
を
綿
密
に
論

じ
て
い
る
。  

 

こ
こ
で
私
が
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
青
山
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、「
銀

河
鉄
道
の
夜
」
で
の
か
ほ
る
と
の
関
連
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
青
山
論
は
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と

の
関
わ
り
を
中
心
と
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
意
義
付
け
も
私
と
多
少
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
ミ

ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
に
関
す
る
資
料
が
『
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
年
譜
に
拠
っ
て
お
り
、
幾
つ
か
の
点
に
お
い

て
論
を
詰
め
切
れ
な
い
憾
み
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
青
山
論
の
切
り
開
い
た
地
点
を
見
据
え
つ
つ
、
あ
ら
た
に

私
が
入
手
し
た
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
関
連
資
料
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
考
察
を
発
展
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。

    

『
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
年
譜
で
は
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 



 

ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
は
エ
ラ
・
メ
イ
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
。
タ
ッ
ピ
ン
グ
夫
妻
の
開
い
た
盛
岡
幼
稚
園
の

第
六
代
の
園
長
で
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
九
月
来
日
、
一
〇
月
二
七
日
歓
迎
会
が
あ
り
、
一
九

二
三
年
二
四
年
と
園
長
を
つ
と
め
た
。
め
が
ね
を
か
け
た
明
る
い
人
。
偶
然
同
車
し
て
話
し
あ
っ
た
と

見
え
る
。  

  

私
の
入
手
し
た
資
料
は
、
次
の
四
種
で
あ
る
。
『
盛
岡
幼
稚
園
創
立
60
周
年
記
念
誌
』
（
盛
岡
幼
稚
園
、

昭
47
）
、
『
盛
岡
幼
稚
園
創
立
90
周
年
記
念
誌
』
（
盛
岡
幼
稚
園
、
平
９
）
、
『
尚
絅
女
学
院
七
十
年
史
』

（
尚
絅
女
学
院
、
昭
37
）
、
「
尚
絅
女
学
院
、
宣
教
師
メ
モ
」
（
安
井
猛
氏
の
提
供
に
よ
る
）
。
こ
れ
ら

を
総
合
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
の
年
譜
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。  

 

一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
生
ま
れ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
州
立
学
校
、

オ
ズ
ウ
ェ
ゴ
ー
州
立
学
校
を
卒
業
。
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
一
〇
月
に
来
日
。
一
九
二
二
年
（
大
正

一
一
年
）
六
月
頃
ま
で
東
京
に
滞
在
、
七
月
八
日
に
は
盛
岡
幼
稚
園
で
川
島
先
生
の
送
別
会
に
参
加
。

こ
の
時
点
で
す
で
に
盛
岡
幼
稚
園
在
任
か
。
九
月
二
六
日
律
動
指
導
。
一
〇
月
二
七
日
「
タ
ッ
ピ
ン
グ
・

ギ
フ
ォ
ー
ド
両
先
生
歓
迎
会
」
。
園
長
着
任
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
を

園
長
と
し
て
勤
務
。
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
九
月
ま
で
盛
岡
幼
稚
園
に
在
任
。
一
〇
月
仙
台
の
尚

絅
女
学
校
に
赴
任
し
、
英
語
教
師
と
し
て
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
七
月
ま
で
勤
務
。
そ
の
後
日
本

を
離
れ
る
。
本
国
の
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
た
か
、
他
国
に
赴
い
た
か
は
不
明
。  

  

そ
こ
で
、
私
の
作
成
し
た
略
年
譜
に
、
賢
治
の
「
文
語
詩
篇
ノ
ー
ト
」
の
記
述
を
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、

「1992

」
は
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
は
七
月
ま
た
は
九
月
か
ら
盛
岡
幼
稚
園
に
赴
任
し
て
お
り
、 

賢
治
が 

「
十
二
月
仙
台
ニ
行
ク
車
中
／M

iss G
ifford

」
に
出
会
っ
た
可
能
性
を
裏
づ
け
る
。
ま
た
、
「1923

」
は

盛
岡
幼
稚
園
園
長
在
任
期
間
で
、
「
雨
中G

ifford

を
訪
ふ
」
こ
と
が
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、

ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
の
盛
岡
幼
稚
園
在
任
期
間
は
あ
し
か
け
二
年
ほ
ど
で
あ
り
、
こ
の
時
期
を
お
い
て
賢
治

が
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
に
出
会
え
る
可
能
性
が
な
く
、
結
果
と
し
て
「
文
語
詩
篇
ノ
ー
ト
」
の
正
確
性
が
際

立
っ
て
く
る
。  

 

論
の
主
旨
と
直
接
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
が
な
ぜ
盛
岡
幼
稚
園
に
赴
任
し
、

し
か
も
あ
し
か
け
二
年
と
い
う
短
い
期
間
だ
け
の
在
任
で
あ
っ
た
の
か
。
調
査
結
果
を
報
告
し
て
お
く
。 

ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
が
園
長
を
務
め
た
盛
岡
幼
稚
園
は
、
明
治
三
七
年
長
岡
栄
子
に
よ
り
創
立
さ
れ
た
「
盛

岡
保
育
会
」
を
前
身
と
し
て
い
る
。
長
岡
は
、
明
治
四
〇
年
バ
プ
テ
ス
ト
派
宣
教
師
ジ
ュ
ネ
ビ
ー
ブ
・
タ
ッ

ピ
ン
グ
（
夫
は
、
明
治
四
一
年
か
ら
大
正
九
年
ま
で
盛
岡
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
で
牧
師
を
務
め
た
ヘ
ン
リ
ー
・

タ
ッ
ピ
ン
グ
）
を
迎
え
る
。
タ
ッ
ピ
ン
グ
は
「
盛
岡
保
育
会
」
の
整
備
に
努
め
、
明
治
四
二
年
県
下
初
の
幼

稚
園
と
し
て
の
認
可
を
得
、
「
盛
岡
幼
稚
園
」
初
代
園
長
（
第
三
代
園
長
も
務
め
る
）
と
な
っ
た
。
ミ
ス
・

ギ
フ
ォ
ー
ド
は
第
六
代
園
長
で
、
着
任
と
離
任
の
正
式
の
期
日
は
不
詳
だ
が
、
在
任
期
間
は
大
正
一
二
年
の

一
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。  

  

ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
は
盛
岡
幼
稚
園
園
長
を
辞
し
た
後
、
尚
絅
女
学
校
に
赴
任
し
て
い
る
。
尚
絅
女
学
校

（
現
在
の
尚
絅
女
学
院
短
期
大
学
）
は
、
明
治
二
五
年
バ
プ
テ
ス
ト
派
宣
教
師
ミ
ス
・
ミ
ー
ド
に
よ
り
「
尚

絅
女
学
会
」
と
し
て
創
立
さ
れ
た
。
明
治
三
二
年
、
私
立
学
校
令
に
も
と
づ
く
認
可
を
受
け
「
尚
絅
女
学
校
」

と
改
称
し
、
初
代
校
長
に
ミ
ス
・
ブ
ゼ
ル
が
就
任
。
聖
書
科
（
明
治
四
二
年
廃
止
）
と
普
通
科
（
明
治
四
二

年
本
科
と
改
称
）
を
設
け
る
。
大
正
四
年
、
本
科
の
他
に
補
習
科
（
大
正
七
年
に
研
究
科
と
改
称
）
、
家
政

科
を
新
設
。
大
正
八
年
、
附
属
幼
稚
園
開
設
。
第
二
代
校
長
に
ミ
ス
・
ジ
ェ
ッ
シ
ー
が
就
任
。
大
正
九
年
、



高
等
科
（
英
文
科
三
年
、
家
事
科
三
年
、
英
文
予
科
一
年
、
選
科
一
年
）
開
設
。
大
正
一
〇
年 

高
等
科
に

音
楽
科
が
新
設
さ
れ
た
。   

 

盛
岡
幼
稚
園
と
尚
絅
女
学
校
と
が
同
じ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
学
校
で
あ
っ
た
点
が
、
ミ

ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
の
転
任
の
背
景
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
大
正
八
年
第
二
代
校
長
に
就
任
し
た
ミ

ス
・
ジ
ェ
ッ
シ
ー
（
大
正
八
年
〜
大
正
一
五
年
）
は
、
盛
岡
幼
稚
園
の
第
二
代
園
長
（
大
正
二
年
〜
大
正
四

年
）
を
務
め
た
人
で
、
盛
岡
幼
稚
園
か
ら
尚
絅
女
学
校
へ
の
道
筋
が
確
認
で
き
る
。
ミ
ス
・
ジ
ェ
ッ
シ
ー
は
、

尚
絅
女
学
校
に
明
治
四
四
年
か
ら
昭
和
二
七
年
ま
で
在
任
し
て
お
り
、
盛
岡
幼
稚
園
の
第
二
代
園
長
就
任
は

併
任
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
盛
岡
幼
稚
園
と
尚
絅
女
学
校
と
の
繋
が
り
の
深
さ
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
他

に
、
第
四
代
園
長
ミ
セ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
大
正
九
年
〜
大
正
一
〇
年
）
は
、
尚
絅
女
学
校
音
楽
・
英
語

教
師
ル
ビ
ー
・
ア
ン
ダ
ソ
ン
（
大
正
一
〇
年
〜
一
一
年
）
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
、
第
八
代
園
長
ミ
ス
・
タ
マ

シ
ン
・
ア
レ
ン
（
昭
和
二
年
〜
一
二
年
）
は
、
尚
絅
女
学
校
英
語
・
聖
書
教
師
タ
マ
シ
ン
・
ア
レ
ン
（
大
正

六
年
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
在
任
期
間
の
短
さ
は
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
第
四
代

か
ら
七
代
ま
で
の
園
長
は
一
年
か
ら
三
年
と
い
う
在
任
で
あ
っ
た
。  

 

賢
治
と
盛
岡
幼
稚
園
と
の
関
係
は
、
タ
ッ
ピ
ン
グ
牧
師
を
通
じ
て
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
盛
岡
バ

プ
テ
ス
ト
教
会
（
現
在
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
内
丸
教
会
）
で
牧
師
を
務
め
て
い
た
ヘ
ン
リ
ー
・
タ
ッ
ピ
ン

グ
は
、
盛
岡
中
学
の
英
語
教
師
を
し
て
お
り
、
賢
治
が
直
接
授
業
を
受
け
た
可
能
性
も
高
い
。
ま
た
、
出
村

要
三
郎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
盛
岡
高
等
農
林
の
「
一
年
の
二
学
期
だ
っ
た
か
、
宮
沢
君
に
誘
わ
れ
て
タ
ッ
ピ

ン
グ
牧
師
が
や
っ
て
い
た
バ
イ
ブ
ル
講
義
を
聞
き
に
行
っ
た
。
週
一
回
の
講
義
だ
っ
た
が
、
彼
は
英
語
が
う

ま
く
、
英
語
と
日
本
語
半
々
で
話
し
、
タ
ッ
ピ
ン
グ
牧
師
に
よ
く
ほ
め
ら
れ
て
い
た
。
」
（
『
啄
木
・
賢
治
・

光
太
郎
―

201
人
の
証
言
』
読
売
新
聞
社
盛
岡
支
局
、
昭
51
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ビ
ー
ブ
・
タ

ッ
ピ
ン
グ
の
盛
岡
幼
稚
園
は
、
盛
岡
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
の
宣
教
師
館
を
提
供
開
放
し
た
も
の
で
、
し
た
が
っ

て
、
賢
治
は
ジ
ュ
ネ
ビ
ー
ブ
・
タ
ッ
ピ
ン
グ
に
も
直
接
の
面
識
が
あ
っ
た
と
推
定
し
得
る
。
詩
「
岩
手
公
園
」

に
は
タ
ッ
ピ
ン
グ
夫
妻
が
と
も
に
登
場
し
て
い
る
。
盛
岡
市
内
丸
に
あ
る
岩
手
公
園
は
明
治
三
九
年
、
岩
手

県
が
南
部
家
か
ら
盛
岡
城
址
を
借
り
受
け
開
園
し
た
も
の
で
あ
り
、
盛
岡
浸
礼
教
会
も
盛
岡
幼
稚
園
も
同
じ

内
丸
に
あ
る
。  

 

大
正
一
一
年
一
二
月
、 

賢
治
が
仙
台
ヘ
行
く
列
車
の
中
で
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
に
出
会
っ
た
と
し
て
、

賢
治
が
な
ぜ
初
対
面
の
彼
女
に
話
し
か
け
る
こ
と
が
で
き
、
会
話
ま
で
交
わ
せ
た
の
か
。
タ
ッ
ピ
ン
グ
夫
妻

の
存
在
を
前
提
に
し
て
納
得
の
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
の
初
め
て
の
出
会

い
を
一
二
月
で
の
車
中
と
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
出
会
い
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

翌
大
正
一
二
年
、
賢
治
は
五
月
か
ら
七
月
の
あ
る
雨
の
降
る
日
に
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
を
訪
れ
る
。
訪
問
先

は
盛
岡
幼
稚
園
で
あ
っ
た
ろ
う
。
賢
治
が
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
を
訪
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
一
時
健
康
を
害
し
て
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
て
い
た
ジ
ュ
ネ
ビ
ー
ブ
・
タ
ッ
ピ
ン
グ
も
、
当

時
盛
岡
幼
稚
園
に
戻
っ
て
き
て
い
た
。
賢
治
が
ジ
ュ
ネ
ビ
ー
ブ
・
タ
ッ
ピ
ン
グ
に
も
会
っ
た
と
考
え
る
こ
と

は
自
然
で
あ
る
。  

  

さ
て
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
が
盛
岡
を
去
っ
て
仙
台
の
尚
絅
女
学
校
に
赴
任
し
た
の
が
大
正
一
三
年
の
九

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
賢
治
が
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
（
お
そ
ら
く
初
期
形
第
一
次
稿
）
を
、
菊
池
武
雄
と
藤

原
嘉
藤
治
に
読
ん
で
聞
か
せ
た
の
が
「
大
正
一
三
年
一
二
月
某
日
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ジ
ョ
バ
ン

ニ
か
ら
か
ほ
る
が
離
れ
て
行
く
場
面
が
成
立
す
る
以
前
の
段
階
で
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
が
盛
岡
を
去
る
と

い
う
事
実
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
車
中
に
お
い
て
賢
治
と
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
の
間
に
ど
の
よ

う
な
会
話
が
あ
っ
た
の
か
。
作
品
と
し
て
残
さ
れ
た
「
〔
あ
か
る
い
ひ
る
ま
〕
」
を
読
み
解
い
て
み
る
。  



 
あ
か
る
い
ひ
る
ま 

ガ
ラ
ス
の
な
か
に
ね
む
っ
て
ゐ
る
と 

そ
と
で
は
冬
の
か
け
ら
な
ど 

し
ん
し
ん
と
し
て
降
っ
て
ゐ
る
や
う 

蒼
ぞ
ら
も
聖
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

羊
の
か
た
ち
の
雲
も
飛
ん
で 

あ
の
十
二
月
南
へ
行
っ
た
汽
車
そ
っ
く
り
だ 

Look there, a ball of m
istletoe! 

と 

お
れ
は
窓
越
し
丘
の
巨
き
な
栗
の
木
を
指
し
た 

O
h, w

hat a beautiful specim
en of that! 

あ
の
青
い
眼
の
む
す
め
が
云
っ
た 

汽
車
は
つ
ゞ
け
て
ま
っ
赤
に
枯
れ
た
こ
な
ら
の
丘
や 

濃
い
黒
緑
の
松
の
間
を 

ど
こ
ま
で
も
そ
の
孔
雀
石
い
ろ
の
そ
ら
を
映
し
て 

ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
走
っ
て
行
っ
た 

“W
e say also heavens, 

  but of various stage.

” 

“Then w
hat are they ?

”
む
す
め
は 

〔
以
下
不
明
〕  

  

〔
一
、 

二
行
不
明
〕  

 

聖
者
た
ち
か
ら
直
観
さ
れ 

〔
以
下
不
明
〕  

古
い
十
界
の
図
式
ま
で 

科
学
が
い
ま
だ
に
行
き
つ
か
ず 

は
っ
き
り
否
定
も
で
き
な
い
う
ち
に 

た
う
た
う
お
れ
も
死
ぬ
の
か
な 

い
ま
死
ね
ば 

い
や
し
い
鬼
に
う
ま
れ
る
だ
け
だ 

 
 

「
〔
あ
か
る
い
ひ
る
ま
〕
」
は
詩
稿
用
紙
の
表
裏
に
書
か
れ
、
詩
稿
用
紙
の
使
用
時
期
の
推
定
か
ら
成
立

は
昭
和
六
年
か
ら
八
年
と
さ
れ
る
。
詩
稿
用
紙
の
前
後
が
破
損
し
て
お
り
、
残
念
な
が
ら
詩
の
全
体
を
読
む

こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
指
摘
し
た
が
こ
の
作
品
は
後
年
「
〔
け
む
り
は
時
に
丘
丘
の
〕
」
に
文
語
詩
化

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
、
破
損
し
読
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
詩
句
を
補
う
可
能
性
の
あ
る
表
現
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
必
要
に
応
じ
て
適
宜
引
用
す
る
。  

 

「
〔
あ
か
る
い
ひ
る
ま
〕
」
に
描
か
れ
る
「
青
い
眼
の
む
す
め
」
が
、
「
文
語
詩
篇
ノ
ー
ト
」
の
大
正
一

一
年
の
項
に
記
さ
れ
た
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
は
、
確
実
な
こ
と
の
よ
う
に
思
う
。
「
十
二
月
」

「
仙
台
ニ
行
ク
車
中
」
「
や
ど
り
木
」
と
状
況
が
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
大
正
一
一
年
当
時

の
二
人
の
年
齢
を
記
し
て
お
く
と
、
賢
治
二
六
歳
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
は
三
五
歳
で
あ
る
。
「
む
す
め
」

と
い
う
年
齢
か
ら
は
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
の
年
齢
が
少
し
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
写
真
を



見
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
美
し
く
聡
明
そ
う
な
女
性
で
あ
る
。
作
品
の
構
造
と
し
て
は
、
現
在
↓
過
去
↓
現

在
と
い
う
作
品
内
時
間
の
変
化
を
有
し
、
晩
年
病
床
に
あ
っ
た
賢
治
が
、
回
想
と
し
て
「
青
い
眼
の
む
す
め
」

と
の
出
会
い
と
そ
こ
で
の
会
話
を
記
述
し
、
そ
の
後
ま
た
視
点
が
現
在
に
も
ど
さ
れ
、
死
後
の
転
生
の
問
題

が
扱
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。  

 

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
の
こ
と
を
回
想
す
る
契
機
で
あ
る
。
蒼
空
を
飛
ぶ
「
羊
の

か
た
ち
の
雲
」
が
「
あ
の
十
二
月
南
へ
行
っ
た
汽
車
そ
っ
く
り
」
と
い
う
点
が
、
銀
河
鉄
道
を
連
想
さ
せ
、

し
か
も
二
人
を
乗
せ
た
列
車
は
銀
河
鉄
道
と
同
じ
南
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
、
英
語
で
記

さ
れ
た
二
人
の
会
話
を
加
え
れ
ば
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
か
ほ
る
と
い
う
設
定
が
、
賢

治
と
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
を
モ
デ
ル
に
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
こ
と
と
な
る
。  

 

む
ろ
ん
、
モ
デ
ル
の
特
定
が
そ
の
ま
ま
作
品
解
釈
に
役
立
つ
と
限
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
場
合
が
、

カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
モ
デ
ル
探
し
（
次
章
「
よ
だ
か
か
ら
ジ
ョ
バ
ン
ニ
へ 

―
《
よ
だ
か
》
の
系
譜
―
」
参
照
）

と
同
列
で
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
賢
治
は
キ
リ
ス
ト
教
を
ど
の

よ
う
に
理
解
し
己
れ
の
信
じ
る
日
蓮
の
宗
教
と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
、
そ
の
研
究

が
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
現
在
に
お
い
て
、
モ
デ
ル
論
は
そ
れ
な
り
の
有
効
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
成
立
せ
し
め
る
中
心
的
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
仏

教
的
他
界
観
に
も
と
づ
く
「
ひ
か
り
の
素
足
」
や
亡
妹
を
主
題
と
し
た
挽
歌
群
と
い
っ
た
、
「
銀
河
鉄
道
の

夜
」
の
先
駆
稿
と
呼
び
得
る
作
品
か
ら
は
、
導
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
な
の
で
あ
る
。  

 

賢
治
と
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
の
英
語
で
の
会
話
を
検
討
す
る
。
な
お
、
日
本
語
訳
に
関
し
て
は
先
行
研

究
で
あ
る
青
山
論
で
の
訳
を
借
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
拙
訳
が
青
山
訳
を
超
え
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
「Look there

, a ball of m
istletoe !

」
（
ご
覧
な
さ
い
、
あ
の
や
ど
り
木
の
毬
！
）
と
賢
治
が
語

り
、
「O

h

, w
hat a beautiful specim

en of that !

」
（
ま
あ
、
な
ん
て
立
派
な
標
本
か
し
ら
）
と
ミ
ス
・

ギ
フ
ォ
ー
ド
が
答
え
る
。
そ
の
後
、
「W

e say also heavens

, but of various stage.
」
（
私
た
ち
も
天

に
つ
い
て
語
り
ま
す
、
で
も
、
幾
つ
か
の
違
っ
た
階
層
に
つ
い
て
で
す
）
と
賢
治
が
語
り
、
「Then w

hat 
are they ?

」
（
で
は
、
そ
れ
ら
の
天
の
階
層
と
は
、
一
体
何
な
の
で
す
か
？
）
と
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
が

答
え
る
。
以
下
原
稿
が
破
損
し
て
お
り
、
会
話
は
さ
ら
に
続
き
を
も
つ
と
予
想
さ
れ
る
が
不
明
で
あ
る
。  

 

こ
の
会
話
が
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
か
ほ
る
と
の
会
話
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る 

の
か
確
認
す
る
。  

 

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
）
「
僕
た
ち
と
マ

マ

一
諸
に
乗
っ
て
行
か
う
。
僕
た
ち 

ど
こ
ま
で
だ
っ
て
行
け
る
切
符
持
っ
て
る
ん

だ
。
」  
 

  

（
か
ほ
る
）
「
だ
け
ど
あ
た
し
た
ち
も
う
こ
ゝ
で
降
り
な
け 

ぁ
い
け
な
い
の
よ
。
こ
ゝ
天
上
へ
行
く
と
こ
な

ん
だ
か
ら
。
」  

(

ジ
ョ
バ
ン
ニ
）
「
天
上
へ
な
ん
か
行
か
な
く
た
っ
て
い
ゝ
ぢ
ゃ
な
い
か
。
ぼ
く
た
ち
こ
ゝ
で
天
上
よ
り    

          

も
も
っ
と
い
ゝ
と
こ
を
こ
さ
へ
な
け
ぁ
い
け
な
い
っ
て
僕
の
先
生
が
云
っ
た
よ
。
」  

   

（
か
ほ
る
）
「
だ
っ
て
お
っ
母
さ
ん
も
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
し
そ
れ
に
神
さ
ま
が
仰
っ
し
ゃ
る
ん
だ    

          

わ
。
」  

  

「
〔
あ
か
る
い
ひ
る
ま
〕
」
で
の
対
立
が
、
仏
教
で
の
天
と
キ
リ
ス
ト
教
で
の
天
と
の
解
釈
の
相
違
に
止



ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
天
上
」
よ
り
「
も
っ
と
い
ゝ
と
こ
」

の
存
在
す
る
こ
と
が
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
も
っ
と
い
ゝ
と
こ
」
と

は
「
こ
ゝ
で
」
「
こ
さ
へ
な
け
ぁ
い
け
な
い
」
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
ゝ
」
と
は
、
地
上
世

界
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
車
中
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
心
情
と
し
て
は
か
ほ

る
と
一
緒
に
存
在
す
る
場
所
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
「
こ
ゝ
」
に
「
も

っ
と
い
ゝ
と
こ
」
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
文
語
詩
「
〔
け
む
り
は
時
に
丘
丘
の
〕
」
に
そ
れ
を
解

く
ヒ
ン
ト
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
下
書
稿
一
で
「
（
か
し
こ
に
あ
ら
ず
こ
ゝ
な
ら
ず
／
た
ゞ
そ
の
ひ
と

に
起
る
て
ふ
）
」
と
記
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
賢
治
の
信
じ
る
天
は
「
た
ゞ
そ
の
ひ
と
に
起
る
」
の
で
あ
る
。

下
書
稿
三
で
の
「
（
か
し
こ
に
あ
ら
ず
こ
ゝ
な
ら
ず
／
わ
れ
ら
は
し
か
く
習
ふ
の
み
）
」
の
表
現
か
ら
は
、

天
は
ど
こ
に
で
も
存
在
す
る
と
い
っ
た
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
天
台
教
学
か
ら
い
っ
て
、
天
は
己
れ
の
心
の

中
に
存
在
す
る
と
同
時
に
、
己
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。  

 

賢
治
と
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
の
対
立
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
か
ほ
る
と
の
対
立
の
よ
う
に
平
行
線
の
ま
ま

終
る
こ
と
に
な
る
。
「
〔
け
む
り
は
時
に
丘
丘
の
〕
」
下
書
稿
三
に
は
「
処
女
は
か
な
く
ほ
ゝ
え
み
ぬ
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
「
〔
あ
か
る
い
ひ
る
ま
〕
」
の
破
損
箇
所
に
も
そ
れ
に
類
し
た
表
現
が
記
さ
れ

て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。  

  

天
の
問
題
は
、
理
の
必
然
と
し
て
神
の
問
題
に
行
き
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
次
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
か
ほ
る

と
の
神
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
賢
治
と
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
の
あ
り
得
べ
き
会
話
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。  

      

（
か
ほ
る
）
「
だ
っ
て
お
っ
母
さ
ん
も
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
し
そ
れ
に
神
さ
ま
が
仰
っ
し
ゃ
る
ん   

             

だ
わ
。
」  

  

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
）
「
そ
ん
な
神
さ
ま
う
そ
の
神
さ
ま
だ
い
。
」  

  
 

 

（
か
ほ
る
）
「
あ
な
た
の
神
さ
ま
う
そ
の
神
さ
ま
よ
。
」  

  

（
ジ
ョ
バ
ン
ニ
）
「
さ
う
ぢ
ゃ
な
い
よ
。
」  

  

賢
治
の
会
話
の
相
手
は
、
宣
教
の
た
め
単
身
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
き
た
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
で

あ
る
。
お
だ
や
か
な
口
調
の
な
か
に
も
、
決
し
て
妥
協
す
る
こ
と
の
な
い
信
念
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
よ
う
な
私
の
想
像
が
正
し
か
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
お
の

ず
と
、
そ
の
よ
う
な
対
立
す
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
を
賢
治
は
な
ぜ
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
持
ち
込

ん
だ
の
か
、
と
い
う
問
い
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
問
い
と
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
言
動
に
か

ほ
る
へ
の
恋
に
似
た
感
情
の
読
み
取
れ
る
こ
と
と
は
お
そ
ら
く
無
関
係
で
な
い
。
賢
治
に
は
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ

ー
ド
に
対
し
、
宗
教
の
違
い
を
超
え
て
惹
か
れ
る
何
か
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
翌
年
の
「
文
語
詩
稿
ノ
ー
ト
」

に
「
雨
中G

ifford

を
訪
ふ
」
と
記
さ
れ
た
の
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る
で
あ
ろ
う
し
、
青
山
論
が
す
で
に
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
「Look there, a ball of m

istletoe !

」
（
ご
覧
な
さ
い
、
あ
の
や
ど
り
木
の
毬
！
）
と
い

う
賢
治
の
言
葉
は
、
西
洋
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
習
慣
（
や
ど
り
木
の
飾
り
の
下
に
い
る
女
性
に
は
キ
ス
を
し
て

も
よ
い
）
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
英
語
表
記
と
い
う
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
賢
治
に
も
ま
た

恋
愛
に
似
た
感
情
の
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
強
い
動
機
が
あ
っ
て
こ

そ
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
問
題
が
、
賢
治
の
切
実
な
課
題
と
し
て 

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
取
り
込
ま

れ
て
い
っ
た
こ
と
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。  

  
 
 
 
 
 

五 

「
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
」
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ 

 



 
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
立
は
、
基
本
的
に
は
汎
神
論
と
一
神
論
と
の
対
立
で
あ
る
。
汎
神
論

一
神

論
と
の
対
立
の
構
図
は
、
た
と
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
の
《
神
即
自
然
》
の
汎
神
論
的
体
系
が
時
の
教
会
勢
力
か
ら

無
神
論
と
し
て
攻
撃
さ
れ
た
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
そ
こ
に
和
解
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

ー
ゲ

ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
、
一
元
論
哲
学
と
し
て
の
絶
対
精
神
を
打
ち
立
て
る

と
に

よ
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
無
神
論
を
乗
り
超
え
た
と
さ
れ
る
。
汎
神
論
と
し
て
の
仏
教
と
一
神
論
と
し
て

キ
リ

ス
ト
教
と
を
比
較
し
て
そ
の
優
劣
を
測
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
本
稿
の
主
旨
で
は
な
い
。
た
だ
、
汎
神

と
一

神
論
は
、
現
実
的
和
解
の
み
な
ら
ず
哲
学
的
和
解
の
道
も
困
難
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お

た
い
。

  

とヘこの論き

 

日
蓮
の
宗
教
は
汎
神
論
に
あ
っ
て
、
一
元
論
と
し
て
の
特
徴
を
強
く
持
つ
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
と

に
田
中
智
学
は
日
本
の
仏
教
各
宗
派
の
み
な
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
世
界
の
す
べ
て
の
宗
教
を
、
日
蓮
主

義
に
よ
っ
て
一
元
化
し
よ
う
と
考
え
た
人
物
で
あ
る
。
『
妙
宗
式
目
講
義
録
』
全
六
巻
（
明
37
〜

は理 として く示 り、 を五回も読んだとされている（関登久也『宮沢賢治素描』協栄43） 論家 の智学をよ してお 賢治はそれ 出
）
。

し
た
が
っ
て
、
日
蓮
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
立
を
考
え
る
場
合
に
は
、
汎
神
論
対
一
神
論
と
い
う
対

立
の
他
に
、
一
元
論
対
二
元
論
の
対
立
と
い
う
側
面
が
生
じ
て
く
る
。  

 

通
常
キ
リ
ス
ト
教
は
二
元
論
的
で
あ
る
。
二
元
論
は
哲
学
的
理
論
づ
け
に
お
い
て
一
元
論
に
対
し
分
の
悪

さ
を
否
め
な
い
。
し
か
し
、
哲
学
と
異
な
り
実
践
哲
学
と
し
て
の
宗
教
の
場
合
、
一
元
論
と
二
元
論
と
は
優

劣
の
付
け
よ
う
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
和
解
の
余
地
も
な
い
。
つ
ま
り
日
蓮
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
永

遠
に
対
立
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
哲
学
的
意
味
に
お
い
て
一
元
論
に
対
抗
で
き
る
の
は
多
元
論
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
『
多
元
的
宇
宙
』
（
原
題 A

 Pluralistic U
niverse,

一
九
〇
九
。
吉
田
夏
彦

訳
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
著
作
集
』
６
、
日
本
教
文
社
、
昭
36)

に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
打
ち
立

て
た
一
元
宇
宙
に
対
す
る
多
元
論
か
ら
の
抵
抗
を
試
み
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
に
と
っ
て
の
神
は
、
「
神
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
力
か
知
識
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
に
お
い
て
有
限
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
神
は
我
々
自
身
と
同
様
、
環
境
を
も
ち
、
時
間
の
中
に
あ
り
、
歴
史
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
」
こ

と
に
よ
り
、
「
人
間
的
な
す
べ
て
の
も
の
か
ら
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。
そ

れ
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
者
（
神
）
」
は
、
「
す
べ
て
を
包
み
込
む
と
い
う
形
式
を
も
っ
て
い
た
た

め
、
我
々
自
身
と
は
異
質
な
性
質
の
も
の
と
な
っ
て
」
お
り
、
「
本
質
的
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
」
を
免
れ
な
い

と
批
判
し
て
い
る
。
一
元
的
宇
宙
は
「
帝
国
や
王
国
」
に
、
多
元
的
宇
宙
は
「
連
邦
共
和
国
」
に
似
て
い
る

と
も
述
べ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
が
「
帝
国
や
王
国
」
で
あ
る
な
ら
、
日
蓮
の
宗
教
も
「
帝
国

や
王
国
」
と
喩
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。  

 

哲
学
論
争
と
し
て
の
一
元
論
と
多
元
論
と
の
対
立
は
、
常
に
一
元
論
の
優
勢
勝
ち
に
終
る
よ
う
だ
が
、
た

と
え
ば
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
よ
う
な
宗
教
間
の
対
立
を
避
け
る
こ
と
を
願
う
人
々
に
よ
っ
て
、
多
元
論
は
繰
り
返

し
意
義
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。  

 

も
し
、
賢
治
の
仏
教
理
解
に
多
少
な
り
と
多
元
論
的
な
要
素
が
認
め
得
る
と
す
る
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
と

の
和
解
も
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
賢
治
の
信
仰
は
日
蓮
の
宗
教
で
あ
り
、
国
柱
会
の
田
中

智
学
の
宗
教
で
あ
る
。
す
で
に
山
川
智
応
の
著
述
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
少
し
の
多
元
的
要
素
を

見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
認
め
得
る
方
法
は
、

理
論
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
を
日
蓮
の
宗
教
の
一
元
論
の
中
に
包
含
し
て
し
ま
う
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
包
含
で
あ
る
以
上
そ
れ
は
真
の
意
味
の
和
解
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
も
、
実
際
賢
治
が
一
元
論

的
に
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
詩
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の
星
ぞ
ら
に
〕
」
や
詩
「
基
督
再
臨
」
に
よ
っ
て
明
ら
か

で
あ
る
。  

 

で
は
、
賢
治
は
ど
の
よ
う
に
田
中
智
学
の
一
元
論
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
と
の
和



解
の
道
を
模
索
し
た
の
か
。
私
は
賢
治
な
り
の
模
索
の
一
つ
の
結
果
を
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
か
ら
読
み
取
れ

る
と
考
え
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
ほ
ん
た
う
の
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
」

の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
少
年
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
か
ほ
る
と
の
決
定
的
な
別
離
を
回
避
す
る
道
を
開

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
と
っ
て
の
か
ほ
る
の
存
在
は
、
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
信
仰
こ
そ
違
え
、

共
に
行
く
も
の
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
け
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
神
は
、
ジ

ョ
バ
ン
ニ
が
そ
の
神
を
よ
く
は
知
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
か
お
る
の
神
（
キ
リ
ス
ト
）
を
包
含
し

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。  

 

「
僕
の
先
生
が
云
っ
た
よ
」
と
い
う
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
言
葉
が
あ
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
考
え
る
「
天
上
よ
り

も
も
っ
と
い
ゝ
と
こ
」
や
「
ほ
ん
た
う
の
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
」
の
存
在
は
、
こ
の
「
先
生
」
と
い
う
他

者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
言
葉
は
「
〔
け
む
り
は
時
に
丘
丘
の
〕
」

下
書
稿
三
で
の
「
（
―
略
―
／
わ
れ
ら
は
し
か
く
習
ふ
の
み
）
」
に
当
た
る
も
の
で
、
「
〔
北
い
っ
ぱ
い
の

星
ぞ
ら
に
〕
」
の
「
さ
う
い
ふ
こ
と
か
も
わ
か
ら
な
い
」
と
も
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
。  

 

私
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
「
僕
の
先
生
が
云
っ
た
よ
」
の
言
葉
に
、
賢
治
の
日
蓮
・
田
中
智
学
の
宗
教
へ
の

信
頼
が
表
現
さ
れ
、
「
ぼ
く
ほ
ん
た
う
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
」
の
言
葉
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
立
を
避
け

よ
う
と
す
る
も
う
一
人
の
賢
治
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
両
方
の
言
葉
を
、

と
も
に
真
実
の
言
葉
と
し
て
保
証
す
る
の
が
、
賢
治
の
意
図
し
た
《
少
年
小
説
》
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。  

 

信
仰
の
確
立
し
た
大
人
と
し
て
の
賢
治
と
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
が
、
そ
れ
ぞ
れ
少
年
と
少
女
と
し
て
銀
河

鉄
道
に
乗
り
込
む
こ
と
の
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
。
作
者
が
賢
治
で
あ
る
以
上
、
か
ほ
る
（
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー

ド
）
の
信
仰
を
書
き
か
え
る
こ
と
に
よ
る
和
解
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
賢
治
は
、
自
己
を
ジ
ョ
バ
ン

ニ
と
し
て
、
信
仰
を
確
立
さ
せ
る
以
前
の
年
齢
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
の
宗

教
的
対
立
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
「
先
生
」
の
教
え
に
導
か
れ
「
本
統

の
世
界
の
火
や
は
げ
し
い
波
の
中
を
大
股
に
ま
っ
す
ぐ
に
歩
い
て
行
」
（
第
三
次
稿
）
く
こ
と
に
な
る
。  

 

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
立
の
回
避
は
、
《
少
年
小
説
》
と
い
う
枠
組
み
の
中
だ
け
で
成
立
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
「
〔
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
〕
」

で
あ
る
。
「
〔
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
〕
」
は
、
政
治
的
意
味
合
い
に
お
い
て
当
時
の
国
柱
会
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た

と
こ
ろ
に
立
つ
。
「
〔
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
〕
」
の
ど
こ
に
も
国
家
宗
教
と
し
て
の
日
蓮
の
宗
教
の
影
は
落
ち
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
教
学
的
意
味
合
い
に
お
い
て
は
、
龍
門
寺
文
蔵
（
『
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の

根
本
思
想
』
大
蔵
出
版
、
平
３
）
や
工
藤
哲
夫
（
「
『
〔
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
〕
』
の
典
拠
」
、
「
京
都
女
子
大

学
宗
教
・
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
」
第
４
号
、
平
３
）
が
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
妙
宗
式
目
講
義
録
』

（
田
中
智
学
著
）
や
『
大
智
度
論
』
（
龍
樹
著
）
を
そ
の
背
景
に
も
つ
の
で
あ
る
。  

 

た
だ
、
「
〔
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
〕
」
が
日
本
の
植
民
地
化
政
策
の
中
で
思
想
教
育
の
一
端
を
担
わ
さ
れ
た
事

実
は
、
ま
た
稿
を
換
え
て
論
ず
べ
き
重
要
な
問
題
と
考
え
て
い
る
。  

    


