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作
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２
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「
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跡
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理
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時
代
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結
節
点
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作
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コ
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ス
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市
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浪
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リ
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五
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む
す
び
に
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え
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―
―
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
の
批
評
性

〔
要
旨
〕

　

一
九
四
六(

昭
和
二
十
一)

年
か
ら
一
九
四
七(

昭
和
二
十

二)

年
の
は
じ
め
に
か
け
て
は
、
日
本
が
第
二
次
大
戦
に
敗

北
し
た
直
後
の
時
期
に
あ
た
る
。
こ
の
時
期
は
、
近
代
日
本

が
初
め
て
直
面
し
た
被
占
領
期
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、「
政

治
と
文
学
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
耳
目
を
集
め
た
政
治
の
季
節

で
も
あ
っ
た
。
で
は
、
戦
勝
国
に
よ
る
検
閲
と
い
う
言
語
表

現
上
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
政
治
に
批
評
的
に
関
与
し
て

い
く
文
学
の
言
葉
は
、
い
か
に
し
て
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

こ
う
し
た
問
い
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
一

九
四
六(

昭
和
二
十
一)

年
十
月
に
発
表
さ
れ
た
石
川
淳
の
短

篇
小
説
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
を
読
み
か
え
る
試
み
を
通
し

て
、
被
占
領
期
に
特
有
の
、
文
学
作
品
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
表
象
の
問
題
を
考
究
す
る
。
具
体

的
に
は
ま
ず
、
作
品
の
表
現
分
析
に
よ
っ
て
、
文
学
者
・
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
が
他
者
と
連
帯
し
て
い
く
た
め
の
「
焼
跡

の
イ
エ
ス
」
の
「
倫
理
」
を
浮
き
彫
り
に
し
、
次
に
、
作
中

に
登
場
す
る
〈
闇
市
〉
と
〈
浮
浪
児
〉
と
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
が
、

敗
戦
直
後
に
置
か
れ
て
い
た
歴
史
的
社
会
的
状
況
を
掘
り
起

こ
す
。
そ
の
上
で
最
終
的
に
、「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
の
「
倫
理
」

が
、〝
被
占
領
〟
と
い
う
時
代
状
況
に
対
し
て
内
含
し
て
い

た
可
能
性
が
高
い
批
評
性　(

批
判
的
メ
ッ
セ
ー
ジ)

　

の
内
実

を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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一
、
は
じ
め
に　
―
―
目
的
と
方
法

　

敗
戦
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
短
篇
小
説
「
焼
跡
の
イ
エ

ス
」（『
新
潮
』　
一
九
四
六
・
十
）は
、〈
闇
市
〉
と
〈
浮
浪
児
〉
と

い
う
典
型
的
な
戦
後
事
象
に
取
材
し
、
後
者
を
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
見
立
て
た
石
川
淳
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
。
本

作
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
俗
中
に
隠
れ
て
い
る
至
高
の
も
の
、

俗
の
内
部
に
あ
る
聖0

性
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」（
傍

点
原
文
）を
看
取
し
た
野
口
武
彦（
１
）を
嚆
矢
と
し
て
、
近
年

で
は
、「
一
人
の
戦
災
孤
児
が
ま
ず
イ
エ
ス
と
見
立
て
ら
れ
、

さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
と
見
立
て
ら
れ
て
行
く
と
い
う
操
作
の
持

つ
意
味
―
―
そ
の
《
必
然
性
》
の
存
否
も
含
め
た
―
―
」
に

主
な
焦
点
を
合
わ
せ
た
山
口
俊
雄
の
論
考（
２
）、
あ
る
い
は
、

本
作
の
立
ち
上
げ
る
「
身
体
的
な
感
受
性
や
触
知
す
る
身
体

へ
の
想
像
力
」
が
「
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
の
枠
組
み
」
を

解
体
し
、
同
時
代
の
「
闇
」
に
関
す
る
言
説
を
相
対
化
す
る

可
能
性
を
論
じ
た
天
野
知
幸
の
論
考（
３
）な
ど
、
多
く
の
先

行
論
が
存
在
す
る
。

　

そ
れ
ら
の
蓄
積
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
主
に
、
石
川

淳
と
同
時
代
人
で
あ
る
本
多
秋
五
が
「
こ
の
小
説
は
当
時
、

今
日
わ
れ
わ
れ
が
読
む
以
上
に
よ
く
理
解
さ
れ
た
と
も
い
え

る（
４
）」
と
回
想
し
た
敗
戦
直
後
の
時
代
背
景
を
多
角
的
に

再
構
成
す
る
作
業
を
通
し
て
、
作
品
の
読
み
か
え
を
試
み
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
本
稿
の
目
的
と
方
法
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、

二
つ
の
同
時
代
評
を
補
助
線
と
し
て
引
い
て
お
こ
う
。

　

本
多
と
同
じ
く
雑
誌
『
近
代
文
学
』
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で

あ
っ
た
佐
々
木
基
一（
５
）は
、「
闇
と
強
盗
と
売
淫
と
イ
ン
フ

レ
に
よ
る
個
人
生
活
の
破
壊
と
い
」
う
「
現
代
」
に
お
い
て
、

「
我
我マ
マ

に
必
要
な
こ
と
は
、
こ
の
廃
墟
の
中
に
、
そ
こ
に
た
ゞ

独
り
で
立
つ
自
分
自
身
の
う
ち
に
、
我
々
の
生
存
の
意
味

を
探
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
今
日
、
人
間
は
何
処
に
居
る
か
、

そ
し
て
我
々
自
身
は
何
処
に
居
る
か
」
と
い
う
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
な
問
い
に
答
え
た
「
き
は
め
て
倫
理
的
な
小
説
」
と
し

て
、「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
を
高
く
評
価
し
た
。「
人
間
の
生
理

に
ま
で
根
ざ
し
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
「
堕
落
」
と
を
「
自
ら

の
十
字
架
と
し
て
背
負
ひ
つ
ゝ
足
を
踏
み
出
す
こ
と
」
を
重

視
す
る
佐
々
木
の
見
解
が
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
拡
充
を
旗
幟
と

し
て
掲
げ
、
戦
後
主
体
性
論
争
を
牽
引
し
た
『
近
代
文
学
』

グ
ル
ー
プ
の
見
解（
６
）と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、

彼
ら
と
問
題
意
識
を
共
有
す
る
坂
口
安
吾（
７
）の
「
堕
落
論
」

（『
新
潮
』　
一
九
四
六
・
四
）を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

ろ
う
。
で
は
佐
々
木
の
言
う
、「
逆
説
の
形
」
を
と
っ
て
表

現
さ
れ
た
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
の
「
倫
理
」
と
は
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
本
稿
の
目
的
の
一
つ
は
、
こ
の
問

い
に
対
し
て
作
品
の
表
現
分
析（
８
）を
通
し
て
回
答
し
、
同

時
代
に
接
続
す
る
本
作
の
位
置
を
見
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
ス
タ
イ
ル
の
斬
新
さ
と
世
相
諷
刺
の
鋭
さ
に

於
て
佳
作
で
あ
つ
た
」
と
い
う
藤
川
徹
至
の
評
言（
９
）を
導

き
の
糸
と
し
、
本
作
に
お
け
る
「
世
相
諷
刺
」
の
内
実
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
も
う
一
つ
の
目
的
で
あ
る
。

「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
が
世
に
出
た
一
九
四
六（
昭
和
二
十
一
）

年
十
月
は
、G

eneral H
ead Q

uarters

／Suprem
e 
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Com
m

ander for the A
llied Pow

ers

（
連
合
国
軍
総
司
令
部

／
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
。
以
下
、GH

Q

／SCA
P

と
略
記
）に
よ

る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
事
前
検
閲
が
行
わ
れ
、
翌
年
一
月

三
十
一
日
の
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
中
止
に
よ
っ
て
、GH

Q

／

SCA
P

の
対
日
占
領
政
策
の
実
態
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た

時
期
に
あ
た
る
。
こ
の
時
期
に
、
文
学
者
を
含
む
多
く
の
表

現
者
た
ち
が
受
け
た
制
約
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
江
藤
淳
・

山
本
武
利
・
横
手
一
彥
ら
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
な
ど（

10
）に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
と
り
わ
け
石
川
淳
は
、

露
骨
な
制
約
を
被
っ
た
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た（

11
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
に
関
し
て
は
、

検
閲
の
痕
跡
が
現
時
点
で
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を

反
映
し
て
か
、
被
占
領
下
の
歴
史
的
社
会
的
状
況
と
明
確
に

関
連
づ
け
て
詳
細
に
論
じ
た
先
行
論
は
見
当
た
ら
な
い
。
管

見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
一
九
三
〇（
昭
和
五
）年
生
ま
れ

の
野
村
喬（

12
）が
、「
あ
の
当
時　（
略
）　
に
実
際
に
読
者
で
あ

つ
た
身
」
か
ら
す
れ
ば
、「［「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」を
は
じ
め
と
す
る

キ
リ
ス
ト
教
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
作
品
群
の
―
―
山
根
注
、
以
下
同
］

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
簡
に
し
て
明
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、

ナ
ザ
レ
の
大
工
の
伜
が
生
を
享
け
た
あ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
半
島

の
地
が
ま
さ
に
ロ
ー
マ
の
支
配
下
に
あ
つ
た
状
態
を
、
い
く

さ
に
敗
け
て
進
駐
軍
と
呼
ば
れ
た
連
合
国
総
司
令
官
の
支
配

下
に
お
け
る
日
本
の
現
状
と
ひ
そ
か
に
対
比
し
て
い
た
」
と

し
、「
占
領
下
の
わ
が
国
に
お
け
る
二
重
政
体
は
新
約
聖
書

の
時
代
と
ま
ざ
ま
ざ
と
見
合
う
も
の
で
あ
つ
た
し
、
だ
れ
に

し
て
も
ロ
ー
マ
人
さ
な
が
ら
の
連
合
国
人
を
描
き
出
す
な
ど

思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
だ
つ
た
ろ
う
。
現
に
あ
る
の
は
、
解
放

の
錯
覚
ば
か
り
だ
つ
た
。」
と
、
述
べ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　

野
村
の
述
懐
は
、
高
見
順
や
山
田
風
太
郎
が
日
記（

13
）に

し
ば
し
ば
書
き
つ
け
た
、
被
占
領
下
の
敗
戦
国
国
民
に
お
け

る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
い
う
鬱
屈

し
た
〝
時
代
感
情
〟
の
水
脈
に
触
れ
て
お
り
、
私
見
に
よ
れ

ば
、
そ
う
し
た
問
題
を
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
に
寓
意
的
に
読

み
込
む
こ
と
は
必
ず
し
も
牽
強
付
会
な
読
み
方
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
そ
の
よ
う
に
言
い
う
る
根
拠
を
、〈
闇
市
〉
と
〈
浮

浪
児
〉
と
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
同
時

代
の
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
特
徴
を
も
と
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の

上
さ
ら
に
、
作
品
の
表
現
分
析
か
ら
導
出
し
た
意
味
づ
け
を

も
と
に
、
本
作
に
お
け
る
「
世
相
諷
刺
」
の
内
実
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
が
〝
被

占
領
〟
と
い
う
時
代
状
況
に
対
し
て
内
含
し
て
い
た
可
能
性

が
高
い
批
評
性
の
具
体
的
あ
り
よ
う
を
詳
論
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　

二
、
作
品
の
表
現
分
析
（
１
）
―
―
語
り
手
の
二
つ
の
ま
な
ざ

し

　
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
は
、
一
九
四
六（
昭
和
二
十
一
）年
七

月
三
十
一
日
か
ら
、
政
府
に
よ
る
全
国
の
闇
市
一
斉
取
締
ま

り
が
行
わ
れ
た
八
月
一
日（
い
わ
ゆ
る
八
・
一
粛
正
）ま
で
の

二
日
間
を
作
品
内
時
間
と
し
、
上
野
の
ガ
ー
ド
下
か
ら
谷
中

に
か
け
て
の
一
帯
を
舞
台
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
書
き
割
り
に

す
え
、
作
中
で
展
開
さ
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
語
り
手
兼
作

— 78（3） —
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中
人
物
で
あ
る
「
わ
た
し
」
の
認
識
の
変
化
で
あ
る
。
そ
れ

は
、〈
闇
市
〉
と
〈
浮
浪
児
〉
に
対
す
る
「
わ
た
し
」
の
視

点
と
距
離
の
取
り
方
の
変
化
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
作
品
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
【
１
】炎
天
の
下
、
む
せ
か
へ
る
土
ほ
こ
り
の
中
に
、
雑
草

の
は
び
こ
る
や
う
に
一
か
た
ま
り
、
葭
簀
が
こ
ひ
を
ひ
し

と
並
べ
た
店
の
、
地
べ
た
に
何
や
ら
雑
貨
を
あ
き
な
ふ
の

も
あ
り
、
衣
料
な
ど
ひ
ろ
げ
た
の
も
あ
る
が
、
お
ほ
む
ね

食
ひ
も
の
を
売
る
屋
台
店
で
、
こ
れ
も
主
食
を
お
ほ
つ
ぴ

ら
に
も
ち
出
し
て
、
売
手
は
照
り
つ
け
る
日
ざ
し
で
顔

を
ま
つ
か
に
、
あ
ぶ
ら
汗
を
た
ぎ
ら
せ
な
が
ら
、「
さ
あ
、

け
ふ
つ
き
り
だ
よ
。
け
ふ
一
日
だ
よ
。
あ
し
た
か
ら
は
だ

め
だ
よ
。」と
、
を
ん
な
の
金
切
声
も
ま
じ
つ
て
、
や
け
に

わ
め
き
た
て
て
ゐ
る
の
は
、
殺
気
立
つ
ほ
ど
す
さ
ま
じ
い

け
し
き
で
あ
つ
た
。
け
ふ
昭
和
二
十
一
年
七
月
の
晦
日
、

つ
い
明
く
る
八
月
一
日
か
ら
は
市
場
閉
鎖
と
い
ふ
官
の
触

れ
が
出
て
ゐ
る
瀬
戸
ぎ
は
で
、
さ
う
で
な
く
て
も
鼻
息
の

荒
い
上
野
の
ガ
ー
ド
下
、
さ
き
ご
ろ
も
捕
吏
を
相
手
に
血

ま
ぶ
れ
騒
ぎ
が
あ
つ
た
と
い
ふ
土
地
柄
だ
け
に
、
こ
こ
の

焼
跡
か
ら
し
ぜ
ん
に
湧
い
て
出
た
や
う
な
執
念
の
生
き
も

の
の
、（
略
）一
口
に
勝
負
の
き
ま
る
ケ
ダ
モ
ノ
取
引
、
但

い
く
ら
食
つ
て
も
食
は
せ
て
も
、
双
方
が
も
う
こ
れ
で
い

い
と
、
背
を
の
ば
し
て
空
を
見
上
げ
る
ま
で
に
、
涼
し
い

風
は
ど
こ
か
ら
も
吹
い
て
来
さ
う
に
も
な
か
つ
た
。

　
（『
新
潮
』初
出
本
文
よ
り
引
用
、
九
四
―
九
五
頁
。
以
後「
焼
跡
の

イ
エ
ス
」か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
頁
数
の
み
を
漢
数
字
で
適

宜
示
す
。
ま
た
、
論
を
進
め
る
便
宜
上
、
引
用
箇
所
に【
番
号
】

を
付
け
る
。）

　

右
の
箇
所
か
ら
作
品
中
盤
ま
で
、
語
り
手
が
誰
で
あ
る
か

読
者
に
は
分
か
ら
ず
、
語
り
手
は
作
品
世
界
全
体
を
知
悉
す

る
神
の
よ
う
な
視
点
の
取
り
方
を
し
て
い
る
。
の
ち
に
「
わ

た
し
」
と
い
う
作
中
人
物
が
語
り
手
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す

る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
〝
疑
似
全
知
視
点
〟
と
し
て
お

こ
う
。
こ
の
〝
疑
似
全
知
視
点
〟
の
語
り
の
特
徴
が
端
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。

　
【
２
】日
付
の
う
へ
で
は
つ
い
最
近
の
昭
和
十
六
年
ご
ろ
か

ら
か
ぞ
へ
て
み
た
だ
け
で
も
、
そ
の
歴
史
的
意
味
で
は
た

つ
ぷ
り
五
千
年
に
は
な
る
。
こ
と
に
猛
火
に
焼
か
れ
た
土

地
の
、
そ
の
跡
に
生
え
出
た
市
場
の
中
に
ま
ぎ
れ
こ
む

と
、
前
世
紀
か
ら
生
き
残
り
の
、
例
の
君
子
国
の
民
と
い

ふ
面
つ
き
は
一
人
も
見
あ
た
ら
ず
、
た
れ
も
ひ
よ
つ
く
り

こ
の
土
地
に
芽
を
ふ
い
て
と
た
ん
に
一
人
前
に
成
り
上
つ

た
て
い
で
、
新
規
発
明
の
人
間
世
界
は
今
日
た
だ
い
ま
当

地
か
ぎ
り
の
名
産
と
観
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
へ
ん
を
う
ろ
う

ろ
す
る
や
か
ら
は
み
な
モ
ラ
ル
上
の
瘋
癲
、
生
活
上
の
兇

徒
と
見
え
て
、
す
で
に
昨
日
が
な
く
、
ま
た
明
日
も
な
い
。

（
略
）正
朔
の
奉
ず
べ
き
も
の
が
あ
た
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の

だ
か
ら
け
ふ
は
い
つ
の
幾
日
で
も
か
ま
は
ず
、
律
法
の
守

る
べ
き
も
の
を
み
と
め
な
い
の
だ
か
ら
、
取
締
規
則
は
其
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筋
で
も
あ
の
筋
で
も
く
そ
を
食
ら
へ
の
鼻
息
だ
が
、
そ
の

く
せ
埃
と
い
つ
し
よ
に
叩
き
立
て
る
商
品
は
今
日
禁
制
の
、

す
な
は
ち
巷
間
横
行
中
の
食
ふ
も
の
著
る
も
の
其
他
、
流

通
貨
幣
は
や
は
り
官
の
濫
造
に
係
る
札
束
で
、
し
た
が
つ

て
せ
つ
か
く
の
新
興
民
族
の
生
態
も
意
識
も
今
日
的
規
定

の
埒
外
に
は
一
歩
も
踏
み
出
し
て
は
ゐ
な
い
。
劣
情
旺
盛
、

取
引
多
端
の
一
事
は
旧
に
依
つ
て
前
世
紀
か
ら
の
引
継
ぎ

ら
し
く
、
旧
に
も
ま
し
て
今
い
そ
が
し
い
最
中
に
、
そ
れ

ほ
ど
大
切
な
今
日
と
い
ふ
も
の
が
じ
つ
は
つ
い
亡
ぶ
べ
き

此
世
の
時
間
で
あ
つ
た
と
、
う
つ
か
り
気
が
つ
く
や
う
な

間
抜
け
な
破
れ
穴
は
ど
こ
に
も
あ
い
て
ゐ
な
い
の
だ
ら
う
。

（
傍
線
山
根
、
以
下
同
、
九
七
頁
）

　

上
野
の
闇
市
を
観
察
す
る
右
の
語
り
口
に
は
、
二
つ
の
バ

イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
。一
つ
は
、法
律
で
は
な
く「
律
法
」

と
い
う
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
特
有
の
語
彙
を
用
い
る

宗
教
的
な
ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
一
つ
は
、「
君
子
国
」
日
本

の
「
聖
戦
」
が
開
始
さ
れ
た
「
昭
和
十
六
年
ご
ろ
」
と
敗
戦

直
後
の
「
け
ふ
昭
和
二
十
一
年
七
月
の
晦
日
」
と
の
断
続
を

見
す
え
る
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
視
線
を
併

せ
持
つ
語
り
手
の
認
識
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
容
し

て
い
く
の
か
。
こ
れ
が
、
本
作
を
読
み
解
く
鍵
と
な
る
問
い

の
一
つ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
後

者
の
視
線
を
問
題
に
し
た
い
。

　

そ
れ
は
、
一
九
四
一（
昭
和
十
六
）年
か
ら
四
六（
昭
和
二

十
一
）年
ま
で
の
年
月
を
「
五
千
年
」
と
表
現
し
て
隔
世
の

感
を
強
調
す
る
一
方
、
闇
市
を
傍
線
部
の
よ
う
に
冷
静
に
分

析
す
る
こ
と
が
で
き
る
傍
観
者
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る（

14
）。「
官

の
濫
造
に
係
る
札
束
」
と
は
、
一
九
四
六（
昭
和
二
十
一
）年

三
月
三
日
か
ら
発
行
さ
れ
た
新
銀
行
券（
新
円
）を
指
し
、
新

旧
両
円
の
切
り
換
え
は
、
国
民
の
個
人
財
産
掌
握
と
イ
ン
フ

レ
抑
制
を
狙
っ
た
、
政
府
に
よ
る
経
済
危
機
緊
急
対
策
の

一
環
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
モ
ラ
ル
上
の
瘋
癲
、

生
活
上
の
兇
徒
」
で
に
ぎ
わ
う
上
野
の
闇
市
は
、
一
見
公
権

力
と
は
無
縁
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
「
新
規
発
明
の
人
間
世
界
」

に
見
え
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
、
八
・
一
粛
正
以
前
か
ら
国

家
に
よ
る
管
理
統
制
の
網
の
目
に
か
か
って
い
た
こ
と
に
な
る（

15
）。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
皮
肉
な
事
態
を
冷
徹
に
見
す
え
、
敗

戦
後
の
今
日
を
生
き
る
闇
市
の
人
々
を
「
当
地
は
え
抜
き
の
、

こ
は
い
も
の
知
ら
ず
の
賤
民
仲
間
」（
九
七
頁
）と
し
て
シ
ニ
カ

ル
に
眺
め
る
語
り
手
の
ま
な
ざ
し
は
、
次
の
箇
所
を
境
に
一

変
す
る
。

　
【
３
】女
と
少
年
と
は
一
体
に
な
つ
て
、
搦
ん
だ
ま
ま
店
の

外
に
出
て
来
て
、
よ
ろ
よ
ろ
と
倒
れ
さ
う
に
な
つ
た
の
が
、

も
ろ
に
こ
ち
ら
へ
、
ち
や
う
ど
そ
こ
に
立
つ
て
ゐ
た
わ
た

し
の
は
う
に
ぶ
つ
か
つ
て
来
た
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は

ム
ス
ビ
屋
の
と
な
り
の
飴
屋
の
ま
へ
に
立
つ
て
ゐ
て
、
飴

屋
が
石
油
罐
の
中
に
か
く
し
て
あ
る
た
ば
こ
を
買
ひ
、
そ

の
一
本
に
火
を
つ
け
か
け
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。（
九
九
頁
）

　

右
の
箇
所
は
、
突
如
闇
市
に
出
現
し
た
〈
浮
浪
児
〉
の
少
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年
が
、「
ム
ス
ビ
屋
」
の
「
店
番
の
若
い
女
」
に
抱
き
つ
い

た
直
後
の
場
面
で
あ
り
、
こ
の
直
後
、「
先
刻
か
ら
女
の
裸

の
足
の
み
ご
と
な
肉
づ
き
に
見
と
れ
て
ゐ
」た「
わ
た
し
」は
、

「
と
つ
さ
に
判
断
を
は
た
ら
か
し
」
て
「
ふ
れ
る
に
こ
こ
ろ

よ
い
柔
か
な
肌
の
部
分
の
は
う
に
抱
き
つ
く
こ
と
を
撰
ん
」

だ
結
果
、「
陋
劣
な
お
も
ひ
」
に
対
し
て
「
て
き
め
ん
に
罰

を
か
う
む
つ
た
形
」
で
、「
し
た
た
か
地
べ
た
に
叩
き
つ
け

ら
れ
て
し
ま
」
う
。
こ
の
箇
所
が
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
初

め
て
読
者
に
、
本
作
の
語
り
手
が
「
わ
た
し
」
と
い
う
作
中

人
物
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
か
ら
だ（

16
）。
そ
し
て
そ

の
こ
と
が
判
明
し
、「
わ
た
し
」
自
身
が
当
事
者
と
し
て
一

連
の
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
た
ん
、
そ
れ
ま
で
の〝
疑
似

全
知
視
点
〟は
失
わ
れ
、「
わ
た
し
」
は
闇
市
の
人
々
を
傍
観

す
る
だ
け
の
心
理
的
余
裕
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
動
揺
ぶ

り
が
語
ら
れ
て
い
る
の
が
次
の
箇
所
で
あ
る
。

　
【
４
】わ
た
し
は
生
れ
つ
き
虚
栄
心
満
満
と
し
て
、
も
つ
ぱ

ら
体
裁
を
つ
く
る
こ
と
に
苦
心
し
、
恥
知
ら
ず
の
市
場
の

雑
閙
に
入
り
ま
じ
つ
て
さ
へ
、
た
と
へ
ば
ム
ス
ビ
屋
の
店

番
の
女
に
ち
よ
つ
と
岡
惚
し
て
み
た
に
し
ろ
、
決
し
て
劣

情
は
色
に
出
さ
ず
、
な
る
べ
く
き
ど
つ
て
、
品
の
よ
さ
さ

う
な
恰
好
を
こ
し
ら
へ
あ
げ
る
こ
と
に
努
め
て
ゐ
た
の
に
、

そ
れ
が
か
う
い
ふ
惨
澹
た
る
結
果
に
な
つ
て
来
る
と
、
市

場
の
中
の
い
ち
ば
ん
恥
知
ら
ず
よ
り
も
な
ほ
恥
知
ら
ず
で
、

ま
こ
と
に
賤
民
中
の
賤
民
と
は
自
分
の
こ
と
で
あ
つ
た
と
、

照
る
日
の
光
と
か
人
の
見
る
目
な
ど
へ
の
気
が
ね
は
さ
て

お
き
、
何
よ
り
も
わ
が
虚
栄
心
の
て
ま
へ
、
言
訳
立
ち
が

た
く
、煩
悶
ひ
と
か
た
で
な
か
つ
た
。　
　
　
（
一
〇
〇
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
引
用
箇
所
前
半
の
自
己
言
及
に
よ
っ
て
、
作

品
冒
頭
か
ら
続
い
た
〝
疑
似
全
知
視
点
〟
に
よ
る
高
踏
的
な

ス
タ
ン
ス
が
反
省
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、「
わ

た
し
」
の
「
虚
栄
心
」
が
仮
構
し
た
擬
態
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

引
用
箇
所
後
半
に
見
ら
れ
る
自
己
卑
下
は
、
そ
の
化
け
の
皮

が
は
が
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
―
―
擬
態
に
よ
る
「
劣
情
」
の

隠
蔽
に
失
敗
し
た
こ
と
―
―
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
ら

を
確
認
し
た
上
で
、
の
ち
の
議
論
と
の
関
連
か
ら
、
こ
こ
で

は
次
の
二
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
か
か
る
「
わ
た
し
」
の
自
己
卑
下
が
、「
照
る

日
の
光
と
か
人
の
見
る
目
」
に
気
が
ね
す
る
対
他
的
な
も
の

と
い
う
よ
り
、「
わ
が
虚
栄
心
」
に
言
い
訳
が
立
た
な
い
と

い
う
対
自
的
な
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
こ
と

は
、
端
的
に
「
わ
た
し
」
の
自
尊
心
の
高
さ
を
示
す
と
と
も

に
、「
わ
た
し
」
が
、
自
分
自
身
の
「
虚
栄
心
」
に
よ
っ
て

み
ず
か
ら
を
律
す
る
傾
向
が
強
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
も
示

唆
す
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
、【
３
】【
４
】
を
境
に
「
虚
栄

心
」
に
基
づ
く
擬
態
―
―
闇
市
の
現
実
を
他
人
事
の
よ
う
に

傍
観
す
る
高
踏
的
な
ま
な
ざ
し
―
―
が
後
景
化
す
る
と
と
も

に
、【
２
】
に
見
ら
れ
た
、
語
り
手
の
も
う
一
つ
の
ま
な
ざ

し
が
前
景
化
し
て
く
る
こ
と
。
具
体
的
に
【
４
】
の
直
後
を

引
い
て
お
こ
う
。
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【
５
】そ
れ
に
つ
け
て
も
、
先
刻
の
少
年
は
ど
う
す
れ
ば
あ

の
や
う
に
沈
著
に
、
か
つ
機
敏
に
、
む
し
ろ
堂
堂
た
る
態

度
を
も
つ
て
、
市
場
の
悪
党
ど
も
の
ま
ん
中
を
押
し
あ
る

い
て
ゐ
ら
れ
る
の
だ
ら
う
。（
略
）か
く
の
ご
と
く
律
法
の

無
い
、
黴
菌
と
汚
辱
の
ほ
か
に
は
何
も
著
て
ゐ
な
い
、
下

賤
の
裸
の
徒
に
、
た
れ
が
味
方
す
る
の
か
。
し
か
し
、
メ

シ
ヤ
は
い
つ
も
下
賤
の
も
の
の
上
に
あ
る
の
だ
さ
う
だ
か

ら
、
ま
た
律
法
の
無
い
も
の
に
こ
そ
神
は
味
方
す
る
の
だ

さ
う
だ
か
ら
、
か
の
少
年
は
存
外
神
と
縁
故
の
ふ
か
い
も

の
で
、
こ
れ
か
ら
焼
跡
の
新
開
地
に
は
び
こ
ら
う
と
す
る

人
間
の
は
じ
ま
り
、
す
な
は
ち
「
人
の
子
」
の
役
割
を
振

り
あ
て
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
少
年
が
ク
リ

ス
ト
で
あ
る
か
ど
う
か
判
明
し
な
い
が
、
イ
エ
ス
だ
と
い

ふ
こ
と
は
ま
づ
う
ご
か
な
い
目
星
だ
ら
う
。

（
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
）

　

こ
れ
こ
そ
は
、〈
今
・
こ
こ
〉
に
あ
る
上
野
の
焼
け
跡
を

「
ナ
ザ
レ
の
大
工
の
伜
が
生
を
享
け
た
あ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
半

島
の
地（

17
）」
に
な
ぞ
ら
え
、〈
浮
浪
児
〉
の
少
年
を
「
ナ
ザ

レ
の
イ
エ
ス
」（
一
〇
一
頁
）に
見
立
て
る
、『
聖
書
』
を
下
敷

き
に
し
た
宗
教
的
な
ま
な
ざ
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て

以
上
の
よ
う
な
、「
虚
栄
心
」
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
律
し

よ
う
と
す
る
「
わ
た
し
」
に
内
在
す
る
二
つ
の
ま
な
ざ
し
は
、

相
互
の
力
関
係
を
幾
度
も
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
最
終
的
に

「
わ
た
し
」
の
「
虚
栄
心
」
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
転
変
の
あ
り
よ
う
を
見
極
め
る
た
め

に
、【
４
】
に
お
い
て
「
虚
栄
心
」
に
基
づ
く
擬
態
が
破
綻

し
た
「
わ
た
し
」
が
、
再
び
「
恥
知
ら
ず
の
市
場
」
の
「
賤

民
仲
間
」
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
し
て
、「
市
場
の
外
へ
と
、

夢
中
で
駆
け
出
し
」
た
先
を
見
て
い
き
た
い
。

三
、
作
品
の
表
現
分
析
（
２
）
―
―
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
の
「
倫

理
」
と
同
時
代
と
の
結
節
点

　

闇
市
の
外
へ
ほ
う
ほ
う
の
体
で
逃
げ
出
し
た
「
わ
た
し
」

は
、
作
品
の
後
半
で
谷
中
を
目
指
し
て
北
上
す
る
。
そ
れ
は
、

上
野
の
闇
市
か
ら
物
理
的
・
心
理
的
な
距
離
を
取
る
た
め
の

逃
避
行
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
そ
も
そ
も
、
目
的
地
が
谷
中

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
は
何
な
の
か
。「
猛
火
に
焼

か
れ
た
土
地
の
、
そ
の
跡
に
生
え
出
た
市
場
」（
九
七
頁
）の
あ

る
上
野
の
ガ
ー
ド
下
が
、
敗
戦
直
後
の
〈
今
日
〉
を
象
徴
す

る
猥
雑
な
場
所
だ
と
す
れ
ば
、「
さ
い
は
ひ
に
猛
火
の
厄
を

ま
ぬ
か
」
れ
、
寺
院
と
墓
地
が
密
集
す
る
谷
中
は
、
上
野
と

は
対
照
的
に
、
敗
戦
以
前
の
〈
過
去
〉
を
象
徴
す
る
静
謐
な

場
所
で
あ
る
。
し
か
も
谷
中
へ
向
か
う
「
わ
た
し
」
の
目
的

と
は
、
太
宰
春
台
の
墓
石
に
刻
ま
れ
た
服
部
南
郭
の
撰
に
係

る
墓
碣
銘
を
「
亡
び
た
世
の
、
詩
文
の
歴
史
の
残
欠
」
と
し

て
拓
本
に
と
る
、と
い
う
も
の
な
の
だ
。「
服
部
南
郭
な
ら
ば
、

江
戸
詩
文
の
大
宗
と
し
て
、
わ
た
し
と
は
ま
ん
ざ
ら
縁
の
な

い
こ
と
も
な
い
」
と
語
る
「
わ
た
し
」
は
、
ど
う
や
ら
文
学

者
と
お
ぼ
し
い
が（
以
上
一
〇
一
―
一
〇
二
頁
）、
そ
の
よ
う
な

「
わ
た
し
」
の
谷
中
へ
の
志
向
が
、「
殺
人
的
」
と
ま
で
言
わ
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れ
た
深
刻
な
食
糧
難
に
あ
え
ぐ
一
九
四
六（
昭
和
二
十
一
）年

当
時
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
い
か
に
浮
世
離
れ
し
た
も
の

で
あ
る
か
は
多
言
を
要
す
ま
い
。

　

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、そ
も
そ
も
谷
中
を
目
指
す「
わ

た
し
」
の
動
機
の
一
端
に
は
、「
恥
知
ら
ず
の
市
場
」
の
「
賤

民
仲
間
」
か
ら
物
理
的
・
心
理
的
距
離
を
取
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
如
上
の
内
実
を
持
つ
谷
中

へ
の
志
向
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、【
３
】
と
【
４
】
に
お
い

て
一
度
は
破
綻
し
た
「
虚
栄
心
」
に
基
づ
く
擬
態
―
―
「
な

る
べ
く
き
ど
つ
て
、
品
の
よ
さ
さ
う
な
恰
好
を
こ
し
ら
へ
あ

げ
る
こ
と
に
努
め
」
る
こ
と
―
―
の
弥
縫
が
試
み
ら
れ
て
い

る
と
も
読
め
る
。
そ
し
て
、「
わ
た
し
は
す
で
に
市
場
で
道

草
を
食
ふ
こ
と
を
や
め
て
、
拓
本
へ
の
方
向
を
と
り
も
ど
し

て
ゐ
た
の
で
、
少
年
に
つ
い
て
は
も
う
大
し
て
関
心
が
も
て

な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
に
、
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
こ
の

山
の
上
の
広
い
場
所
で
眺
め
る
と
、
少
年
の
姿
は
市
場
の

中
に
於
け
る
ご
と
き
イ
エ
ス
ら
し
い
生
彩
を
失
つ
て
」（
一
〇

二
頁
）云
々
と
い
う
箇
所
か
ら
端
的
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

そ
う
し
た
擬
態
を
取
り
繕
う
試
み
は
、
次
の
よ
う
な
視
線
の

力
学
と
照
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
」
に
内
在

す
る
二
つ
の
ま
な
ざ
し
の
う
ち
、
作
品
冒
頭
か
ら
し
ば
ら
く

続
い
た
闇
市
を
傍
観
す
る
高
踏
的
な
ま
な
ざ
し
が
一
時
的
に

回
復
さ
れ
、〈
浮
浪
児
〉
の
少
年
を
「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
」

に
見
立
て
る
『
聖
書
』
を
下
敷
き
に
し
た
宗
教
的
な
ま
な
ざ

し
が
潜
在
化
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
そ
れ
だ
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
「
一
時
的
に
」
と
言
う
の
は
ほ
か
で
も
な
い
、
こ
の

二
つ
の
ま
な
ざ
し
に
お
け
る
「
顕
在
／
潜
在
」
の
力
関
係
は
、

「
わ
た
し
」
が
少
年
の
追
跡
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
再
び

逆
転
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　

作
品
終
盤
、〈
浮
浪
児
〉
の
少
年
の
追
跡
を
受
け
た
「
わ

た
し
」
は
、
少
年
が
肉
薄
す
る
の
に
伴
い
、
彼
に
対
す
る
認

識
を
「
豚
の
裔
」
→
「
血
に
飢
ゑ
た
狼
」
と
変
化
さ
せ
た
の

ち
、
最
終
的
に
少
年
と
の
格
闘
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
劇
的

な
認
識
に
到
達
す
る
。

　
【
６
】わ
た
し
は
死
力
を
つ
く
し
て
、
ど
う
や
ら
敵
を
組
み

伏
せ
た
。
今
、
ウ
ミ
と
泥
と
汗
と
垢
と
に
よ
ご
れ
歪
ん
で
、

苦
し
げ
な
息
づ
か
ひ
で
喘
い
で
ゐ
る
敵
の
顔
が
つ
い
わ
た

し
の
眼
の
下
に
あ
る
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は
一
瞬
に
し

て
恍
惚
と
な
る
ま
で
に
戦
慄
し
た
。
わ
た
し
が
ま
の
あ
た

り
に
見
た
も
の
は
、
少
年
の
顔
で
も
な
く
、
狼
の
顔
で
も

な
く
、
た
だ
の
人
間
の
顔
で
も
な
い
。
そ
れ
は
い
た
ま
し

く
も
ヴ
ェ
ロ
ニ
ッ
ク
に
写
り
出
た
と
こ
ろ
の
、
苦
患
に
み

ち
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
、
生
き
た
顔
に
ほ
か
な
ら
な
か

つ
た
。
わ
た
し
は
少
年
が
や
は
り
イ
エ
ス
で
あ
つ
て
、
そ

し
て
ま
た
ク
リ
ス
ト
で
あ
つ
た
こ
と
を
痛
烈
に
暁
つ
た
。

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
た
め
に
救
ひ
の
メ
ッ

セ
ー
ヂ
を
も
た
ら
し
て
来
た
も
の
に
ち
が
ひ
な
い
。
わ
た

し
は
何
一
つ
取
柄
の
な
い
卑
賤
の
身
だ
が
、
そ
れ
で
も
な

ほ
行
き
ず
り
に
露
店
の
女
の
足
に
見
と
れ
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
ふ
俗
悪
劣
等
な
る
性
根
を
わ
づ
か
に
存
し
て
ゐ
た

お
か
げ
に
は
、
さ
い
は
ひ
神
の
御
旨
に
か
な
つ
て
、
こ
こ
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に
福
音
の
使
者
を
差
遣
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
わ
た
し

は
畏
れ
の
た
め
に
手
足
が
ふ
る
へ
た
。　
　
　
（
一
〇
四
頁
）

　
「
わ
た
し
」
が
、「
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
」
と
い
う

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
告
白
に
ダ
ブ
ら
せ
て
、〈
浮
浪
児
〉
の

少
年
か
ら
「
救
ひ
の
メ
ッ
セ
ー
ヂ
」
を
受
け
取
る
こ
の
箇
所

を
指
し
、
山
口
俊
雄
は
「
お
そ
ら
く
、
こ
の
［
谷
中
と
い
う

場
所
に
象
徴
さ
れ
る
］《
亡
び
た
世
》（
過
去
）
へ
の
憧
憬
か

ら
の
決
別
、
現
在
―
―
商
品
の
お
む
す
び
を
か
っ
ぱ
ら
い
、

店
番
の
若
い
女
に
抱
き
つ
く
《
ボ
ロ
と
デ
キ
モ
ノ
の
少
年
》、

《
ぼ
ろ
を
著
た
悲
惨
な
絶
望
的
な
ガ
キ
ど
も
》
が
存
在
す
る

現
在
の
こ
と
で
あ
る
―
―
に
対
す
る
直
面
へ
の
転
換
こ
そ

が
、《
救
ひ
の
メ
ッ
セ
ー
ヂ
》
の
内
実
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。（18
）」

と
述
べ
た
。
け
だ
し
、
作
中
に
お
け
る
上
野
と
谷
中
の
象
徴

性
を
見
す
え
た
的
確
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
本
稿
で
は
、

山
口
の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
歩
進
ん
で
、
傍
線
部
の
記

述（
19
）に
解
釈
の
力
点
を
置
き
、
こ
れ
ま
で
の
論
旨
に
即
し

て
右
の
箇
所
全
体
を
意
味
づ
け
て
み
た
い
。
す
る
と
【
６
】

は
全
体
と
し
て
、「
わ
た
し
」
の
内
部
に
起
こ
っ
た
次
の
よ

う
な
意
識
変
革
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
生
れ
つ
き
虚
栄
心
満
満
と
し
て
、
も
つ
ぱ

ら
体
裁
を
つ
く
る
こ
と
に
苦
心
し
、
恥
知
ら
ず
の
市
場
の
雑

閙
に
入
り
ま
じ
つ
て
さ
へ
、（
略
）決
し
て
劣
情
は
色
に
出
さ

ず
、
な
る
べ
く
き
ど
つ
て
、
品
の
よ
さ
さ
う
な
恰
好
を
こ
し

ら
へ
あ
げ
る
こ
と
に
努
め
て
ゐ
」（
一
〇
〇
頁
）た
は
ず
の
「
わ

た
し
」
が
、「
虚
栄
心
」
に
よ
っ
て
隠
蔽
す
べ
き
「
劣
情
」

（「
俗
悪
劣
等
な
る
性
根
」）を
有
す
る
「
卑
賤
の
身
」
こ
そ
が

救
済
に
値
す
る
と
い
う
、
傍
線
部
の
よ
う
な
認
識
へ
転
換
し

た
こ
と
。
さ
ら
に
ひ
る
が
え
っ
て
、〈
闇
市
〉
と
〈
浮
浪
児
〉

を
シ
ニ
カ
ル
に
眺
め
る
傍
観
者
の
ま
な
ざ
し
が
、「
虚
栄
心
」

に
よ
っ
て
「
劣
情
」
を
隠
蔽
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
擬
態
で

あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
よ
う
な
高
踏
的
な
擬
態
の
放
棄
と
、
み
ず
か
ら
も
ま
た

「
恥
知
ら
ず
の
市
場
」
の
「
劣
情
旺
盛
」
な
「
賤
民
仲
間
」

の
一
人
で
あ
る
と
い
う
、「
わ
た
し
」
の
自
己
認
識
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
稿
第
一
節
で
挙
げ
た
佐
々
木
基
一

の
同
時
代
評（
注（
５
）前
掲
、　
一
八
一
頁
）が
、「
組
み
伏
せ
た
眼

の
下
に
、
苦
し
く
喘
い
で
ゐ
る
少
年
の
顔
に
イ
エ
ス
の
、
そ

し
て
ま
た
ク
リ
ス
ト
の
顔
を
見
た
と
き
、
作
者
は
現
在
自
分

が
何
処
に
居
る
か
を
悟
つ
た
の
だ
。
ま
さ
し
く
、
焼
跡
の
砂

の
中
に
、
善
悪
の
埒
の
外
に
あ
る
、
蠅
に
も
劣
る
人
間
ど
も

の
中
に
、
堕
罪
を
知
ら
ぬ
混
沌
た
る
無
秩
序
の
中
に
。」
と

評
し
た
本
作
の
「
倫
理
」
の
具
体
的
内
実
と
は
、
如
上
の
自

己
認
識
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
律
し
て
い
こ
う
と
す
る
、「
わ

た
し
」
の
態
度
表
明
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
そ
の
「
倫
理
」
は
、
文
学
者
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
で

あ
る
「
わ
た
し
」
自
身
の
〝
卑
し
さ
の
自
覚
〟
を
通
し
て
闇

市
の
人
々
と
つ
な
が
っ
て
い
く
、〝
卑
賤
の
つ
な
が
り
〟
と

で
も
言
え
る
よ
う
な
共
同
性
の
構
築
可
能
性
を
示
唆
し
て
い

る
点
で
、
次
の
よ
う
な
同
時
代
言
説
と
近
接
す
る
は
ず
だ
。
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芸
術
、
文
学
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
民
衆
の
な
か
へ
の
道
は
、

自
己
剔
決マ
マ

、
内
心
へ
の
血
み
ど
ろ
の
決
闘
で
あ
り
、
す
な

は
ち
、
外
部
の
「
民
衆
」
に
あ
ら
ざ
る
内
部
の
「
民
衆
」

へ
達
せ
ん
が
た
め
の
険
阻
、
苦
難
の
道
な
き
道
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
民
衆
と
は
わ
た
く
し
だ
。
そ
れ
が
い
か
ほ
ど
小

市
民
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
卑
小
賤
劣
な
、
小
汚
な
い
、

醜
悪
に
み
ち
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
権
化
で
あ
ら
う
と
も
、
い

な
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
反
つ
て
か
れ
は
、
聖パ
ル
ナ
ソ
ス山へ
の
岩
道
を

志
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
の
宿
命
の
旅
人
は
い
つ
の

日
か
必
ず
や
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
血
路
を
発
見
す
る
で

あ
ら
う
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
拡
充
し
た
所
に
展
開
す
る
、
眼

も
は
る
か
な
る
ヒマ

ー
ママ

ニ
ズ
ム
の
新
世
界
、
こ
れ
を
こ
そ

希
ふ
の
で
あ
る
。

　
（
荒
正
人
「
民
衆
と
は
た
れ
か
」『
近
代
文
学
』　
一
九
四
六
・
四
、一
九

頁
）

　

荒
正
人
に
代
表
さ
れ
る
敗
戦
直
後
の
『
近
代
文
学
』
グ

ル
ー
プ
の
人
々
が
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
自
己
凝
視
を
通

し
て
「
民
衆
」
と
連
帯
し
て
い
く
人
民
戦
線
的
な
民
主
主
義

革
命
の
あ
り
方
を
志
向
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
共
振

す
る
よ
う
な
思
想
が
、確
か
に
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
に
は
、「
わ

た
し
」
の
認
識
の
転
変
を
通
し
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
構
造
化

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
同
時
代
と
の
思

想
的
共
軛
関
係
を
指
摘
し
た
上
で
な
お
、
問
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
は
、「
わ
た
し
」
の
認
識
の
変
化
が
な
ぜ
、〈
闇
市
〉
を

舞
台
に
、〈
浮
浪
児
〉の
少
年
を
触
媒
に
し
て
、〈
キ
リ
ス
ト
教
〉

の
信
仰
告
白
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
問
い
の
回
答
を
模

索
す
る
こ
と
の
中
に
、
本
作
に
お
け
る
「
世
相
諷
刺
」
の
内

実
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
が
あ
る
。

四
、　
作
品
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト　
―
―
〈
闇
市
〉と〈
浮
浪
児
〉と〈
キ

リ
ス
ト
教
〉

　

で
は
次
に
、「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
の
総
合
的
な
意
味
づ
け

を
行
う
た
め
に
、
い
っ
た
ん
作
品
の
外
に
目
を
向
け
て
み
た

い
。
主
な
検
討
対
象
は
、〈
闇
市
〉
と
〈
浮
浪
児
〉
と
〈
キ

リ
ス
ト
教
〉
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
言
説
―
―
具
体

的
に
は
、「
朝
日
新
聞
」
な
ら
び
に
「
読
売
新
聞
」
の
、
一

九
四
五（
昭
和
二
十
）年
八
月
十
六
日
か
ら
四
七（
昭
和
二
十

二
）年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
各
記
事
―
―
で
あ
る
。

　

ま
ず
、〈
闇
市
〉
関
係
の
記
事
を
拾
っ
て
い
く
と
、
作
中

で
「
さ
き
ご
ろ
も
捕
吏
を
相
手
に
血
ま
ぶ
れ
騒
ぎ
が
あ
つ
た

と
い
ふ
土
地
柄（

20
）」（
九
四
頁
）と
さ
れ
る
上
野
の
ガ
ー
ド
下

を
筆
頭
に
、
日
本
国
内
の
〈
闇
市
〉
は
、
お
し
な
べ
て
汚
濁

と
犯
罪
の
温
床
と
み
な
さ
れ
、
新
円
切
り
換
え
が
行
わ
れ
た

一
九
四
六（
昭
和
二
十
一
）年
三
月
頃
か
ら
八
月
一
日
の
八
・

一
粛
正
前
後
の
時
期
を
頂
点
と
し
て
、「
明
る
く
」「
キ
レ
イ
」

で
「
健
全
」
な
青
空
市
場
へ
急
速
に
整
序
さ
れ
て
い
く
さ
ま

が
見
て
と
れ
る（

21
）。
む
ろ
ん
こ
う
し
た
日
本
政
府
に
よ
る

取
締
り
強
化
の
背
後
に
、
経
済
統
制
の
徹
底
と
食
糧
問
題
・

公
衆
衛
生
の
改
善
を
目
し
た
、GH

Q

／SCA
P

に
よ
る
対
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日
占
領
政
策
が
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。　
　
　
　

　

た
と
え
ば
、
一
九
四
五（
昭
和
二
十
）年
十
二
月
二
十
三
日

付
「
朝
日
新
聞
」
朝
刊
は
、「
食
料
品
の
暴
騰　
マ
司
令
部
で

重
大
視
」
の
見
出
し
の
も
と
、「
か
ゝ
る
事
態
に
対
し
て
連

合
軍
最
高
司
令
部
は
国
民
生
活
の
安
定
保
持
の
見
地
か
ら
重

大
視
し
て
ゐ
る
模
様
で
、
政
府
が
漫
然
事
態
を
見
送
る
場
合

に
は
断
乎
こ
れ
が
取
締
り
を
命
ず
る
と
と
も
に
、
闇
商
品
の

大
口
使
用
者
た
る
一
般
料
理
店
の
如
き
は
、
こ
の
際
閉
鎖
を

命
ず
る
意
向
」
を
伝
え
て
い
る
ほ
か
、
八
・
一
粛
正
の
直
前

に
あ
た
る
一
九
四
六（
昭
和
二
十
一
）年
七
月
二
十
七
日
付
の

同
紙
朝
刊
は
、
今
後
「
ヤ
ミ
横
流
し
な
ど
の
経
済
事
犯
」
は
、

六
月
十
二
日
発
令
の
「
連
合
国
占
領
軍
占
領
目
的
に
有
害
な

る
行
為
に
対
す
る
処
罰
に
関
す
る
勅
令
」
に
基
づ
き
、「
占

領
軍
の
占
領
目
的
に
有
害
」
な
「
犯
罪
」
と
し
て
、売
り
手
・

買
い
手
の
双
方
を
厳
罰
に
処
す
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
つ
ま

り
、「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
の
中
で
「
八
月
一
日
か
ら
市
場
閉

鎖
と
い
ふ
当
て
に
な
ら
な
い
は
ず
の
官
の
触
れ
が
今
度
は
め

づ
ら
し
く
実
行
に
う
つ
さ
れ
た
の
だ
ら
う
。」（
一
〇
五
頁
）と

語
ら
れ
る
八
・
一
粛
正
は
、
以
上
の
よ
う
な
、
日
本
政
府
の

統
治
形
態
を
利
用
し
たGH

Q

／SCA
P

に
よ
る
法
整
備
の

強
化
を
背
景
に
着
々
と
行
わ
れ
た
取
締
り
の
、
一
つ
の
頂
点

に
位
置
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
当
時
、〈
闇
市
〉
と
並
ん
でGH

Q

／SCA
P

を

悩
ま
せ
た
も
の
の
一
つ
は
、
急
増
す
る
〈
浮
浪
者
〉〈
浮
浪

児
〉
対
策
で
あ
っ
た（

22
）。
と
り
わ
け
後
者
に
対
し
て
は
、「
狩

り
込
み
」
と
い
わ
れ
る
街
頭
一
斉
検
挙
が
行
わ
れ
、
強
制
的

に
収
容
施
設
や
病
院
に
送
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
発
動
さ
れ
た

暴
力
に
つ
い
て
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
は
、「
浮
浪
児
た
ち
は
文

字
ど
お
り
家
畜
の
よ
う
に
い
っ
せ
い
に
駆
り
集
め
ら
れ
、
ま

さ
し
く
家
畜
の
よ
う
に
ト
ラ
ッ
ク
に
詰
め
込
ま
れ
た
。
こ
れ

は
比
喩
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
う
し
た
取
り
締
ま
り

は
警
察
官
や
公
務
員
が
直
接
担
当
し
た
。
そ
の
と
き
声
を
出

し
て
子
供
を
数
え
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
が
、
人
を
数
え
る

と
き
の
一
人
、
二
人
で
は
な
く
、
動
物
を
数
え
る
と
き
の
よ

う
に
一
匹
、
二
匹
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
子
供
を
集
め
て

留
置
し
た
施
設
は
、
軍
隊
の
よ
う
に
抑
圧
的
で
あ
る
こ
と
が

普
通
で
、体
罰
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。逃

亡
を
防
ぐ
た
め
、
裸
に
さ
れ
た
ま
ま
の
男
の
子
た
ち
さ
え
い

た（
23
）」
と
指
摘
し
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
物
理
的
・

精
神
的
暴
力
を
伴
う
行
政
措
置
が
、
メ
デ
ィ
ア
上
で
は
し
ば

し
ば
、
次
の
言
説
が
端
的
に
示
す
よ
う
な
語
彙
に
よ
り
、〝
粉

飾
〟
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
だ
。

　

浮
浪
児
問
題
が
社
会
的
に
大
き
な
関
心
を
も
た
れ
出
し
て

か
ら
半
年
以
上
に
も
な
る
が
、
い
ま
だ
根
本
的
な
解
決
策

は
樹
立
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
厚
生
省
調
査
に
よ
る
浮
浪
児
の

推
定
数
は
全
国
で
約
四
千
名
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
今
後

に
予
想
さ
れ
る
経
済
的
窮
迫
の
深
化
に
よ
つ
て
こ
の
数
字

は
益
々
増
加
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
こ

れ
を
こ
の
ま
ゝ
放
置
す
る
こ
と
は
人
道
の
上
か
ら
も
社
会

保
健
の
点
か
ら
み
て
も
許
せ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
政
府
の

み
な
ら
ず
国
民
の
す
べ
て
が
救
済
す
る
責
任
を
も
つ
も
の
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で
あ
る
。（
略
）
強
制
保
護
収
容
と
い
ふ
こ
と
が
ど
れ
程

の
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
既
に
数

回
繰
り
か
へ
さ
れ
た
い
は
ゆ
る
〝
狩
込
み
〟
に
も
か
ゝ
は

ら
ず
一
向
に
そ
の
数
が
減
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
も
大
体

の
想
像
は
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
政
府
は
解
決
に
当
つ
て
先

づ
『
ど
う
し
て
浮
浪
児
が
生
れ
た
か
』
と
い
ふ
根
本
的
原

因
を
掘
り
下
げ
ず
し
て
薄
つ
ぺ
ら
な
博
愛
主
義
的
方
策
だ

け
に
よ
つ
て
は
絶
対
に
解
決
は
望
め
な
い
。

　
（「
社
説　

浮
浪
児
保
護
に
積
極
的
な
れ
」一
九
四
六（
昭
和
二
十
一
）

年
八
月
五
日
付
「
読
売
新
聞
」
朝
刊
）

　

右
の
記
事
は
、従
来
の
「
強
制
保
護
収
容
」
を
浅
薄
な
「
博

愛
主
義
的
方
策
」
と
し
て
批
判
す
る
一
方
、〈
浮
浪
児
〉
た

ち
を
人
道
上
と
社
会
保
健
の
見
地
か
ら
「
救
済
」
す
る
こ
と

に
付
随
す
る
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
物

理
的
・
精
神
的
暴
力
の
発
現
可
能
性
に
ま
で
批
判
の
眼
が
届

い
て
い
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、〈
浮
浪
児
〉
た
ち
を
一
方
的

な
「
救
済
」「
保
護
」
の
対
象
と
み
な
し
、
そ
の
こ
と
を
是

と
す
る
観
点
か
ら
は
、
彼
・
彼
女
ら
の
身
体
を
公
権
力
が
管

理
統
制
す
る
こ
と
に
付
帯
す
る
暴
力
性
が
可
視
化
さ
れ
え
な

い
の
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、〈
闇
市
〉と〈
浮
浪
児
〉は
、「
粛
正
」

と
「
救
済
」
の
美
名
の
も
と
、
時
に
は
強
権
発
動
を
伴
っ
て
、

暴
力
的
に
管
理
統
制
さ
れ
て
い
く
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

ど
う
や
ら
、
管
理
統
制
の
実
質
的
な
担
い
手
で
あ
るGH

Q

／SCA
P

に
お
い
て
、
対
日
占
領
政
策
施
行
上
の
指
導
原

理
と
な
っ
た
も
の
が
、〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
で
あ
っ
た
よ
う
な

の
だ
。
こ
の
こ
と
の
端
的
な
証
左
と
な
る
の
は
、
一
九
四
六

（
昭
和
二
十
一
）年
十
二
月
十
四
日
付
「
朝
日
新
聞
」「
読
売

新
聞
」
両
紙
の
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
た
、
教
会
関
係
者
宛
ダ
グ

ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
書
簡
で
あ
る
。
見
出
し（

24
）も
含
め
、

若
干
語
句
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
双
方
と
も
同
内
容
の
記

事
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
読
売
新
聞
」
か
ら
当
該
箇
所

を
抜
粋
す
る
。

　

日
本
人
の
精
神
生
活
は
戦
争
に
よ
り
空
白
と
な
つ
て
い
る

た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
人
の
間
に
布
教
す
る
の
は
現

在
が
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。
も
し
こ
の
機
会
が
ア
メ
リ
カ

の
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
達
に
よ
つ
て
十
分
に
利
用
さ
れ
た

な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
歴
史
上
如
何
な
る
経
済
的
、
政
治
的

革
命
が
達
成
し
た
よ
り
も
は
る
か
に
文
明
の
進
路
に
多
幸

の
前
途
を
も
た
ら
す
よ
う
な
精
神
革
命
が
達
成
さ
れ
よ
う
。

日
本
の
占
領
行
政
は
、
そ
の
当
初
か
ら
連
合
軍
の
兵
力
を

行
使
し
な
い
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
。
占
領
行
政
の
方
向

は
も
ち
ろ
ん
連
合
軍
の
政
治
目
標
の
達
成
に
し
つ
か
り
向

け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
歩
々
々
は
力
に
よ
る
と
か
、

連
合
軍
の
銃
剣
の
脅
威
に
よ
る
と
か
よ
り
も
、
正
義
、
寛

容
、
理
解
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
指
導
的
教
義
に
よ
つ
て

達
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
教
義
こ
そ
は
、
確
固
た
る
態
度

を
失
う
こ
と
な
く
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
施
し
て
来
た
総
て

の
占
領
政
策
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

日
本
人
民
の
自
覚
を
強
く
促
し
、
か
れ
ら
を
し
て
キ
リ
ス
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ト
教
に
極
力
む
か
わ
せ
る
起
因
と
な
つ
て
い
る
。

　
（
※
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
適
宜
句
読
点
を
改
変
・
補
足
し
た
。）

　

む
ろ
ん
右
の
記
事
は
、「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
が
発
表
さ
れ

た
二
ヶ
月
後
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
作
品
と
関
連
づ
け
る
に

は
多
少
の
留
保
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、GH

Q

／

SCA
P

が
占
領
の
初
期
段
階
か
ら
日
本
を
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉

化
し
よ
う
と
も
く
ろ
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と（

25
）、
あ
る
い
は
、

マッ
カ
ー
サ
ー
を
〝
日
本
を
救
う
キ
リ
ス
ト
〟
に
な
ぞ
ら
え
る

言
説
が
日
本
国
内
に
民
間
レ
ベ
ル
で
存
在
し
て
い
た
こ
と（

26
）な

ど
を
考
量
す
れ
ば
、
右
の
記
事
を
、
被
占
領
下
の
日
本
に
お

い
て
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
が
担
っ
て
い
た
主
な
役
割
の
一
つ
を

考
え
る
た
め
の
参
照
項
と
す
る
の
に
、
そ
れ
ほ
ど
支
障
は
な

い
と
判
断
さ
れ
る
。

　

で
は
、本
節
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
、〈
闇
市
〉

と
〈
浮
浪
児
〉
と
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
を
め
ぐ
る
同
時
代
言
説

の
特
徴
を
踏
ま
え
た
場
合
、「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
は
、
ど
の

よ
う
に
意
味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

五
、
む
す
び
に
代
え
て　
―
―
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
の
批
評
性

　

あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、
本
稿
第
二
節
・
第
三
節

の
表
現
分
析
を
通
し
て
導
出
し
た
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
の

「
倫
理
」
と
は
、〈
闇
市
〉
と
〈
浮
浪
児
〉
を
シ
ニ
カ
ル
に
眺

め
る
傍
観
者
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
、「
虚
栄
心
」
に
よ
っ
て

「
劣
情
」（「
俗
悪
劣
等
な
る
性
根
」）を
隠
蔽
す
る
こ
と
で
成
り
立

つ
高
踏
的
な
擬
態
を
放
棄
し
、「
劣
情
」
を
有
す
る
「
卑
賤

の
身
」
こ
そ
が
救
済
に
値
す
る
と
い
う
、
文
学
者
・
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
チ
ャ
で
あ
る
「
わ
た
し
」
の
〝
卑
し
さ
の
自
覚
〟
の

謂
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、「
わ
た
し
」
が
〈
闇
市
〉

の
人
々
―
―
「
恥
知
ら
ず
の
市
場
」
の
「
劣
情
旺
盛
」
な

「
賤
民
仲
間
」
―
―
と
連
帯
し
て
い
く
、〝
卑
賤
の
つ
な
が

り
〟
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
共
同
性
の
構
築
可
能
性
を
示
唆

す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。問
題
は
、如
上
の
「
倫
理
」
を
「
わ

た
し
」
が
感
得
す
る
過
程
に
お
い
て
、〈
浮
浪
児
〉
の
少
年

が
「
イ
エ
ス
」
で
あ
り
「
ク
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
確
信
す
る

に
至
る
、〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
の
信
仰
告
白
の
枠
組
み
が
要
請

さ
れ
た
こ
と
の
必
然
性
で
あ
る
。

　

こ
の
問
い
は
、
前
節
で
確
認
し
た
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
照
ら
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、〈
闇
市
〉
の
「
賤
民
仲
間
」
と
同
じ
よ

う
な
「
俗
悪
劣
等
な
る
性
根
」
を
有
す
る
「
卑
賤
の
身
」
こ

そ
が
救
済
に
値
す
る
と
い
う
逆
説
的
な
「
倫
理
」
を
、
同
時

代
に
お
い
て
「
救
済
」
の
美
名
の
も
と
に
暴
力
的
に
「
狩
り

込
」
ま
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
〈
浮
浪
児
〉
の
少
年
か
ら
の
「
救

ひ
の
メ
ッ
セ
ー
ヂ
」
と
と
ら
え
る
こ
と
に
、
は
た
し
て
ど
の

よ
う
な
意
味
を
読
み
込
め
る
の
か
、
と
。
以
下
、
こ
の
問
い

に
対
す
る
本
稿
の
回
答
を
、
順
を
追
っ
て
詳
論
し
よ
う
。

　

第
一
に
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
は
、
焼
け
跡
の
〈
闇
市
〉
に

出
現
し
た
〈
浮
浪
児
〉
の
少
年
を
、〈
闇
市
〉
の
一
員
で
あ

る
「
わ
た
し
」
を
救
済
す
る
「
ク
リ
ス
ト［
救
い
主
］」
に
な

ぞ
ら
え
る
こ
と
で
、
当
時GH

Q

／SCA
P

に
よ
っ
て
救
済
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さ
れ
る
対
象
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
〈
浮
浪
児
〉
を
、
救

済
す
る
主
体
の
位
置
へ
転
倒
さ
せ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

の
上
さ
ら
に
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
は
、〈
闇
市
〉
と
〈
浮
浪

児
〉
と
「
わ
た
し
」
と
い
う
、
本
来
な
らGH

Q

／SCA
P

に
よ
っ
て
管
理
統
制
さ
れ
る
対
象
の
側
に
あ
る
は
ず
の
三
者

の
み
に
よ
っ
て
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
的
な
救
済
の
ド
ラ
マ
を
創

り
出
し
、
そ
の
結
果
、
あ
た
か
も
み
ず
か
ら
が
「
ク
リ
ス
ト

［
救
い
主
］」
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
〈
闇
市
〉
と
〈
浮
浪

児
〉
を
「
粛
正
」「
救
済
」
し
て
い
くGH

Q

／SCA
P

を
、

救
済
す
る
主
体
の
位
置
か
ら
追
い
落
と
し
て
し
ま
う
の
だ
。

　

以
上
の
よ
う
な
一
連
の
事
態
は
、「
正
義
、
寛
容
、
理
解

と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
指
導
的
教
義（

27
）」
に
基
礎
づ
け
ら

れ
たGH

Q

／SCA
P

の
対
日
占
領
政
策
に
内
在
す
る
非
対

称
か
つ
暴
力
的
な
権
力
関
係
―
―
「
粛
正
」
や
「
救
済
」
の

美
名
の
も
と
、
占
領
者
が
被
占
領
者
を
一
方
的
に
管
理
統
制

す
る
関
係
―
―
を
内
側
か
ら
瓦
解
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
文
学

者
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
も
含
め
た
敗
戦
国
国
民
一
人
一
人

の
、「
倫
理
」
を
介
し
た
あ
り
う
べ
き
連
帯
の
あ
り
方
を
示

唆
す
る
こ
と
で
、
被
占
領
と
い
う
管
理
状
態
か
ら
の
〝
救
済

の
物
語
〟
を
提
示
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ

う
し
た
、GH

Q

／SCA
P

の
管
理
体
制
に
対
す
る
批
判
的

含
意
こ
そ
、
本
作
に
お
け
る
「
世
相
諷
刺
」
の
内
実
で
あ

り
、
か
つ
ま
た
、「
わ
た
し
」
と
い
う
文
学
者
の
認
識
の
転

変
を
通
し
て
作
中
に
構
造
化
さ
れ
た
、
被
占
領
下
の
敗
戦
国

国
民
に
お
け
る
〝
卑
し
さ
の
自
覚
〟
に
よ
る
連
帯
可
能
性
―

―
〝
卑
賤
の
つ
な
が
り
〟
の
構
築
可
能
性
―
―
の
含
意
こ
そ
、

〝
被
占
領
〟
と
い
う
時
代
状
況
に
対
し
て
本
作
が
内
含
す
る

批
評
性
の
内
実
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
第
一
節
で
引
用
し
た
野
村
喬（
注（
12
）に
同
じ
）が
、「
占

領
下
の
わ
が
国
に
お
け
る
二
重
政
体
は
新
約
聖
書
の
時
代
と

ま
ざ
ま
ざ
と
見
合
う
も
の
で
あ
つ
た
し
、
だ
れ
に
し
て
も

ロ
ー
マ
人
さ
な
が
ら
の
連
合
国
人
を
描
き
出
す
な
ど
思
い
も

よ
ら
ぬ
こ
と
だ
つ
た
ろ
う
。
現
に
あ
る
の
は
、
解
放
の
錯
覚

ば
か
り
だ
つ
た
。」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
周
到
精
緻
な
検
閲

が
行
わ
れ
て
い
た
敗
戦
直
後
の
時
空
間
に
お
い
て
、GH

Q

／SCA
P

へ
の
直
接
的
な
批
判
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、「
政
治
と
文
学
」
の
理
想
的
な

関
係
を
め
ぐ
る
議
論
が
メ
デ
ィ
ア
を
に
ぎ
わ
せ
て
い
た
当
時

に
お
い
て
、「
日
本
の
問
題
がO

ccupied Japan

問
題
で

あ
る
と
い
う
一
番
明
瞭
な
、
一
番
肝
腎
な
点
を
伏
せ
た
政
治

や
文
化
に
関
す
る
言
動
」
ほ
ど
「
間
の
抜
け
た
、
ふ
ざ
け
た

も
の
は
な
い（

28
）」
こ
と
も
ま
た
、
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

で
は
、
検
閲
に
よ
る
表
現
の
制
約
を
桎
梏
と
し
て
負
い
な

が
ら
、
政
治
に
批
評
的
に
関
与
し
て
い
く
文
学
の
言
葉
は
い

か
に
し
て
可
能
だ
っ
た
の
か
。
そ
う
し
た
困
難
な
歴
史
的
社

会
的
課
題
を
踏
ま
え
る
時
、本
稿
で
読
み
か
え
を
試
み
た「
焼

跡
の
イ
エ
ス
」
は
、
占
領
さ
れ
た
側
を
象
徴
す
る
〈
闇
市
〉

と
〈
浮
浪
児
〉
を
、
占
領
す
る
側
の
論
理
を
基
礎
づ
け
て
い

た
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
の
枠
組
み
で
も
っ
て
語
る
と
い
う
、
し

た
た
か
な
言
葉
の
戦
略
で
如
上
の
課
題
を
実
践
し
て
み
せ
た
、

数
少
な
い
文
学
作
品
の
一
つ
と
価
値
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金（
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支

援
、
課
題
番
号
：
二
二
八
二
〇
〇
六
二
、
平
成
二
十
二
～
二

十
三
年
度
交
付
）な
ら
び
に
、
平
成
二
十
二
～
二
十
三
年
度

日
本
大
学
商
学
部
研
究
費（
個
人
）に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ

る
。

〔
注
〕

（
１
）　

野
口
武
彦
「
見
立
て
創
世
紀マ
マ

の
世
界
」（『
石
川
淳
論
』

筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
・
二
、
二
四
三
頁
）。

（
２
）　

山
口
俊
雄
「
第
十
章　
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
論
」（
初
出

原
題
「
石
川
淳
『
焼
跡
の
イ
エ
ス
』
論
―
語
り
手
《
わ

た
し
》
を
編
集
す
る
〈
作
者
〉」、『
國
語
と
國
文
學
』

二
〇
〇
〇
・
五
、『
石
川
淳
作
品
研
究
―
「
佳
人
」
か

ら
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
ま
で
』
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇

五
・
七
、
所
収
、
引
用
は
単
行
本
三
六
二
頁
）。

（
３
）　

天
野
知
幸
「
第
３
章
〝
感
触
〟
と
し
て
の
戦
後
―
―
石

川
淳
、
金
子
光
晴
が
描
い
た
〈
皮
膚
〉
と
〈
孔
〉」（
坪
井
秀

人
／
藤
木
秀
朗　
編
著
『
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
戦
後
』

青
弓
社
、
二
〇
一
〇
・
三
、
所
収
、
引
用
は
五
二
頁
）。

（
４
）　

本
多
秋
五
「『
焼
跡
の
イ
エ
ス
』
の
衝
撃
」（『
週
刊
読

書
人
』
一
九
五
九
・
三
／
二
十
三
、
引
用
は
『
物
語
戦

後
文
学
史
（
全
）』
新
潮
社
、
一
九
六
六
・
三
、
八
五
頁
）。

（
５
）　

佐
々
木
基
一　「
人
間
は
何
処
に
ゐ
る
か
」（『
人
間
』
一

九
四
七
・
一
、
一
七
九
―
一
八
一
頁
）。

（
６
）　

代
表
的
な
論
考
と
し
て
、
本
多
秋
五
「
芸
術　

歴
史　

人
間
」（『
近
代
文
学
』　
一
九
四
六
・
一
）、
荒
正
人
「
第

二
の
青
春
」（『
近
代
文
学
』　
一
九
四
六
・
二
）
な
ど
。

な
お
、
荒
も
ま
た
、「
こ
と
し
の
収
穫　
ベ
ス
ト
・
ス
リ
ー

を
き
く
」（「
読
売
新
聞
」
朝
刊
、
一
九
四
六
・
十
二
／

三
十
）
に
お
い
て
、「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
７
）　
『
近
代
文
学
』
グ
ル
ー
プ
と
坂
口
安
吾
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「「
い
づ
こ
へ
」
論
―
―
同
時
代
言
説
と
の

接
点
に
つ
い
て
」（『
国
文
学　
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
六
・

十
一
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
８
）　

こ
の
部
分
は
本
稿
第
二
節
・
第
三
節
に
該
当
し
、
既
発

表
の
拙
文
「
語
り
の
遠
近
法　

石
川
淳
「
焼
跡
の
イ
エ

ス
」　
解
説
」（
河
野
龍
也
・
佐
藤
淳
一
・
古
川
裕
佳
・
山
根

龍
一
・
山
本
良　
編
著
『
大
学
生
の
た
め
の
文
学
ト
レ
ー

ニ
ン
グ　
近
代
編
』
三
省
堂
、
二
〇
一
二
・
一
、
一
三

七
―
一
三
八
頁
）　
の
論
旨
を
大
幅
に
敷
衍
し
た
も
の
で

あ
る
。

（
９
）　

藤
川
徹
至
「
四
六
年
の
文
学
回
顧
」（『
新
小
説
』　
一
九

四
七
・
一
、
六
一
頁
）。

（
10
）　

江
藤
淳
『
閉
さ
れ
た
言
語
空
間　
占
領
軍
の
検
閲
と
戦
後
日

本
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
九
・
八
）、
横
手
一
彥
『
被

占
領
下
の
文
学
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』
資
料
編
お
よ

び
論
考
編
（
武
蔵
野
書
房
、一
九
九
五
・
十
、一
九
九
六
・

二
）、
山
本
武
利
『
占
領
期
メ
デ
ィ
ア
分
析
』（
法
政
大

学
出
版
局
、　
一
九
九
六
・
三
）、
横
手
一
彥
『
敗
戦
期

文
学
試
論
』（
イ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ア
イ
、
二
〇
〇
四
・
九
）、

山
本
武
利
編
『
占
領
期
文
化
を
ひ
ら
く
―
雑
誌
の
諸
相
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―
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
・
八
）
な
ど
。

（
11
）　

敗
戦
直
後
の
第
一
作
で
あ
る
「
黄
金
伝
説
」（『
中
央
公

論
』　
一
九
四
六
・
三
）
を
単
行
本
『
黄
金
伝
説
』（
中

央
公
論
、　
一
九
四
六
・
十
一
）
に
収
録
す
る
際
、
あ

ら
た
め
て
検
閲
に
よ
る
部
分
削
除
を
命
じ
ら
れ
、
結

局
、
表
題
作
未
収
録
の
ま
ま
単
行
本
を
刊
行
す
る
と
い

う
異
例
の
事
態
と
な
っ
た
。
詳
し
く
は
、
横
手
一
彥

「『
黄
金
伝
説
』
は
二
度
つ
く
ら
れ
た
―
―
石
川
淳
『
黄

金
伝
説
』」（『
近
代
文
学
論
集
』　
一
九
九
七
・
十
一
、
注

（
10
）前
掲
『
敗
戦
期
文
学
試
論
』
所
収
）
を
参
照
。

（
12
）　

野
村
喬　「
石
川
淳
―
―
石
川
淳
の
場
合
に
お
け
る
無
頼
」

（『
国
文
学　
解
釈
と
鑑
賞
』　
一
九
七
〇
・
十
二
、
八
六

頁
）。

（
13
）　

高
見
順
「
イ
ン
フ
レ
と
筍
生
活
―
―
昭
和
二
十
一
年
四

月
一
日
～
昭
和
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
―
―
」（『
高
見
順

日
記　
第
七
巻
』
勁
草
書
房
、　
一
九
六
五
・
三
）、
山
田

風
太
郎
『
戦
中
派
焼
け
跡
日
記　
昭
和
21
年
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
二
・
八
）。

（
14
）　

こ
の
点
に
関
連
し
て
天
野
注　（
３
）　
前
掲
論
文
（
五
三

―
五
四
頁
）
は
、「「
闇
市
」
に
向
け
ら
れ
る
視
線
は
一

貫
し
て
傍
観
者
の
そ
れ
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
は
「
闇

市
」
の
光
景
と
そ
こ
に
渦
巻
く
欲
望
を
客
観
的
に
批
評

す
る
視
点
を
保
と
う
と
す
る
」と
指
摘
し
て
い
る
。「
一

貫
し
て
」
か
ど
う
か
に
は
議
論
の
余
地
が
残
る
も
の
の
、

示
唆
的
な
指
摘
で
あ
る
。
本
稿
で
は
天
野
の
指
摘
を
踏

ま
え
つ
つ
、
よ
り
詳
細
に
、
語
り
手
の
視
線
の
特
徴
と

そ
の
転
変
の
力
学
を
検
討
し
て
い
く
。

（
15
）　

傍
線
部
を
指
し
て
、狩
野
啓
子「『
焼
跡
の
イ
エ
ス
』論
」

（
森
安
理
文
・
本
田
典
國
編
『
石
川
淳
研
究
』
三
弥
井

書
店
、
一
九
九
一
・
十
一
、
所
収
、
一
一
九
頁
）
は
、「
律

法
以
前
の
混
沌
た
る
「
俗
」
の
場
と
し
て
の
闇
市
も
真

の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
場
で
は
な
い
こ
と
」
を
示
唆
し
、
天

野
注　（
３
）　
前
掲
論
文　（
五
六
頁
）　
は
、「
取
り
締
ま
り

の
対
象
と
は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
制
度
に
拘
束
さ

れ
、
そ
れ
に
馴
致
さ
れ
た
人
々
の
日
常
感
覚
で
満
た
さ

れ
た
場
に
す
ぎ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
16
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
永
淵
道
彦
「
焼
跡
の
「
少
年
」

と
は
何
者
か
―
―
石
川
淳
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
論
―
―
」（『
筑

紫
女
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
二
〇
〇
五
・
一
、
九
頁
）

に
指
摘
が
あ
る
。

（
17
）　

注　（
12
）　
に
同
じ
。

（
18
）　

山
口
注　（
２
）　
前
掲
書
、
三
六
八
頁
。

（
19
）　
「
従
来
の
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
論
に
お
い
て
、
闇
市
の

ム
ス
ビ
屋
の
女
の
足
ほ
ど
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
も

の
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
塩
崎
文
雄
「
石
川
淳
に

お
け
る
戦
後
の
出
発
―
―
生
活
の
根
源
的
収
斂
の
意
義
を
め

ぐ
っ
て
―
―
」（『
日
本
文
学
』　
一
九
七
七
・
十
二
、
一

四
頁
）
は
、
傍
線
部
の
箇
所
を
引
き
、「
作
品
の
根
柢

的
部
位
と
通
い
合
う
問
題
を
多
く
孕
む
」
と
し
た
上
で
、

「〈
露
店
の
女
の
足
〉
と
い
う
こ
の
表
象
に
、
戦
後
文

学
が
課
題
の
一
つ
と
し
て
担
っ
た
、
肉
体
の
復
権
と
い

う
問
題
を
重
ね
あ
わ
せ
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
過
褒
で
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は
な
い
だ
ろ
う
」
と
、
示
唆
的
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

（
20
）　

一
九
四
六（
昭
和
二
十
一
）年
五
月
三
十
日
に
上
野
で

起
こ
っ
た
、
警
官
五
百
名
と
露
天
商
と
の
乱
闘
騒
ぎ
を

指
す
（「
禁
制
品
の
闇
市
場
に
／
武
装
警
官
の
奇
襲
／

上
野
の
乱
闘　

ピ
ス
ト
ル
が
飛
ぶ
」「
朝
日
新
聞
」
朝
刊
、

一
九
四
六
・
五
／
三
十
一
、
よ
り
）。

（
21
）　

敗
戦
後
に
、
警
視
庁
に
よ
る
〈
闇
市
〉
取
締
り
関
係
の

記
事
が
現
れ
る
の
は
、
管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
で
は
一

九
四
五（
昭
和
二
十
）年
九
月
二
十
八
日
付
「
朝
日
新

聞
」
朝
刊
で
あ
る
。
な
お
、
翌
年
一
月
十
九
日
付
同
紙

朝
刊
に
は
「〝
闇
市
〟
の
汚
名
を
雪
ぐ
／
明
い
〝
連
鎖

市
場
〟
へ
／
全
国
の
露
天
商
を
再
編
成
」
の
大
見
出
し

が
、
同
年
五
月
二
十
五
日
付
同
紙
朝
刊
に
は
「
露
店
を

キ
レ
イ
に
」
の
小
見
出
し
が
そ
れ
ぞ
れ
散
見
さ
れ
る
ほ

か
、
そ
の
後
も
「
朝
日
新
聞
」
に
は
、
同
年
八
月
一
日

の
八
・
一
粛
正
前
後
ま
で
、〈
闇
市
〉
取
締
り
関
係
の

記
事
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
一
九
四
五（
昭
和
二
十
）年

十
一
月
二
十
八
日
付
「
朝
日
新
聞
」
朝
刊
に
「
無
料
宿

泊
所
／
上
野
駅
付
近
に
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
、「
マ

ツ
ク
ア
ー
サ
ー
司
令
部
で
は
こ
れ
ら
［
上
野
駅
構
内
で

寝
泊
ま
り
す
る
］
浮
浪
者
群
に
対
し
て
は
餓
死
者
に
対

す
る
と
同
様
の
関
心
を
寄
せ
、
都
民
生
局
に
救
済
方
法

等
を
照
会
中
の
折
か
ら
」
云
々
と
い
う
記
事
が
見
え
る

ほ
か
、
翌
年
四
月
二
十
九
日
付
同
紙
朝
刊
に
「
全
国
で

浮
浪
児
保
護
／
委
員
会
や
審
問
所
も
設
置
」
と
い
う
見

出
し
の
も
と
、「
厚
生
省
が
連
合
軍
公
共
衛
生
厚
生
部

に
提
出
し
た
計
画
」
に
基
づ
い
て
「
浮
浪
児
童
の
救
護

措
置
」
の
全
国
的
実
施
が
決
定
し
た
旨
を
伝
え
る
記
事

が
見
え
、
さ
ら
に
同
年
六
月
十
一
日
付
同
紙
朝
刊
「
天

声
人
語
」
に
は
、「
マ
元
帥
の
四
月
占
領
報
告
の
中
に
、

少
年
犯
罪
は
上
昇
を
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
、
と
あ
る
。
ま
た

ヴ
ア
レ
ン
タ
イ
ン
氏
の
警
察
制
度
改
革
案
の
中
に
も
、

東
京
に
お
け
る
犯
罪
の
五
割
八
分
が
少
年
に
よ
る
も
の

だ
と
指
摘
し
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、GH

Q

／SCA
P

の

関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

（
23
）　EM

BRA
CIN

G D
EFEA

T
 Japan in the W

ake of 
W

orld W
ar

Ⅱ, John W
. D

ow
er, 1999, 

引
用
は

三
浦
陽
一
・
高
杉
忠
明
訳
『
増
補
版　
敗
北
を
抱
き
し
め

て
（
上
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
・
一
）
五
七
―
五

八
頁
。

（
24
）　
「
朝
日
新
聞
」
の
見
出
し
は
「
精
神
革
命
の
成
就
へ
／

マ
元
帥
書
簡　

キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
好
機
」、「
読
売
新

聞
」
の
見
出
し
は
「
日
本
の
占
領
政
策
／
銃
剣
よ
り
も

キ
リ
ス
ト
教
／
達
成
近
し
史
上
空
前
の
精
神
革
命
／
マ

元
帥
手
記
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
25
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
山
口
注（
２
）前
掲
書（
三
七
四
頁
）

は
、
江
藤
注　（
10
）　
前
掲
書
を
引
き
つ
つ
、「
占
領
軍
が
、

日
本
人
を
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
風
聞
な
ど
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。」
と
示
唆

し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
「
風
聞
」
の
出
所
と
し
て
は
、

以
下
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
言
説
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
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え
ば
、一
九
四
五（
昭
和
二
十
）年
九
月
二
十
六
日
付「
朝

日
新
聞
」
朝
刊
が
、「
日
本
人
の
再
教
育
」
と
い
う
見

出
し
の
も
と
、GH

Q

／SCA
P

に
お
け
る
「
学
校
問

題
を
処
理
す
る
教
育
部
長
」「
ハ
ロ
ル
ド
・
ヘ
ン
ダ
ー

ソ
ン
少
将
」
の
見
解
と
し
て
、「
彼
ら
［
日
本
人
］
は

キ
リ
ス
ト
教
的
指
導
も
民
主
主
義
的
方
法
も
持
た
な
い

が
、
こ
れ
ら
を
吸
収
す
る
こ
と
は
出
来
る
」
と
い
う
言

葉
を
伝
え
て
い
る
ほ
か
、
同
年
十
一
月
九
日
付
同
紙
朝

刊
は
、「
日
本
管
理
問
題
の
見
通
し
」
と
い
う
見
出
し

の
も
と
、「
来
朝
中
の
Ａ
Ｐ
通
信
外
報
部
長
グ
レ
ン
・

バ
ツ
ブ
氏
」
の
論
評
と
し
て
、「
マ
ツ
ク
ア
ー
サ
ー
元

帥
は
も
し
も
日
本
が
キ
リ
ス
ト
教
国
と
な
る
や
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
世
界
に
と
つ
て
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と

で
あ
る
が　（
略
）　
こ
の
大
転
換
は
困
難
で
あ
る
と
み
て

ゐ
る
、
し
か
し
軍
国
主
義
の
崩
潰
と
共
に
そ
の
強
力
な

精
神
的
武
器
で
あ
つ
た
神
道
は
激
動
を
う
け
て
信
念
を

喪
失
し
、
他
の
信
仰
の
入
る
余
地
を
創
る
こ
と
に
な
つ

た
、
最
高
司
令
部
は
米
国
の
キ
リ
ス
ト
教
会
々
議
代
表

お
よ
び
カ
ト
リ
ツ
ク
教
会
の
大
司
教
を
日
本
に
招
請
し
、

戦
時
中
に
お
け
る
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
運
命
お
よ
び
新

時
代
に
お
け
る
伝
道
の
将
来
性
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を

行
ふ
便
宜
を
与
へ
て
ゐ
る
」
と
い
う
言
葉
を
伝
え
て
い

る
。

（
26
）　

袖
井
林
二
郎「
８　
贈
物
さ
ま
ざ
ま
」（『
拝
啓　
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
元
帥
様
―
―
占
領
下
の
日
本
人
の
手
紙
』
大
月
書

店
、
一
九
八
五
・
八
、
一
九
一
―
一
九
五
頁
）
参
照
。

（
27
）　

本
稿
第
四
節
末
尾
で
挙
げ
た
、
一
九
四
六（
昭
和
二
十

一
）年
十
二
月
十
四
日
付
「
読
売
新
聞
」
朝
刊
の
記
事

よ
り
。

（
28
）　

林
達
夫
「
新
し
き
幕
開
き
」（『
群
像
』　
一
九
五
〇
・
八
、

引
用
は『
林
達
夫
著
作
集
５　
政
治
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』

平
凡
社
、　
一
九
七
一
・
二
、
二
六
三
頁
）。
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