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芥
川
龍
之
介
の
切
支
丹
も
の
の
多
く
が
、
信
仰
を
貫
く
物
語
で
あ
る
中
で
、

「
お
ぎ
ん
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年
九
月
）
は
、
棄
教
を
扱
っ
た
も
の
と

し
て
異
彩
を
放
つ
作
品
で
あ
る
。
同
様
に
棄
教
を
描
い
た
作
品
は
、「
尾
形
了

斎
覚
書
」（『
新
潮
』
一
九
一
七
年
一
月
）
し
か
な
い
。「
お
ぎ
ん
」
で
は
童
女
、

「
尾
形
了
斎
覚
書
」
で
は
病
児
を
抱
え
た
女
が
、
切
羽
詰
っ
た
状
況
の
な
か
で

棄
教
す
る
。
た
だ
し
、「
尾
形
了
斎
覚
書
」
で
は
、
復
教
が
明
示
さ
れ
て
い
る

の
で
、
厳
密
な
意
味
で
棄
教
す
る
の
は
「
お
ぎ
ん
」
の
み
で
あ
る
。
信
仰
に
背

く
こ
と
は
信
仰
を
貫
く
以
上
に
、
深
い
葛
藤
を
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
予
想

さ
せ
、
そ
の
心
理
に
興
味
が
集
ま
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
お
ぎ
ん
」
の
評
価
を
転
換
さ
せ
た
の
は
、
佐
藤

泰
正
「「
奉
教
人
の
死
」
と
「
お
ぎ
ん
」
―
芥
川
切
支
丹
に
関
す
る
一
考
察
」

（『
国
文
学
研
究
』
第
五
号
、
一
九
六
九
年
一
一
月
）
で
あ
る
。
佐
藤
は
、「
お

ぎ
ん
」
を
「
系
列
中
の
第
一
等
」
に
置
き
、
芥
川
の
「
最
も
重
い
主
題
を
に

な
っ
た
、
注
目
す
べ
き
作
」
と
位
置
づ
け
た
。
佐
藤
は
、
こ
の
作
品
が
「
殉
教

と
棄
教
、
更
に
は
宗
教
の
土
俗
化
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
最
も
重
く
深
い
問
い

を
な
げ
か
け
て
い
る
」
と
し
、
こ
こ
に
「
ア
ガ
ペ
エ
と
フ
ィ
レ
イ
ン
の
葛
藤
」

を
見
る
。
さ
ら
に
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』（
新
潮
社
、
一
九
六
六
年
）
を
視
点
に

す
え
て
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
源
流
と
し
て
「
お
ぎ
ん
」
を
見
る
。

　
「
沈
黙
」
の
モ
チ
ー
フ
が
、
人
間
の
弱
さ
の
故
に
こ
ろ
び
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
史
の
汚
点
と
し
て
歴
史
の
底
に
沈
黙
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
沈

黙
の
な
か
か
ら
彼
ら
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
、
転
ん
だ
が
故
に
教
団
の
歴
史

か
ら
抹
殺
さ
れ
、
切
り
棄
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
名
も
な
き
者
の
復

権
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
作
者
自
身
の
語
る
処
で
あ
り
、
こ
の
教
団
の
孕
む

リ
ゴ
リ
ズ
ム
、
律
法
主
義
へ
の
、
避
け
が
た
く
深
い
プ
ロ
テ
ス
ト
と
し
て

遠
藤
氏
は
こ
れ
を
描
い
て
い
る
が
、
芥
川
の
問
い
も
ま
た
こ
れ
に
重
な
る
。

た
だ
彼
は
棄
教
者
の
み
な
ら
ず
、
異
端
者
の
救
い
と
い
う
根
源
的
な
問
い

も
か
ら
め
て
呈
示
す
る
。「
お
ぎ
ん
」
と
い
う
こ
の
一
短
篇
の
含
む
課
題

は
深
く
、
重
い
。

　

そ
の
後
、
佐
藤
の
提
言
を
重
く
受
け
と
め
る
形
で
、
芥
川
の
作
家
的
成
長
と

絡
め
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
見
る
見
方⑴
、
日
本
的
精
神
性
―
孝
道
や
肉
親
へ
の

恩
愛
を
見
る
も
の⑵
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
か
ら
ん
で
文
明
批
評
的
に
解

く
も
の⑶
と
、
い
ず
れ
も
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ
た
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
他
の
切
支
丹
も
の
に
増
し
て
、
芥
川
の
思
想
に
直
結
し
て
い

く
の
は
、「
お
ぎ
ん
」
が
棄
教
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
最

後
に
「
作
者
」
が
登
場
す
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
も
由
来
す
る
だ
ろ
う
。

　
「
お
ぎ
ん
」
最
終
末
、「
作
者
」
は
突
如
そ
の
存
在
を
現
す
。

芥
川
龍
之
介
「
お
ぎ
ん
」
論

―
お
ぎ
ん
た
ち
の
〈
棄
教
〉

溝
　
　
部
　
　
優
実
子
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更
に
又
伝
ふ
る
所
に
よ
れ
ば
、
悪
魔
は
そ
の
時
大
歓
喜
の
あ
ま
り
、
大

き
い
書
物
に
化
け
な
が
ら
、
夜
中
刑
場
に
飛
ん
で
ゐ
た
と
云
ふ
。
こ
れ
も

さ
う
無
性
に
喜
ぶ
程
、
悪
魔
の
成
功
だ
つ
た
か
ど
う
か
、
作
者
は
甚
だ
懐

疑
的
で
あ
る
。

　

戸
松
泉
が
述
べ
る
よ
う
に
、「「
作
者
」
と
自
称
す
る
語
り
手
が
、「
後
代
に

伝
へ
ら
れ
た
物
語
」
の
一
つ
で
あ
る
「
奉
教
人
の
受
難
」
の
話
を
語
り
つ
つ
独

自
の
解
釈
を
下
す
、
と
い
う
形
を
踏
ま
え
る
事
が
、「
お
ぎ
ん
」
読
解
へ
の
入

り
口⑷
」
で
あ
ろ
う
。

　
「
作
者
」
の
登
場
は
、「
後
代
に
伝
え
ら
れ
た
物
語
」
が
意
図
的
に
編
集
さ
れ

た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
作
者
」
た
る
も
の
が
、
近
代
人
で
あ
る
こ

と
は
、
書
物
の
引
用
か
ら
推
測
で
き
る
。
例
え
ば
「
仏
蘭
西
の
ジ
エ
ス
ウ
イ

ツ
ト
」、「
ジ
ア
ン
・
ク
ラ
ツ
セ
」
の
名
は
、
そ
の
ま
ま
「
作
者
」
の
時
代
を

明
か
し
て
い
よ
う
。
本
文
中
に
要
約
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
『
日
本
教
会
史
』

（
一
六
八
九
年
）
が
、
太
政
官
翻
訳
局
か
ら
『
日
本
西
教
史
』
上
巻
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
の
が
一
八
七
八
年⑸
だ
か
ら
、
語
り
手
は
少
な
く
と
も
明
治
以
降
に
生
き

る
知
識
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

冒
頭
文
「
元
和
か
、
寛
永
か
、
兎
に
角
遠
い
昔
で
あ
る
。」
は
、
多
く
の
評

家
が
指
摘
す
る
よ
う
に⑹
い
わ
ゆ
る
昔
話
と
し
て
「
お
ぎ
ん
」
の
物
語
を
定
置
さ

せ
る
し
か
け
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
に
よ
り
、「
お
ぎ
ん
」
は
昔
話
の
話
型
に

組
み
入
れ
ら
れ
、
そ
の
枠
を
有
効
に
機
能
さ
せ
て
、
超
自
然
的
存
在
さ
え
受
容

で
き
る
物
語
空
間
が
保
持
さ
れ
る
の
だ
。
そ
の
最
た
る
例
は
、
天
使
や
聖
人
、

悪
魔
の
登
場
だ
ろ
う
し
、日
本
の
風
物
や
生
活
用
式
を
無
視
し
た
記
述
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
物
語
空
間
の
な
か
で
、「
作
者
」
は
お
ぎ
ん
一
家
の
棄
教
を
立
ち

上
げ
て
い
く
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
作
者
」
の
存
在
を
重
く
み
て
、
お
ぎ
ん
、
お
す

み
、
孫
七
の
棄
教
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
を
明
ら
め
て
み
た
い
。

一　

キ
リ
ス
ト
教
的
シ
ン
ボ
ル
の
散
在

　

特
に
「
お
ぎ
ん
」
を
語
る
手
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト

教
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
や
天
使
を
見
て
み
よ
う
。
最
初
に
物
語
に
登
場

す
る
固
有
名
詞
は
、「
さ
ん
・
じ
よ
あ
ん
・
ば
ち
す
た
」
で
あ
る
。「
じ
よ
あ
ん
」

は
、
お
ぎ
ん
の
養
父
母
の
洗
礼
名
に
も
な
っ
て
い
る
。「
さ
ん
・
じ
よ
あ
ん
・

ば
ち
す
た
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
に
洗
礼
を
施
し
た
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
こ

と
で
あ
る
。
預
言
者
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
前
駆
者
、
後
に
サ
ロ
メ
の
願
い
に

よ
っ
て
斬
首
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
は
、「
み
げ
る
弥
兵
衛
の

水
車
小
屋
に
、
姿
を
現
し
」、
投
獄
さ
れ
た
お
ぎ
ん
に
「
大
き
い
両
手
の
手
ひ

ら
に
、
蝗
を
沢
山
掬
ひ
上
げ
な
が
ら
、
食
へ
と
云
ふ
」
の
で
あ
る
。
蝗
が
往
時

重
要
な
た
ん
ぱ
く
源
に
な
る
食
料
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、

ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
は
そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
に

出
会
う
以
前
、
ユ
ダ
ヤ
の
荒
野
で
蝗
と
野
蜜
で
過
ご
し
た
逸
話
（「
マ
タ
イ
に

よ
る
福
音
書
」
三
章
四
節
）
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

お
ぎ
ん
の
牢
を
訪
れ
た
の
は
、
ヨ
ハ
ネ
だ
け
で
は
な
い
。「
大
天
使
が
ぶ
り

え
る
が
、
白
い
翼
を
畳
ん
だ
儘
、
美
し
い
金
色
の
杯
に
、
水
を
く
れ
る
所
を
見

た
」
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
神
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
の
役
割
を
担
う
こ
と

が
多
く
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
を
つ
げ
、
マ
リ
ア
の
も
と
に
現
れ
て
処
女
懐

胎
を
告
げ
た
。
数
多
い
る
天
使
の
中
で
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
来
訪
が
描
か
れ
る
の

は
、
次
節
に
述
べ
る
お
ぎ
ん
と
聖
母
マ
リ
ア
の
関
係
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

悪
魔
の
記
述
の
中
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
シ
ン
ボ
ル
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

お
ぎ
ん
一
家
の
捕
縛
を
見
た
悪
魔
は
、「
手
を
拍
つ
て
喜
び
笑
つ
た
」
が
、「
彼
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等
の
け
な
げ
な
さ
ま
に
は
、
少
か
ら
ず
腹
を
立
て
」、「
大
き
い
石
臼
」
に
な
っ

て
、「
ご
ろ
ご
ろ
転
が
り
な
が
ら
闇
の
中
に
消
え
失
せ
」
る
と
い
う
箇
所
で
あ

る
。
井
上
洋
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
切
支
丹
が
デ
ウ
ス
を
ダ
イ
ウ
ス
と
呼

ん
だ
こ
と
を
ふ
ま
え
た
（
ダ
イ
ウ
ス
＝
大
き
い
石
臼
）
し
ゃ
れ⑺
」
で
も
あ
っ
た

ろ
う
。
一
方
で
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
一
八
章
六
節
に
「
大
き
い
石
臼
を

首
に
懸
け
ら
れ
て
、
湖
の
深
み
で
お
ぼ
れ
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
し
」
と
い
う
一
節

が
あ
り
、
石
臼
は
殉
教
具
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、お
ぎ
ん
一
家
を
と
ら
え
た
代
官
は
、拷
問
に
屈
し
な
い
彼
ら
を
「
さ

つ
ぱ
り
理
解
が
出
来
」
ず
、「
三
人
と
も
、
気
違
ひ
で
は
な
い
か
と
思
う
事
も

あ
つ
た
。」
が
、「
気
違
ひ
で
も
な
い
事
が
わ
か
る
と
、
今
度
は
大
蛇
と
か
一
角

獣
と
か
、
兎
に
角
人
倫
に
は
縁
の
な
い
動
物
の
や
う
な
気
が
し
出
し
た
。」
と

い
う
。「
大
蛇
」
は
と
も
か
く
、「
一
角
獣
」
は
明
ら
か
に
代
官
の
使
用
言
語
を

逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、「
作
者
」の
存
在
を
感
じ
さ
せ
て
い
よ
う
。「
一

角
獣
」
は
、「
聖
霊
に
よ
っ
て
身
ご
も
っ
た
聖
処
女
マ
リ
ア
を
表
す⑻
。」
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
と
絡
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
並
置
さ
れ
た
「
大
蛇
」
で
す
ぐ
に
想

起
で
き
る
の
は
イ
ブ
を
誘
惑
し
た
蛇
で
あ
ろ
う
。
蛇
は
罪
や
悪
魔
の
シ
ン
ボ
ル

な
の
で
あ
る
。
お
ぎ
ん
た
ち
は
両
義
的
な
動
物
に
擬
せ
ら
れ
て
お
り
、
第
三
者

か
ら
見
て
、
彼
等
の
存
在
は
二
重
の
意
味
を
共
存
さ
せ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
正

邪
い
ず
れ
の
要
素
も
持
つ
ゆ
え
に
、
い
ず
れ
に
も
判
断
し
に
く
い
読
み
取
り
不

可
能
な
存
在
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
両
義
性
は
、
判
断
の

停
止
を
導
き
、
彼
等
の
棄
教
へ
の
意
味
づ
け
に
も
及
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

二　

お
ぎ
ん
を
囲
む
シ
ン
ボ
ル

　

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
な
シ
ン
ボ
ル
は
、特
に
お
ぎ
ん
に
散
見
さ
れ
る
。

　

お
ぎ
ん
の
洗
礼
名
は
「
ま
り
や
」
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
「
マ
リ
ア
」、

正
教
会
で
は
「
マ
リ
ヤ
」
と
表
記
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
聖
母
マ
リ
ア
に
ち

な
ん
だ
そ
の
名
に
は
、
彼
女
の
属
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
ぎ
ん
と
聖
母
マ
リ
ア
と
の
一
体
性
は
、「
童
女
」
と
い
う
名
称
の
共
有
に
も

現
れ
て
い
よ
う
。「「
深
く
御
柔
軟
、
深
く
御
哀
憐
、
勝
れ
て
甘
く
ま
し
ま
す
童

女
さ
ん
た
・
ま
り
あ
様
」
が
、
自
然
と
身
ご
も
っ
た
事
を
信
じ
て
い
る
。」
と

い
う
一
文
に
明
白
な
よ
う
に
、
お
ぎ
ん
も
聖
母
マ
リ
ア
も
「
童
女
」
が
冠
せ
ら

れ
て
い
る
点
で
一
致
す
る
。
語
り
手
は
「
お
ぎ
ん
の
心
」
を
「
素
朴
な
野
薔
薇

の
花
を
交
え
た
、実
り
の
豊
か
な
麦
畠
」
と
表
現
す
る
。「
薔
薇
」
も
「
麦
」
も
、

聖
母
マ
リ
ア
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る⑼
。
さ
ら
に
、
お
ぎ
ん
の
生
活
風
景
を
描
い
た

次
の
部
分
に
は
、
マ
リ
ア
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　

お
ぎ
ん
は
こ
の
夫
婦
と
一
し
よ
に
、
牛
を
追
つ
た
り
麦
を
刈
つ
た
り
、

幸
福
に
そ
の
日
を
送
つ
て
ゐ
た
。
勿
論
さ
う
云
ふ
暮
し
の
中
に
も
、
村
人

の
目
に
立
た
な
い
限
り
は
、
断
食
や
祈
祷
も
怠
つ
た
事
は
な
い
。
お
ぎ
ん

は
井
戸
端
の
無
花
果
の
か
げ
に
、
大
き
い
三
日
月
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
屢
熱

心
に
祈
祷
を
凝
ら
し
た
。

　

牛
を
追
い
、
麦
を
刈
る
風
景
は
、
往
事
の
生
活
様
式
を
逸
脱
す
る
も
の
だ
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
稲
で
は
な
く
「
麦
」。
特
に
、
刈
ら
れ
た
後
に
残
る
落
ち
穂

は
マ
リ
ア
の
処
女
懐
胎
に
結
び
つ
い
て
い
る
。「
マ
リ
ア
は
、「
雅
歌
」
で
使
わ

れ
て
い
る
比
喩
に
基
づ
い
て
」「「
生
き
た
水
の
井
戸
」
と
呼
ば
れ
て
い
る⑽
」
の

で
あ
り
、「
三
日
月
」
も
ま
た
、
マ
リ
ア
と
と
も
に
描
か
れ
る
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
。
お
ぎ
ん
は
、
聖
母
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
そ
の
中
で
、
彼
女
の
祈
祷
―
「
憐
み
の
お
ん
母
、
お
ん
身
に
お
ん
礼
を

な
し
奉
る
。
流
人
と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
、
お
ん
身
に
叫
び
を
な
し
奉
る
。
あ

わ
れ
こ
の
涙
の
谷
に
、
柔
軟
の
お
ん
眼
を
め
ぐ
ら
さ
せ
給
え
。
あ
ん
め
い
。」
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は
聖
母
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
だ
。

　

た
だ
し
、
お
ぎ
ん
の
祈
祷
風
景
に
お
い
て
、
た
だ
一
点
異
質
な
も
の
が
あ
る
。

「
無
花
果
」
で
あ
る
。「
無
花
果
」
が
想
起
さ
せ
る
の
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
失

楽
園
で
あ
ろ
う
。
神
が
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
た
善
悪
の
知
識
の
木
の
実
は
、
図

像
で
は
リ
ン
ゴ
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
イ
チ
ジ
ク
と
す
る
説
も
あ
る⑾
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
裸
の
恥
辱
を
知
っ
た
彼
ら
が
裸
体
を
隠
す
た
め
に
用
い
た
の

が
、
無
花
果
の
葉
で
あ
っ
た
。
原
罪
を
負
い
、
楽
園
を
追
放
さ
れ
る
エ
バ
は
、

神
か
ら
次
の
よ
う
な
言
葉
を
受
け
る
。

　
「
私
は
、
あ
な
た
の
み
ご
も
り
の
苦
し
み
を
大
い
に
増
す
。
あ
な
た
は
、

苦
し
ん
で
子
を
産
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
あ
な
た
は
夫
を
恋

い
慕
う
が
、
彼
は
、
あ
な
た
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。」

�
（「
創
世
紀
」
四
章
九
節
）

　

懐
妊
と
出
産
、
夫
か
ら
の
支
配
は
、
エ
バ
に
刻
さ
れ
た
罪
の
証
で
も
あ
る
。

「
無
花
果
の
か
げ
に
、
大
き
い
三
日
月
を
仰
」
ぐ
お
ぎ
ん
は
、
ま
さ
し
く
祈
祷

の
通
り
、
聖
母
マ
リ
ア
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
、
エ
バ
の
負
っ
た
罪
か
ら
逃
れ
ら
れ

な
い
存
在
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
お
ぎ
ん
は
マ
リ
ア
の
シ
ン
ボ
ル
と
共
に
点
描
さ
れ

る
が
、
そ
の
中
で
も
特
出
す
る
の
は
、
先
に
触
れ
た
受
胎
告
知
を
す
る
「
天
使

ガ
ブ
リ
エ
ル
」
の
来
訪
、「
麦
」
そ
し
て
「
井
戸
」
な
ど
処
女
懐
胎
と
結
び
つ

く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
懐
妊
が
母
子
関
係
の
原
初
で
あ
る
こ
と
を
思

い
起
こ
せ
ば
、
棄
教
に
至
る
伏
線
と
し
て
、
強
い
母
子
の
絆
が
編
み
こ
ま
れ
て

い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

翻
っ
て
、
語
り
手
は
「
釈
迦
」
に
つ
い
て
語
る
際
に
も
、「
仏
蘭
西
の
ジ
ェ

ス
ウ
イ
ツ
ト
」
の
言
説
と
し
て
、
出
産
に
ま
つ
わ
る
引
用
「
釈
迦
は
生
ま
れ
る

時
、
彼
の
母
を
殺
し
た
と
云
ふ
」
を
提
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
た
た
み
か
け
る

よ
う
に
、「
釈
迦
の
大
悪
も
亦
明
白
で
あ
る
。（
ジ
ア
ン
・
ク
ラ
ツ
セ
）」
と
い

う
。
釈
迦
の
記
述
で
突
出
し
て
い
る
の
は
、
釈
迦
の
生
誕
が
、
母
の
血
に
ま
み

れ
、
死
別
を
も
た
ら
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の

生
誕
は
、マ
リ
ア
の
処
女
懐
胎
に
由
来
す
る
幸
福
な
も
の
だ
。
お
ぎ
ん
は
「「
深

く
御
柔
軟
、
深
く
御
哀
憐
、
勝
れ
て
甘
く
ま
し
ま
す
童
女
さ
ん
た
・
ま
り
あ
様
」

が
、
自
然
と
身
ご
も
っ
た
事
を
信
じ
て
い
る
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
お
ぎ
ん

一
家
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
、「
な
た
ら
（
降
誕
祭
）
の
夜
」
で
あ
っ
た
こ
と

も
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
生
誕
の
日
は
ま
さ
し
く
マ
リ
ア
が
母
と
な
っ

た
日
な
の
で
あ
る
。

　

マ
リ
ア
を
通
じ
て
顕
現
す
る
母
子
の
全
き
結
び
つ
き
は
、
そ
の
ま
ま
お
ぎ
ん

の
生
母
へ
の
思
慕
に
つ
な
が
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
マ
リ
ア
が
エ
バ
の
負
っ
た

罪
を
超
え
得
た
の
は
、
処
女
懐
胎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

時
、
お
ぎ
ん
を
囲
む
シ
ン
ボ
ル
は
、
原
罪
と
そ
の
超
兄
と
い
う
難
題
が
潜
む
こ

と
を
告
げ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

三　
〈
棄
教
〉
の
因
子

　

お
ぎ
ん
の
出
自
が
流
浪
の
民
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
良
い
。
両
親
は

大
阪
か
ら
長
崎
に
流
れ
て
き
た
人
で
あ
り
、
長
崎
と
い
う
異
郷
で
、
知
己
も
な

い
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
両
親
が
死
ん
だ
こ
と
で
、
お
ぎ
ん
が
野
垂
れ

死
に
す
る
よ
う
な
境
遇
に
お
か
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
を
救
っ

た
の
が
、
同
じ
く
切
支
丹
と
し
て
生
き
る
異
端
者
で
あ
っ
た
の
だ
。
結
局
お
ぎ

ん
は
、
主
体
的
に
で
は
な
く
、
必
然
的
に
切
支
丹
と
な
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ

き
だ
ろ
う
。
養
父
母
に
慈
し
ま
れ
た
生
活
が
あ
っ
て
も
、
刑
場
に
お
い
て
末
期

の
眼
に
映
じ
た
の
は
、
や
は
り
実
父
母
の
面
影
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
は
お
ん
教
を
捨
て
ま
し
た
。
そ
の
訣
は
ふ
と
向
う
に
見
え
る
、
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天
蓋
の
や
う
な
松
の
梢
に
、
気
の
つ
い
た
せ
ゐ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
墓

原
の
松
の
か
げ
に
、
眠
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
御
両
親
は
、
天
主
の
お
ん
教

も
御
存
知
な
し
、
き
つ
と
今
頃
は
い
ん
へ
る
の
に
、
お
堕
ち
に
な
つ
て
い

ら
つ
し
や
い
ま
せ
う
。
そ
れ
を
今
わ
た
し
一
人
、
は
ら
い
そ
の
門
に
は
ひ

つ
た
の
で
は
、
ど
う
し
て
も
申
し
訣
が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
や
は
り

地
獄
の
底
へ
、
御
両
親
の
跡
を
追
つ
て
参
り
ま
せ
う
。
ど
う
か
お
父
様
や

お
母
様
は
、
ぜ
す
す
様
や
ま
り
や
様
の
御
側
へ
お
出
で
な
す
つ
て
下
さ
い

ま
し
。
そ
の
代
り
お
ん
教
を
捨
て
た
上
は
、
わ
た
し
も
生
き
て
は
居
ら
れ

ま
せ
ん
。
…
…
…
」

　

お
ぎ
ん
は
切
れ
切
れ
に
さ
う
云
つ
て
か
ら
、
後
は
啜
り
泣
き
に
沈
ん
で

し
ま
つ
た
。　

　
「
生
き
て
は
居
ら
れ
」
な
い
と
い
う
以
上
、
お
ぎ
ん
に
生
へ
の
未
練
は
な
い
。

孝
道
、
肉
親
愛
、
い
ず
れ
も
己
だ
け
が
「
は
ら
い
そ
」
に
入
る
こ
と
を
是
と
し

な
い
彼
女
の
感
性
に
与
え
ら
れ
た
呼
称
で
あ
る
。
霊
魂
の
永
劫
を
信
じ
る
お
ぎ

ん
に
と
っ
て
、
殉
教
す
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
実
父
母
と
の
永
遠
の
別
れ
を
意
味

し
て
い
る
。

　

お
ぎ
ん
の
言
葉
は
お
す
み
に
、
鋭
角
的
な
変
化
を
与
え
る
。
お
す
み
も
、「
足

に
踏
ん
だ
薪
の
上
へ
、
ほ
ろ
ほ
ろ
涙
を
落
し
出
し
」、
じ
ょ
あ
ん
孫
七
の
叱
責

に
対
し
、
真
情
を
吐
露
す
る
。

「
い
え
、
わ
た
し
も
お
供
を
致
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は

―
そ
れ
は

―
」
お
す
み
は
涙
を
呑
み
こ
ん
で
か
ら
、
半
ば
叫
ぶ
や
う
に
言
葉
を
投

げ
た
。「
け
れ
ど
も
そ
れ
は
は
ら
い
そ
へ
参
り
た
い
か
ら
で
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
唯
あ
な
た
の
、

―
あ
な
た
の
お
供
を
致
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

　

お
す
み
の
言
葉
は
、
彼
女
の
信
仰
の
基
底
を
透
か
し
て
み
せ
る
。
彼
女
は
、

お
そ
ら
く
孫
七
の
入
信
に
よ
っ
て
切
支
丹
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
主

体
的
に
と
い
う
よ
り
は
、
お
ぎ
ん
と
同
じ
く
、
必
然
的
に
切
支
丹
と
な
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
彼
女
は
信
仰
を
貫
く
か
否
か
の
選
択
肢
の
中
に
い
る
の

で
は
な
い
。
夫
に
従
う
こ
と
を
選
ん
で
い
る
の
だ
。
夫
唱
婦
随
と
い
う
美
名
の

下
に
呼
ば
れ
る
、
封
建
的
家
制
度
の
縛
り
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
は
容
易
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
エ
バ
の
負
っ
た
罪
―
夫
か
ら
の
支
配
も
想
起
さ
せ
る
。

　
「
お
ぎ
ん
」
に
「
殉
教
と
い
う
純
粋
に
見
え
る
行
為
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り

己
れ
ひ
と
り
天
国
へ
行
け
ば
よ
い
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
ひ
そ
ん
で
い
る
」
こ

と
を
見
た
の
は
、
駒
尺
喜
美
で
あ
る⑿
。
三
人
の
中
で
、
最
も
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
面
を
の
ぞ
か
せ
る
の
が
、
孫
七
だ
。
彼
は
お
ぎ
ん
の
棄
教
に
接
し
、
お
す

み
が
涙
を
落
と
し
た
と
き
、「
苦
苦
し
さ
う
に
隣
の
妻
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

癇
高
い
声
に
叱
り
つ
け
」
る
。「
お
前
も
悪
魔
に
見
入
ら
れ
た
の
か
？　

天
主

の
お
ん
教
を
捨
て
た
け
れ
ば
、
勝
手
に
お
前
だ
け
捨
て
る
が
好
い
。
お
れ
は
一

人
で
も
焼
け
死
ん
で
見
せ
る
ぞ
。」
と
。
こ
こ
に
は
信
仰
の
貫
徹
と
い
う
強
固

な
意
志
と
表
裏
一
体
に
あ
る
、
個
人
的
な
願
望
の
成
就
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が

同
時
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
い
え
ば
、
語
り
手
は
冒
頭
部
分
、
見
事
な
殉
教
を
語
る
こ
と
か
ら
始
め

て
い
た
。「
み
げ
る
弥
兵
衛
」
の
逸
話
だ
。
彼
は
、
苦
難
を
乗
り
越
え
て
、「
元

和
八
年
の
秋
、十
一
人
の
宗
徒
と
火
炙
り
に
な
つ
た
。」
の
だ
っ
た
。「
お
ぎ
ん
」

の
時
代
が
朧
化
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、「
み
げ
る
弥
兵
衛
」
の
殉
教
の
年

代
が
特
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、元
和
の
大
殉
教
を
想
起
さ
せ
た
い
か
ら
だ
ろ
う
。

江
戸
時
代
初
期
の
元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
八
月
五
日
、
長
崎
西
坂
で
カ
ト
リ
ッ

ク
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
五
五
名
が
火
刑
と
斬
首
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
。
日
本
の

切
支
丹
迫
害
史
の
中
で
も
最
も
多
く
の
信
徒
が
同
時
に
処
刑
さ
れ
、
殉
教
者
に

は
女
性
や
幼
い
子
供
も
多
く
、
神
父
や
修
道
士
を
か
く
ま
っ
た
信
徒
の
一
家
全

員
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
い
う⒀
。
管
見
で
は
彼
の
名
前
は
確
認
で
き
な
い
が
、
彼
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の
洗
礼
名
「
ミ
ゲ
ル
」
は
大
天
使
「
ミ
カ
エ
ル
」
に
ち
な
む
も
の
で
あ
り
、
最

大
の
天
使
の
名
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
お
そ
ら
く
一
家
全
員
が
処
刑

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
み
げ
る
弥
兵
衛
」
の
最
後
は
、
孫
七
の
棄
教
の
陽ポ

ジ画
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

前
例
が
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
信
仰
を
貫
く
か
否
か
は
、
家
父
長
制
社
会
で

生
き
る
孫
七
に
と
っ
て
、
深
く
対
面
に
も
関
わ
る
問
題
と
な
る
よ
う
に
思
う
。

お
ぎ
ん
や
お
す
み
を
は
る
か
に
こ
え
て
、
孫
七
の
棄
教
ま
で
の
一
歩
は
大
き

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
も
強
い
殉
教
へ
の
意
思
を
保
持
し
て
い
た

孫
七
が
結
果
的
に
棄
教
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

四　

お
ぎ
ん
た
ち
の
〈
棄
教
〉

　

お
す
み
の
言
葉
を
聞
い
て
、
孫
七
は
「
心
の
眼
」
に
「
彼
の
あ
に
ま
を
奪
ひ

合
ふ
天
使
と
悪
魔
と
を
見
」
る
。

　

も
し
そ
の
時
足
も
と
の
お
ぎ
ん
が
泣
き
伏
し
た
顔
を
挙
げ
ず
に
ゐ
た
ら
、

―
―
い
や
、
も
う
お
ぎ
ん
は
顔
を
挙
げ
た
。
し
か
も
涙
に
溢
れ
た
眼
に
は
、

不
思
議
な
光
を
宿
し
な
が
ら
、
ぢ
つ
と
彼
を
見
守
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
眼
の

奥
に
閃
い
て
ゐ
る
の
は
、
無
邪
気
な
童
女
の
心
ば
か
り
で
は
な
い
。「
流る

人に
ん

と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
」、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
心
で
あ
る
。

「
お
父
様
！　

い
ん
へ
る
の
へ
参
り
ま
せ
う
。
お
母
様
も
、
わ
た
し
も
、

あ
ち
ら
の
お
父
様
や
お
母
様
も
、
―
―
み
ん
な
悪
魔
に
さ
ら
は
れ
ま
せ

う
。」

孫
七
は
た
う
と
う
堕
落
し
た
。

　

も
し
、「
お
ぎ
ん
が
泣
き
伏
し
た
顔
を
挙
げ
ず
に
い
た
ら
」
孫
七
は
棄
教
し

な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
さ
せ
な
が
ら
、
孫
七
「
堕
落
」
の
主
因
と
し
て
、
お
ぎ

ん
の
眼
の
「
不
思
議
な
光
」
と
そ
の
言
葉
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
。

し
か
し
「
み
ん
な
悪
魔
に
さ
ら
は
れ
ま
せ
う
。」
と
い
う
呼
び
か
け
に
は
、
明

ら
か
に
飛
躍
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
実
父
母
へ
の
思
い
か
ら
棄
教
に
踏
み
出
し
た

お
ぎ
ん
は
、
当
初
「
ど
う
か
お
父
様
や
お
母
様
は
、
ぜ
す
す
様
や
ま
り
や
様
の

御
側
へ
お
出
で
な
す
つ
て
下
さ
い
ま
し
」
と
い
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
な
の

に
、
も
ろ
と
も
の
「
堕
落
」
を
呼
び
か
け
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
彼
女
の
棄
教

の
因
子
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
孝
道
も
、
こ
こ
で
は
色
褪
せ
る
。
信
仰
を
全
う
し

よ
う
と
す
る
養
父
母
に
「
い
ん
へ
る
の
」
行
き
を
呼
び
か
け
る
の
は
、
養
父
母

に
対
す
る
孝
を
踏
み
破
る
行
為
だ
ろ
う
。

　

関
口
安
義
が
「
孫
七
は
堅
い
志
操
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ

が
エ
バ
の
子
孫
で
も
あ
る
お
ぎ
ん
の
そ
そ
の
か
し
に
等
し
い
こ
と
ば
に
よ
っ
て

落
城
す
る⒁
」
と
述
べ
、
お
ぎ
ん
を
エ
バ
と
重
ね
て
い
る
の
は
、
故
な
い
こ
と
で

は
な
い
。「
堕
落
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
マ
ダ
ム
と
エ
バ
の
失
楽
園
を

想
起
さ
せ
、
聖
女
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
た
お
ぎ
ん
が
、
潜
在
す
る
エ

バ
を
顕
在
化
さ
せ
た
瞬
間
と
も
と
れ
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
飛
躍
を
埋
め
る
の
は
、
た
だ
一
節
―
彼
女
の
「
眼
の
奥
」
に
「
無
邪
気

な
童
女
の
心
ば
か
り
で
は
な
」
く
、「「
流る

人に
ん

と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
」、
あ
ら

ゆ
る
人
間
の
心
」
が
閃
め
い
て
い
た
と
記
す
語
り
手
の
言
葉
だ
け
だ
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
文
言
は
、
お
ぎ
ん
の
祈
祷
―
「
憐
み
の
お
ん
母
、
お
ん
身
に

お
ん
礼
を
な
し
奉
る
。
流
人
と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
、
お
ん
身
に
叫
び
を
な
し

奉
る
。
あ
わ
れ
こ
の
涙
の
谷
に
、
柔
軟
の
お
ん
眼
を
め
ぐ
ら
さ
せ
給
へ
。」
に

重
な
る
。
次
に
続
く
お
ぎ
ん
の
叫
び
は
、
原
罪
を
負
っ
た
エ
バ
か
ら
脱
し
得
な

い
「
人
間
の
心
」
の
叫
び
と
し
て
と
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
お
ぎ
ん

は
「
無
花
果
の
か
げ
に
、大
き
い
三
日
月
を
仰
ぎ
な
が
ら
」
祈
祷
す
る
存
在
だ
っ

た
。
最
初
か
ら
、
彼
女
は
い
か
に
清
ら
か
で
あ
ろ
う
と
も
「
え
わ
の
子
供
」
で

あ
り
、
語
り
手
の
い
う
「
人
間
の
心
」
か
ら
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
。
あ
る
意
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味
で
、
刑
場
の
時
空
は
、
こ
の
祈
祷
の
文
言
を
、
内
な
る
も
の
と
し
て
血
肉
化

し
た
過
程
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

森
本
平
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と⒂
だ
が
、
殉
教
を
選
ば
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、信
仰
が
棄
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
女
は
一
貫
し
て
「
い
ん
へ
る
の
」

の
存
在
を
疑
わ
な
い
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
わ
か
る
。

　

む
し
ろ
、
主
体
性
な
く
、
従
順
に
教
義
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
た
日
々
よ
り
も
、

祈
祷
の
真
に
到
達
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
お
ぎ
ん
の
眼
の

「
不
思
議
な
光
」
と
言
葉
は
孫
七
を
揺
る
が
せ
た
の
だ
ろ
う
。
孫
七
の
棄
教
は
、

お
す
み
の
言
葉
に
よ
っ
て
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
信
仰
の
在
り
所
を
照
ら
し
出

さ
れ
、「
え
わ
の
子
供
」
と
し
て
、
生
き
る
自
己
を
認
識
す
る
ベ
ク
ト
ル
の
先

に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
マ
リ
ア
の
子
供
」
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。

処
女
懐
胎
と
い
う
僥
倖
に
生
を
受
け
た
唯
一
の
存
在
。
人
間
は
全
て
「
え
わ
の

子
供
」
と
し
て
歩
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
真
理
を
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と

は
、
果
た
し
て
「
堕
落
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
悪
魔
は
、
お
ぎ
ん
一
家
の
棄
教
に

「
大
歓
喜
」
す
る
。
だ
が
、「
こ
れ
も
さ
う
無
性
に
喜
ぶ
程
、
悪
魔
の
成
功
だ
つ

た
か
ど
う
か
、
作
者
は
甚
だ
懐
疑
的
で
あ
る
。」
と
「
作
者
」
は
記
す
。
お
ぎ

ん
の
選
択
を
少
な
く
と
も
否
認
し
得
な
い
立
場
に
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。

　
「
悪
魔
は
そ
の
時
大
歓
喜
の
あ
ま
り
、
大
き
い
書
物
に
化
け
な
が
ら
、
夜
中

刑
場
に
飛
ん
で
ゐ
た
と
云
ふ
。」
部
分
は
、
初
出
で
は
「
人
面
の
梟
に
な
り
な

が
ら
」
で
あ
っ
た
。
梟
は
悪
魔
の
化
身
と
さ
れ
て
い
た⒃
鳥
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

に
も
キ
リ
ス
ト
教
的
シ
ン
ボ
ル
が
当
初
は
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、

『
春
服
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
二
年
）
に
所
収
さ
れ
る
に
至
っ
て
改
稿
が
な
さ
れ

た
の
は
、
お
そ
ら
く
お
ぎ
ん
一
家
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
を
明
確
に
打
ち
出
す

た
め
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
に
照
ら
し
て
、お
ぎ
ん
た
ち
の
「
堕
落
」

は
、「
大
き
い
書
物
」
の
中
で
、「
最
も
恥
づ
べ
き
躓
き
と
し
て
」
記
載
さ
れ
、

「
後
代
に
伝
え
ら
れ
」
て
い
く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
悪
魔
は
そ
れ
を
も
っ
て
凱
歌

を
あ
げ
る
の
だ
。
だ
が
、「
作
者
」
は
そ
れ
に
疑
義
を
呈
す
る
形
で
、
彼
等
の

物
語
を
近
代
的
な
見
地
か
ら
別
様
に
浮
上
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
殉
教
を
選

ば
な
い
こ
と
は
、「
人
間
の
心
」
に
見
合
う
行
為
で
あ
る
こ
と
―
ド
グ
マ
に
從

わ
な
い
内
的
信
仰
を
深
く
ま
な
ざ
し
て
、「
作
者
」
は
「
え
わ
の
子
供
」
と
し

て
の
人
間
存
在
を
知
る
〈
棄
教
〉
の
物
語
と
し
て
、「
お
ぎ
ん
」
を
立
ち
上
げ

て
い
る
。

註
⑴　

森
本
平
「
芥
川
龍
之
介
の
転
換
期
に
お
け
る
人
間
愛
―
「
お
ぎ
ん
」
を
中
心
に
―
」

（『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
一
六
号　

一
九
八
九
年
三
月
）、
関

口
安
義
「「
お
ぎ
ん
」
論
―
弱
者
へ
の
眼
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
』
第
五
号　

二
〇
一
一
年
七
月
）
な
ど
が
あ
る
。

⑵　

三
好
行
雄
「「
南
京
の
基
督
」
に
潜
む
も
の
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
一
年

一
月
）
に
は
「
お
ぎ
ん
を
棄
教
に
さ
そ
う
刑
場
の
か
な
た
の
〈
墓
原
〉
は
〈
日
本
〉

の
象
徴
で
あ
ろ
う
し
、
日
本
の
美
意
識
の
独
自
性
を
説
く
「
神
々
の
微
笑
」
と
の
交

響
も
否
定
で
き
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
景
山
恒
男
「
芥
川
龍
之
介
の
切
支
丹
に
お
け

る
日
本
的
感
性
―
「
お
ぎ
ん
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
長
崎
県
立
女
子
短
期
大
学
『
研

究
紀
要
』
第
三
五
号　

一
九
八
七
年
一
二
月
）
は
、「
日
本
的
感
性
と
し
て
の
肉
親

愛
」
を
み
る
。
ま
た
、
宮
坂
覚
は
「「
南
京
の
基
督
」
論
」（『
文
芸
と
思
想
』
一
九

七
六
年
二
月
）
で
、「
孝
道
」
を
前
景
化
し
た
。

⑶　

井
上
洋
子
「
芥
川
龍
之
介
「
お
ぎ
ん
」
の
位
置
―
〈
文
明
批
評
〉
と
〈
存
在
論
〉

と
―
」（『
語
文
研
究
』
第
八
四
号　

一
九
九
七
年
一
二
月
）

⑷　

戸
松
泉
「
お
ぎ
ん
」（
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
翰
林
書
房　

二
〇

〇
三
年
一
二
月
）

⑸　
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
九
巻
「
お
ぎ
ん　

注
解
」（
岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
七

月
）
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⑹　

井
上
洋
子
「
芥
川
龍
之
介
「
お
ぎ
ん
」
の
位
置
―
〈
文
明
批
評
〉
と
〈
存
在
論
〉

と
―
」（『
語
文
研
究
』
第
八
四
号　

一
九
九
七
年
一
二
月
）、
関
口
安
義
「「
お
ぎ
ん
」

論
―
弱
者
へ
の
眼
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
』
第
五
号　

二
〇
一
一
年
七
月
）
等

に
言
及
が
あ
る
。

⑺　

井
上
洋
子
「
芥
川
龍
之
介
「
お
ぎ
ん
」
の
位
置
―
〈
文
明
批
評
〉
と
〈
存
在
論
〉

と
―
」（『
語
文
研
究
』
第
八
四
号　

一
九
九
七
年
一
二
月
）

⑻　

武
藤
剛
史
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
シ
ン
ボ
ル
事
典
』（
白
水
社
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）

⑼　

同
注
⑻

⑽　

同
注
⑻

⑾　
『
植
物
シ
ン
ボ
ル
事
典
』（
大
修
館
書
店　

一
九
八
九
年
一
〇
月
）

⑿　

駒
尺
喜
美
『
芥
川
龍
之
介
の
世
界
』（
法
政
大
学
出
版
局　

一
九
七
二
年
一
一
月
）

⒀　

片
岡
弥
吉
『
長
崎
の
殉
教
者
』（
角
川
書
店　

一
九
七
〇
年
三
月
）

⒁　

関
口
安
義
「「
お
ぎ
ん
」
論
―
弱
者
へ
の
眼
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
』
第
五

号　

二
〇
一
一
年
七
月
）

⒂　

森
本
平
「
芥
川
龍
之
介
の
転
換
期
に
お
け
る
人
間
愛
―
「
お
ぎ
ん
」
を
中
心
に
―
」

（『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
一
六
号　

一
九
八
九
年
三
月
）

⒃　

同
注
⑻

受　

贈　

雑　

誌
（
四
）

国
文
学
研
究
ノ
ー
ト�

神
戸
大
学
研
究
ノ
ー
ト
の
会

国
文
学
攷�

広
島
大
学
国
語
国
文
学
会

国
文
学
踏
査�

大
正
大
学
国
文
学
会

國
文
學
論
叢�

龍
谷
大
學
國
文
學
會

国
文
白
百
合�

白
百
合
大
学
国
語
国
文
学
会

国
文
鶴
見�

鶴
見
大
学
日
本
文
学
会

国
文
論
叢�

神
戸
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会

国
文
論
藻�

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

古
代
研
究�

早
稲
田
古
代
研
究
会

語
文�

大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会

語
文�

日
本
大
学
国
文
学
会

語
文
研
究�

九
州
大
学
国
語
国
文
学
会

語
文
論
叢�

千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
会

駒
沢
国
文�

駒
沢
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室

佐
賀
大
国
文�

佐
賀
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会

相
模
国
文�

相
模
女
子
大
国
文
研
究
会

滋
賀
大
國
文�

滋
賀
大
国
文
学
会

「
作
家
特
殊
研
究
」
研
究
冊
子�

法
政
大
学

實
践
國
文
學�

実
践
国
文
学
会

斯
道
文
庫
論
集�

慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫

十
文
字
国
文�

十
文
字
学
園
女
子
短
期
大
学
国
語
国

�

文
学
会


