
Title 
「北村透谷におけるキリスト教」という問題 : 石坂ミナによる、

「再生」と「転倒」の有効性 

Author(s) 清水, 均 

Citation キリスト教と諸学 : 論集, Volume8, 1993.10 : 63-79 

URL 
http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/reps/modules/xoonips/de

tail.php?item_id=2991 

Rights  

 

 

 

 

 

 

 

聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

SEigakuin Repository for academic archiVE



「
北
村
透
谷
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
」

と
い
う
問
題

l

l
石
坂
ミ
ナ
に
よ
る
、

「
再
生
」
と
「
転
倒
」

の
有
効
性
l

l

清

71< 

均

(63) 

北
村
透
谷
に
つ
い
て
語
る
の
は
難
し
い
。
そ
の
困
難
さ
は
、
透
谷
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
の
難
解
さ
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
透

谷
に
つ
い
て
語
る
自
ら
の
姿
勢
を
い
か
に
定
位
す
る
か
と
い
う
語
る
行
為
そ
れ
自
体
の
中
に
あ
る
。

か
つ
て
、
透
谷
の
「
崇
拝
者
」
達
の
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
主
に
、
か
つ
て
自
由
民
権
運
動
に
関
わ
り
ゃ
が
て
文
学
と
い
う
表
現
行

為
へ
と
転
身
す
る
透
谷
の
足
跡
を
、
い
わ
ゆ
る
「
政
治
か
ら
文
学
へ
」
と
い
う
公
式
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
大
な
り
小
な
り
論
者
自
ら
の

生
き
る
方
向
性
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
「
私
の
透
谷
」
論
を
築
き
上
げ
る
と
い
っ
た
体
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
ら
「
崇

拝
者
」
達
の
論
調
は
、

一
方
で
反
動
勢
力
を
う
む
結
果
と
な
る
。
「
透
谷
嫌
い
」
で
あ
る
。
透
谷
そ
れ
自
身
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
透

谷
論
者
へ
の
嫌
悪
が
恐
ら
く
多
数
の
「
食
わ
ず
嫌
い
」
を
含
め
つ
つ
こ
う
し
た
「
反
透
谷
」
論
者
達
を
生
ん
だ
。

こ
う
し
た
「
透
谷
崇
拝
者
」
対
「
反
透
谷
論
者
」
の
図
式
は
、
勿
論
程
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
「
政
治
」
性
と
は
別
の
位



相
に
お
い
て
も
そ
の
後
も
残
存
し
、
透
谷
に
肩
入
れ
す
る
論
者
は
そ
の
「
激
烈
さ
」
に
「
本
物
」
を
見
ょ
う
と
し
、

一
方
、
「
反
透
谷
」
論

者
は
「
透
谷
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
の
存
在
な
の
か
、
過
大
評
価
で
は
な
い
の
か
」
「
透
谷
は
文
学
者
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ

た
疑
義
を
唱
え
る
と
い
っ
た
形
で
互
い
に
応
戦
し
つ
つ
今
日
に
到
る
。

そ
こ
で
、
今
日
何
ら
か
の
意
味
で
透
谷
に
意
義
を
見
い
出
し
こ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
人
々
は
、
と
り
あ
え
ず
「
崇
拝
者
」
た
る
影
を
帯

び
ざ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
テ
ク
ス
ト
の
精
密
で
誠
実
な
読
み
を
前
提
と
し
つ
つ
そ
の
後
の
方
向
と
し

て
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
の
検
証
、
文
体
の
割
り
出
し
な
ど
幾
つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
考
え
ら
れ
る
が
、
既
に
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て

は
、
最
初
か
ら
前
述
の
ご
と
き
研
究
の
推
移
と
は
無
縁
の
地
点
に
位
置
し
た
人
々
か
ら
す
ぐ
れ
た
成
果
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
キ
リ
え
ト
教
に
関
し
て
言
及
す
る
場
合
、
ご
と
は
複
雑
さ
を
増
し
て
く
る
。
も
と
も
と
透
谷
を
崇
拝
す
る
に
せ
よ
崇
拝
し
な

い
に
せ
よ
、
透
谷
に
何
ら
か
の
意
義
を
見
い
出
す
場
合
、
そ
の
魅
力
の
根
底
に
は
彼
が
挫
折
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
(
あ
る
い
は
挫
折
し
た

(64) 

が
ゆ
え
に
)
、
何
か
こ
と
の
本
質
を
先
鋭
的
に
掴
ん
で
い
て
、
完
全
な
形
で
は
な
い
が
そ
の
「
本
質
性
」
を
我
々
に
提
示
し
て
い
る
と
い
う

感
触
が
あ
る
。
こ
の
挫
折
は
具
体
的
に
は
政
治
運
動
か
ら
の
離
脱
で
あ
っ
た
り
、
自
殺
で
あ
っ
た
り
、
作
品
の
未
完
で
あ
っ
た
り
と
様
々

な
要
素
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
総
体
と
し
て
透
谷
の
自
殺
の
背
後
か
ら
発
光
さ
れ
る
あ
る
「
先
見
性
」
「
本
質
性
」
ら
し
き
も
の
に
対
し

て
こ
れ
を
掬
い
出
そ
う
、
明
確
な
形
を
与
え
よ
う
と
い
う
気
に
我
々
を
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
透
谷
の
入
信
が
政
治
運
動
の
挫
折
を

契
機
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
挫
折
か
ら
の
再
生
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
「
本
質
的
」
意
味
を
持
ち
、
結
果
と
し
て

生
涯
に
わ
た
る
透
谷
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
全
体
を
過
大
に
評
価
し
て
し
ま
う
危
険
を
伴
う
の
だ
。

し
か
し
、
こ
と
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
を
導
入
す
る
場
合
、
そ
の
導
入
自
体
に
あ
る
種
の
困
難
さ
が
付
帯
し
て
し

ま
う
の
だ
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
(
あ
る
い
は
宗
教
全
般
で
あ
る
が
特
に
キ
リ
ス
ト
教
)
を
視
点
と
す
る
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
を
軽
視
す

る
姿
勢
と
同
等
の
程
度
を
も
っ
て
過
度
に
こ
れ
を
重
視
す
る
姿
勢
、
言
う
な
れ
ば
、
透
谷
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
自
体
へ
の
思
い
入
れ
が



か
け
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
で
論
ず
る
際
に
は
、
こ
と
に
肯
定

的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
過
度
に
評
価
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
い
、

フ
ラ
ッ
ト
に
キ
リ
ス
ト
教
を
語
る
こ
と
が

難
し
い
状
況
と
い
う
の
が
出
来
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
日
本
人
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
峠
す
る
際
に
帯
び
る
肯
定
、
否
定
両
様
の
主
観
性

が
批
評
の
場
で
誇
張
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
透
谷
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
価
値
評
価
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
と
、

透
谷
個
有
の
問
題
|
|
入
信
の
事
実
の
重
さ
を
ど
の
範
囲
ま
で
有
効
と
す
る
か
ー
ー
ー
と
い
う
二
重
の
意
味
で
の
困
難
さ
が
存
す
る
の
で
あ

る
。
勿
論
、
前
者
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
を
過
大
視
す
れ
ば
、
当
然
後
者
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
は
過
大
な
「
有
効
性
」
が
か
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
た
と
え
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
フ
ラ
ッ
ト
な
立
場
を
取
り
え
た
と
し
て
も
、
透
谷
の
再
生
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
の
個
有
の
意
義
を
過
剰
に
評
価
し
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
殊
に
問
題
な
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
影
響
」
と
い
っ
た
類

り
一
一
一
口
説
で
あ
る
。

(65) 

そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
フ
ラ
ッ
ト
に
語
る
こ
と
の
困
難
さ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
論
者
が
文
学
者
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

の
意
義
を
説
く
た
め
の
説
得
力
の
あ
る
切
り
口
を
獲
得
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
「
影
響
」
と
い
う
極
め
て
暖
昧
な

言
説
に
依
存
し
、
そ
の
結
果
、
論
が
い
わ
ゆ
る
牽
強
付
会
の
表
情
を
持
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
陥
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
透
谷

は
受
洗
し
て
お
き
な
が
ら
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
最
後
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は
残
っ
て
い
た
と
言
え
る
」
と
か
、
透
谷
以

外
で
も
、
「
藤
村
の
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は
背
教
的
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
言
え
る
の
だ
」
と
か
、
「
枕

元
に
聖
書
を
お
い
て
自
殺
し
た
芥
川
は
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
論
調
を

耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
に
一
体
何
程
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
「
影
響
が
あ
る
」
と
言
っ
た
と
し
て

も
「
影
響
が
な
い
」
と
言
っ
た
に
し
て
も
、
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
事
も
言
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
。
こ
う
し



た
言
い
回
し
は
ま
さ
に
日
本
人
的
な
の
だ
。

柄
谷
行
人
は
か
つ
て
「
日
本
の
近
代
文
学
の
源
泉
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
影
響
を
与
え
た
と
い

う
意
味
で
は
な
い
。
(
中
略
)
く
り
か
え
し
て
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
『
影
響
』
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
」
(
「
私
小
説
の
系
譜
学
」
、
昭

和
五
三
・
一
二
「
国
文
学
」
)
と
カ
ッ
コ
で
「
影
響
」
と
い
う
語
を
く
く
っ
て
い
た
が
、
ま
さ
に
忌
避
す
べ
き
な
の
は
生
の
ま
ま
丸
出
し
で

「
影
響
」
と
い
う
語
を
用
い
る
態
度
で
あ
り
、
更
に
は
カ
ッ
コ
つ
き
で
「
影
響
」
と
い
う
語
を
否
定
的
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
批
評

状
況
そ
の
も
の
な
の
だ
。
い
ま
や
大
切
な
の
は
そ
の
先
な
の
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
」
は
も
は
や
カ
ッ
コ
付
き
か
ら
解
放
さ
れ
て

新
し
い
切
り
口
が
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
代
の
詩
人
、
小
説
家
で
、

い
わ
ゆ
る

H

キ
リ
ス
ト
教
離
れ
H

を
し
た
人
達
は
多
い
。
透
谷
も
そ
の
一
人
と
さ
れ
る
。
そ
の
あ
た
り
の

(66) 

事
情
を
た
と
え
ば
「
ロ
マ
ン
派
」
の
詩
人
に
関
し
て
評
家
は
次
の
よ
う
に
と
き
あ
か
し
て
い
る
。

-
結
局
キ
リ
ス
ト
教
は
信
仰
と
し
て
よ
り
も
ム
!
ド
と
し
て
彼
を
ひ
き
つ
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
独
歩
が
結
婚
に
破
れ
藤
村
が
失
恋
す
る

と
と
も
に
教
会
を
は
な
れ
た
事
実
は
、

こ
の
よ
う
な
気
分
的
な
も
の
の
彼
等
の
う
ち
に
お
け
る
崩
壊
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

中

略
)
彼
は
詩
に
酔
う
よ
う
に
信
仰
に
酔
っ
た
。
そ
れ
は
青
年
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
立
脚
し
た
夢
の
よ
う
な
感
情
に
す
ぎ
な
い

(
吉
田
精
一

「
正
宗
白
鳥
」
)

-
こ
の
入
信
(
注
・
藤
村
の
)
は
特
別
な
内
的
動
機
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
築
地
居
留
地
か
ら
移
転
し
た
ば
か
り
で
居
留
地
文
化
の
雰

囲
気
を
濃
厚
に
残
し
て
い
た
明
治
学
院
の
校
風
や
文
明
開
化
的
な
教
会
風
俗
に
影
響
さ
れ
た
点
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
(
笹
測
友
一



「
明
治
大
正
期
の
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
有
島
武
郎
・
上
」
)

-
彼
等
(
注
・
独
歩
、
藤
村
)
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
結
局
、
異
国
の
宗
教
の
持
つ
浪
漫
的
な
情
緒
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
河
村
政
敏
「
ロ
マ
ン
主
義
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
)

「
ム
l
ド
」
と
い
い
「
雰
囲
気
」
と
い
い
「
情
緒
」
と
い
い
、
要
す
る
に
独
歩
や
藤
村
が
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
た
の
は
入
信
の
理
由
が

極
め
て
希
薄
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
「
影
響
」
と
い
う
言
葉
と
同
様
こ
れ
ら
の
言
葉
も
、
結
局
彼
等
に

と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
何
ら
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
事
実
と
し
て
彼
等
の
動
機
は
希
薄
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か

し
、
入
信
の
動
機
の
軽
重
を
測
っ
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
離
れ
た
理
由
に
直
結
し
な
い
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
を
捉
え
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
動
機
を
云
々
す
る
な
ら
ば
「
良
心
に
反
し
、
強
制
さ
れ
て
」
入
信
し
た
内
村
鑑
三
は
何
と
軽
薄
な
動
機
で
あ
っ
た
こ

(67) 

と
か
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
内
村
は
明
治
に
お
い
て
突
出
し
た
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
「
何
故
」
で
は
な
く
、
ま

さ
に
内
村
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
「
い
か
に
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
い
か
に
」
と
い
う
経
過
の
中
で
具
体
的
に
キ
リ
ス
ト
教
が
彼

等
に
何
を
刻
印
し
て
い
る
か
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
話
を
透
谷
に
戻
そ
う
。
彼
の
入
信
が
政
治
運
動
挫
折
後
の
自
己
再
生
に
関
わ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
言

わ
ば
自
己
の
存
在
性
を
問
う
、
あ
る
意
味
で

H

重
み
H

を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
根
源
的
に
言
え
ば
、
透
谷
は
石
坂

ミ
ナ
を
愛
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
近
づ
い
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
。
ミ
ナ
と
い
う
存
在
に
ま
つ
わ
る
か
ら
こ
そ
、
キ
リ

ス
ト
教
単
独
で
は
な
く
ミ
ナ
と
の
複
合
体
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
透
谷
は
キ
リ
ス
ト
教
に
近
づ
き
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
透
谷
が
軽
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ま
た
逆
に
、

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
透
谷
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
重
要
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
も
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
入
信
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
聖
書
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
透
谷
に
と
っ
て



(
他
の
文
学
者
に
と
っ
て
も
)
の
キ
リ
ス
ト
教
の
重
さ
の
問
題
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
受
洗
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教

的
な
「
様
態
」
を
過
剰
に
評
価
し
て
、
金
科
玉
条
の
ご
と
く
そ
れ
を
揺
る
ぎ
な
い
事
実
と
見
倣
す
よ
う
な
楽
天
的
態
度
は
慎
む
べ
き
な
の

だ
。
問
題
と
す
べ
き
は
キ
リ
ス
ト
教
を
付
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
透
谷
内
部
で
い
か
な
る
価
値
の
転
倒
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
検
証
す
べ
き
は
あ
く
ま
で
言
説
で
あ
り
、
そ
の
変
容
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
転
倒
が
な
け
れ
ば
持
ち
得
な
か
っ
た

言
説
は
何
か
。
そ
し
て
そ
の
言
説
が
い
か
に
変
容
し
た
の
か
。

透
谷
が
ミ
ナ
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
体
験
し
た
転
倒
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
恋
愛
」
の
発
見
で
あ
石
。

-
鳴
呼
人
間
精
神
の
脆
弱
な
る
一
に
此
に
至
る
や
、
ラ
ブ
の
権
勢
の
旺
織
な
る
持
た
又
た
此
に
至
ら
ん
と
は
、
余
は
明
治
二
十
年
八
月

廿
一
日
ま
で
は
不
信
心
者
の
一
人
な
り
、
復
た
余
は
曾
っ
て
社
界
を
罵
っ
て
止
ま
ざ
る
者
な
り
、
其
徳
法
道
義
を
軽
蔑
し
て
足
下
に

(68) 

踏
付
け
居
た
る
者
な
り
、
又
た
余
は
賓
に
数
多
の
婦
人
を
苦
し
め
て
自
ら
似
て
快
し
と
し
た
る
者
な
り
、
余
は
既
に
ラ
ブ
す
可
き
の

婦
人
な
し
と
信
じ
て
、
全
く
心
を
此
道
に
絶
ち
た
り
し
、
計
ら
ざ
り
き
や
、
僅
々
一
ヶ
月
許
の
時
間
内
に
於
い
て
余
は
此
最
も
恐
る

べ
き
ラ
ブ
の
餓
鬼
道
に
陥
ら
ん
と
は
、
石
坂
美
那
嬢
は
曾
っ
て
相
知
れ
る
聞
な
り
、
然
れ
ど
も
互
い
に
親
密
の
交
際
を
結
び
し
は
賓

に
近
年
、
否
此
一
月
前
に
あ
り
け
り
、
鳴
呼
余
の
活
滋
な
る
生
活
と
嬢
の
築
審
あ
る
生
活
と
を
一
致
せ
ば
、
吾
人
の
快
楽
は
果
し
て

知
何
ぞ
や
、
余
は
凡
夫
の
一
疾
病
者
な
り
、
嬢
は
員
神
の
庭
に
生
長
す
る
萄
菊
の
美
果
な
り
(
中
略
)
此
夜
、
余
は
横
演
に
趣
き
つ
、

益
此
断
行
の
功
果
あ
り
し
を
護
見
せ
り
、
余
は
又
是
よ
り
員
神
の
功
徳
を
感
じ
出
せ
り
、
是
よ
り
員
神
の
忠
義
な
る
臣
下
た
ら
ん
事

を
も
決
意
せ
り
(
「
北
村
門
太
郎
の
一
生
中
最
も
惨
権
隔
た
る
一
週
間
」
)

こ
こ
に
は
「
恋
愛
」
を
媒
介
と
し
て
「
入
信
」
に
到
る
一
人
の
男
の
劇
的
な
転
回
の
構
図
が
、

い
や
、
転
回
の
認
識
の
構
図
が
鮮
明
に



描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
記
述
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
「
凡
夫
の
一
疾
病
者
」
た
る
自
分
と
「
員
神
の
庭
に
生
長
す
る
萄

菊
の
美
果
」
た
る
ミ
ナ
と
の
対
照
性
、
落
差
の
誇
張
で
あ
る
。
こ
の
対
照
性
は
こ
の
文
章
の
別
の
所
で
は
「
嬢
は
栄
盟
国
あ
る
一
婦
人
な
り
、

余
は
敗
訟
の
一
兵
卒
の
み
、
余
の
為
め
に
嬢
を
苦
し
め
ん
事
は
余
の
敢
て
せ
ざ
る
所
な
れ
ば
な
り
」
と
表
現
さ
れ
、
ま
た
他
の
書
簡
(
父

快
蔵
宛
書
簡
、

一
八
八
七
年
八
月
下
旬
)
で
も
「
嬢
は
員
の
神
の
教
を
以
て
衆
生
を
救
は
ん
と
す
る
有
要
の
一
貴
女
な
り
、
余
は
賓
に
大

敗
の
齢
、
成
す
所
な
き
一
糟
粕
の
み
」
と
繰
り
返
し
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
対
照
性
、
落
差
の
た
め
に
ミ
ナ
と
の
「
ラ
ブ
」
に
遼

巡
し
つ
つ
、
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
こ
れ
を
克
服
し
、
自
ら
を
ミ
ナ
の
圏
内
に
引
き
上
げ
る
と
こ
ろ
に
透
谷
に
と
っ
て
の
「
恋
愛
」

の
意
義
と
確
信
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
数
多
の
婦
人
を
苦
し
め
て
自
ら
以
て
快
し
」
と
し
、
そ
の
果
て
に
「
既
に
ラ
ブ
す
可
き
の

婦
人
な
し
と
信
じ
て
」
し
ま
う
状
況
に
陥
っ
て
い
た
透
谷
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
「
ラ
プ
す
可
き
」
対
象
と
し
て
ミ
ナ
が
現
れ
た
と
い
う
こ

と
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
「
恋
愛
」
の
階
梯
は
ミ
ナ
を
断
念
す
る
と
い
う
犠
牲
意
識
と
ひ
き
か
え
に
ま
ず
自
ら
の
「
入
信
」
と
い
う
段
階
を

(69) 

経
る
が
、
そ
の
「
入
信
」
は
ほ
ど
な
く
ミ
ナ
と
の

H

複
合
体
H

で
あ
る
こ
と
を
露
に
し
て
く
る
。

-
生
は
斯
く
の
如
く
し
て
勇
猛
に
も
我
痴
情
に
打
勝
ち
、
又
た
我
親
友
の
心
を
も
動
か
し
て
二
人
の
幸
福
を
恢
復
し
得
た
る
と
同
時

に
、
驚
く
可
き
洪
水
の
知
き
勢
力
を
以
て
神
に
感
謝
し
、
神
に
帰
依
す
可
き
を
護
悟
せ
り
、
余
が
斯
く
ま
で
勇
猛
な
る
決
心
を
成
し

得
し
は
、
是
れ
神
に
捧
ぐ
る
献
上
物
な
り
、
イ
ザ
我
れ
員
の
神
の
臣
下
と
な
り
、
神
に
忠
義
を
毒
す
可
し
、
我
れ
は
敗
軍
の
将
な
り

と
、
神
は
噺
り
給
ふ
ま
じ
、
神
は
却
て
我
を
あ
は
れ
ま
ん
、
左
な
り
、
左
な
り
、
我
身
は
神
に
捧
ぐ
可
し
、
我
心
は
神
に
従
ふ
て
、

及
ば
ん
限
り
は
神
を
敬
ひ
尊
ぶ
可
し
、
を
さ
ら
ば
、
左
ら
ば
、
イ
ザ
左
ら
ば
、
之
よ
り
慾
の
世
界
を
離
れ
、
員
の
神
の
園
に
遊
ぶ
を

待
つ
の
み
な
り
、
(
前
掲
父
快
蔵
宛
書
簡
)



そ
し
て
更
に
、
彼
等
の
「
ラ
プ
」
が
キ
リ
ス
ト
教
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
し
て
い
る
こ
と
が
透
谷
に
一
穫
の
特
権
意
識
を
付
与
す
る
こ
と

に
な
る
。

-
拝
啓
、
君
も
御
承
知
の
知
く
日
本
人
の
ラ
ブ
の
仕
方
は
、
賞
に
都
合
の
能
き
(
御
手
前
主
義
)
需
に
出
来
て
居
り
ま
す
、
彼
等
は
情

慾
に
由
っ
て
ラ
ブ
し
、
情
慾
に
由
っ
て
離
る
る
者
に
し
あ
れ
ば
、
其
手
軽
き
事
御
手
玉
を
取
る
が
如
し
、
五
口
等
の
ラ
ブ
は
情
慾
以
外

に
立
て
り
、
心
を
愛
し
、
望
み
を
愛
す
、
吾
等
は
彼
等
情
慾
一
フ
ブ
よ
り
も
最
ソ
ツ
ト
強
き
ラ
ブ
の
力
を
も
て
り
、
吾
等
は
今
尚
ワ
ン

ボ
デ
ィ
た
ら
ざ
る
も
、
常
に
も
は
や
一
所
に
あ
る
が
如
き
思
ひ
あ
り
、
五
口
等
は
世
に
恐
る
べ
き
敵
な
き
ラ
ブ
の
堅
城
を
築
き
た
り
、

道
義
の
員
理
に
も
背
か
ず
、
世
間
の
俗
風
を
も
凌
ぎ
居
る
者
な
り
、
君
よ
請
う
生
を
ラ
ブ
せ
よ
、
生
も
此
身
の
あ
ら
ん
限
り
は
君
を

ラ
ブ
す
可
し
、
(
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
、

一
八
八
七
年
九
月
四
日
)
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普
通
の
日
本
人
の
「
仕
方
」
と
は
異
な
る
「
情
慾
以
外
に
立
」
っ
た
関
係
性
へ
の
特
権
意
識
、
個
有
性
の
認
識
。
透
谷
は
こ
の
よ
う
に

自
己
の
「
ラ
プ
」
の
決
定
的
価
値
を
見
出
す
過
程
で
キ
リ
ス
ト
教
に
身
を
寄
せ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
「
凡
夫
の
一
疾
病
者
」
「
敗
訟
の
一
兵

卒
」
で
あ
っ
た
自
己
を
全
否
定
し
、
再
生
を
図
る
軌
跡
で
あ
っ
た
。
い
や
、
事
情
は
逆
で
あ
っ
て
、
ミ
ナ
と
の
関
係
性
(
ラ
ブ
)
に
キ
リ

ス
ト
教
を
根
拠
と
す
る
新
た
な
特
権
的
価
値
を
見
い
出
し
た
か
ら
こ
そ
、
過
去
の
遊
興
が
否
定
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の

で
あ
り
、
ひ
い
て
は
政
治
運
動
離
脱
の
負
い
目
を
抱
い
た
過
去
の
自
分
の
生
全
体
が
否
定
さ
れ
う
る
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

過
去
へ
の
全
否
定
が
可
能
と
な
る
地
点
に
立
っ
た
こ
と
、
こ
れ
を
私
は
透
谷
の
転
倒
と
見
る
の
で
あ
り
そ
こ
に
「
恋
愛
」
、
キ
リ
ス
ト
教

が
決
定
的
な
契
機
を
与
え
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

勿
論
こ
の
時
、
透
谷
の
内
部
で
は
根
底
的
に
は
ミ
ナ
そ
の
人
へ
の
「
ラ
プ
」
の
情
が
あ
る
o

し
か
し
、
彼
の
認
識
で
は
ミ
ナ
そ
の
人
へ



の
情
が
価
値
と
し
て
了
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
情
に
意
味
を
与
え
る
「
真
の
ラ
プ
」
の
観
念
及
び
キ
リ
ス
ト
教
の
方
へ
と
に
じ
り

よ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
ラ
ブ
」
の
情
そ
れ
自
体
は
透
谷
の
生
に
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
し
て
は
認
識
さ
れ
得
な
い
。
自
己
の
生
の
本
源

的
根
拠
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
本
源
性
に
こ
だ
わ
る
か
ら
こ
そ
彼
は
悩
む
の
で
あ
る
。
い
や
悩
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
ミ
ナ
か
ら
一

旦
離
れ
よ
う
と
す
る
(
そ
れ
は
多
分
に
自
己
劇
化
的
で
は
あ
る
が
)
の
も
、
自
己
の
過
去
を
否
定
し
う
る
確
信
を
得
た
い
が
た
め
で
あ
る
。

こ
う
し
て
透
谷
は
「
恋
愛
」
を
発
見
し
た
が
、
彼
が
語
る
と
い
う
行
為
を
自
ら
に
課
し
た
時
、
特
に
創
作
に
お
い
て
お
の
ず
か
ら
そ
の

モ
チ
ー
フ
は
「
恋
愛
」
が
軸
と
な
る
。
『
楚
囚
之
詩
』
が
そ
う
で
あ
り
、
『
蓬
莱
曲
』
が
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
ミ
ナ
と
の
出
会
い
の
時
点
で

透
谷
は
「
恋
愛
」
と
い
う
「
言
葉
」
自
体
は
獲
得
し
て
い
な
い
。
価
値
あ
る
「
ラ
ブ
」
、
「
情
慾
以
外
に
立
」
っ
た
あ
る
尊
い
も
の
と
し
て
の

「
ラ
ブ
」
と
し
て
認
識
せ
ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
「
言
葉
」
に
出
会
う
た
め
に
は
出
会
う
べ
く
状
況
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意

(71) 

味
で
は
明
治
二
十
年
に
お
け
る
ミ
ナ
と
の
出
会
い
が
透
谷
に
そ
う
し
た
状
況
を
も
た

3

り
し
た
と
言
え
る
が
、
彼
が
本
格
的
に
「
恋
愛
」
と
い

う
「
言
葉
」
を
軸
に
語
る
の
は
『
厭
世
詩
家
と
女
性
』
(
明
治
二
十
五
年
二
月
)
が
最
初
で
あ
る
。
勿
論
『
時
勢
に
感
あ
り
』
(
明
治
二
十
三

年
三
月
)
で
も
既
に
「
恋
愛
」
の
文
字
は
み
え
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
恋
愛
論
」
と
し
て
は
『
厭
世
詩
家
と
女
性
』
が
最
初
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
懸
愛
は
人
世
の
秘
鎗
な
り
、
懸
愛
あ
り
て
後
人
世
あ
り
、
態
愛
を
抽
き
去
り
た
ら
む
に
は
人
生
何
の
色
味
か
あ
ら
む
」
と
い
う
冒
頭
を

持
つ
こ
の
論
が
、
当
時
の
文
学
者
達
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
現
在
も
透
谷
の
重
要
な
恋
愛
論
と

し
て
よ
く
ひ
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
普
通
こ
の
論
は
恋
愛
の
価
値
、
意
義
を
説
い
た
も
の
と
し
て
読
ま
れ
、
ま
た
あ
る
面
で
は
実
際
に
そ

う
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
い
や
、
む
し
ろ
恋
愛
を
軸
と
し
て
書
か
れ
て
い
な
が
ら
実
は
そ
の
先
に
こ
そ
透
谷
が
言
わ

ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
ま
ず
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
「
厭
世
詩
家
」
と
「
女
性
」
の
並
列
は
両
者
の
あ
る
関
係



性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
厭
世
詩
家
」
に
と
っ
て
の
「
女
性
」
の
意
味
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
簡
略
化
し
て
い
う
と
、
反

社
会
的
存
在
で
あ
る
詩
人
に
お
け
る
理
解
者
と
し
て
の
女
性
と
い
う
位
置
付
け
が
ま
ず
あ
り
、
そ
う
し
た
位
置
に
あ
る
女
性
を
求
め
る
行

為
と
し
て
の
恋
愛
の
価
値
が
説
か
れ
て
い
る
の
が
こ
の
論
な
の
で
あ
る
。
社
会
の
し
く
み
か
ら
逸
脱
し
た
反
社
会
的
存
在
で
あ
る
「
詩
人
」

が
「
牙
城
」
と
し
て
唯
一
の
「
希
望
」
を
持
て
る
の
が
「
恋
愛
」
で
あ
る
と
い
う
論
理
は
「
恋
愛
」
そ
れ
自
体
ひ
い
て
は
女
性
を
も
反
社

会
的
存
在
に
巻
き
込
む
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
女
性
は
「
詩
人
」
の
理
解
者
で
あ
る
限
り
、
ま
た
「
詩
人
」
と
恋
愛
関
係
に
あ
る
限
り

お
の
ず
と
反
社
会
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
透
谷
は
そ
う
し
た

H

役
ま
わ
り
H

を
女
性
に
求
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
し
、

何
よ
り
も
「
詩
人
」
の
反
社
会
性
を
許
容
、
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

一
方
、
結
婚
は
「
婚
姻
は
人
を
俗
化
し
了
す
る
者
な
り
。

然
れ
ど
も
俗
化
す
る
は
人
を
し
て
正
常
の
位
置
に
立
た
し
む
る
所
以
に
し
て
、
上
帝
に
封
す
る
義
務
も
、
古
へ
人
が
嫡
漫
た
る
花
に
警
へ

た
る
徳
義
も
、
人
の
正
嘗
な
る
地
位
に
立
つ
よ
り
し
て
始
め
て
生
ず
る
者
な
る
可
け
れ
」
と
い
う
ふ
う
に
、
「
正
常
」
「
正
首
」
な
る
こ
と

(72) 

が
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
俗
化
」
と
結
び
合
わ
さ
れ
「
詩
人
」
に
と
っ
て
否
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
時
女
性
は
結
婚
の
社
会
性
に
か
ら
め
と
ら
れ
る
存
在
と
し
て
有
り
、
そ
の
た
め
に
詩
人
か
ら
忌
避
さ
れ
る
存
在
に
庇
め
ら
れ
て
し
ま

う
。
結
局
、
詩
人
を
夫
に
持
つ
女
性
は
恋
愛
と
い
う
幸
福
期
を
持
つ
が
ゆ
え
に
こ
そ
「
不
幸
」
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
鳴
呼
不
幸
な

る
は
女
性
か
な
」
と
い
う
詠
嘆
で
結
ぼ
れ
る
こ
の
論
は
、
あ
く
ま
で
「
厭
世
詩
家
」
に
と
っ
て
の
「
女
性
」
の
意
味
と
い
う
基
本
構
造
を

保
ち
、
勿
論
、
最
後
の
こ
の
詠
嘆
も
真
に
女
性
へ
同
情
を
寄
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
恋
愛
」
か
ら
「
婚
姻
」
へ
の
推
移
の
中
で
「
反
社
会

性
」
か
ら
「
社
会
性
」
へ
と
転
移
し
て
し
ま
う
女
性
を
「
不
幸
」
と
い
う
立
場
に
追
い
や
る
こ
と
に
透
谷
に
お
け
る
女
性
の
意
味
が
か
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
女
性
像
の
背
後
か
ら
男
性
H
詩
人
の
特
権
性
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の

「
詩
人
」
の
特
権
性
の
主
張
に
こ
そ
こ
の
論
の
真
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
特
に
、
冒
頭
近
く
の
パ
イ
ロ
ン
、

シ
エ
リ

l
、

ミ
ル
ト
ン
、
カ
l
ラ
イ
ル
と
詩
人
の
名
を
列
挙
し
、
彼
等
が
妻
を
不
幸
に
お
と
し
い
れ
た
こ
と
を
畳
み
か
け
る
よ
う
に
語
る
口
調
に
そ
れ

震



を
感
じ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
透
谷
は
「
恋
愛
」
の
異
常
性
、
反
社
会
性
へ
の
「
詩
人
」
の
親
和
性
を
こ
こ
で
は
提
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
そ
う
し
て
み
る
と
、
書
簡
や
手
記
に
お
い
て
明
治
二
十
年
頃
透
谷
が
模
索
し
掴
み
得
て
い
た
価
値
あ
る
「
ラ
ブ
」
の
意
義
と
『
厭

世
詩
家
と
女
性
』
で
語
ら
れ
る
「
恋
愛
」
の
意
義
と
で
は
微
妙
に
ズ
レ
て
い
る
、
あ
る
い
は
ネ
ジ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
を
ふ
と
感
じ
る
。
ミ
ナ
と
の
体
験
が
透
谷
に
転
倒
を
も
た
ら
す
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
「
恋
愛
」
に
価
値
を
与
え
る
こ
の

論
が
キ
リ
ス
ト
教
的
恋
愛
観
の
延
長
上
に
あ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
ま
さ
に
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
が
『
厭
世
詩
家
と
女
性
』

で
は
見
事
に
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
度
こ
の
論
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

-
生
理
上
に
て
男
性
な
る
が
故
に
女
性
を
慕
ひ
、
女
性
な
る
が
故
に
男
性
を
慕
ふ
の
み
と
す
る
は
、
人
間
の
債
格
を
禽
獣
の
位
置
に
選

す
者
な
り
。
春
心
の
勃
議
す
る
と
同
時
に
態
愛
を
生
ず
る
と
い
ふ
は
、
古
来
、
似
非
小
説
家
の
人
生
を
卑
し
み
て
己
れ
の
卑
随
な
る

理
想
の
中
に
縮
小
し
た
る
毒
弊
な
り

(73) 

-
懲
愛
は
現
在
の
み
な
ら
ず
し
て
、

一
分
は
希
望
に
萄
す
る
者
な
り

確
か
に
こ
こ
に
は
「
情
慾
外
に
立
」
つ
「
恋
愛
」
の
神
聖
性
が
説
か
れ
て
は
い
る
。

一
歩
譲
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
相
貌
を
持
っ
て
い
る

と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
し
か
し
、

-
情
の
性
は
沈
静
な
る
を
得
ざ
る
者
な
り
、
其
の
一
た
び
入
る
や
人
の
心
を
撹
観
す
る
を
以
て
常
と
す
。
況
し
て
や
平
生
激
昂
し
や
す

き
厭
世
家
の
想
像
は
、
こ
の
誠
賓
な
る
懸
愛
に
遭
ひ
て
脆
く
も
附
嵯
の
間
に
、
奇
異
な
る
魔
力
に
打
ち
勝
た
れ
、
根
も
な
き
希
望
を

醸
し
来
り
、
全
心
を
翠
げ
て
情
の
奴
と
す
る
は
見
易
き
道
理
な
り
。



-
遂
に
は
狂
愛
よ
り
静
愛
に
移
る
の
時
期
あ
る
可
し
、
此
処
静
愛
な
る
者
は
厭
世
詩
家
に
取
り
て
一
の
重
荷
な
る
が
如
く
に
な
り
て
、

合
歓
の
情
或
は
中
折
す
る
に
至
は
、
出
旦
惜
む
可
き
あ
ま
り
な
ら
ず
や

と
い
う
よ
う
に
「
恋
愛
」
の
意
義
を
「
狂
愛
」
|
|
こ
れ
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
粋
を
論
じ
て
「
伽
羅
枕
」
に
及
ぶ
』
で
も
「
懸

愛
が
人
を
盲
目
に
し
、
人
を
療
愚
に
し
、
人
を
燥
狂
に
し
、
人
を
迷
観
さ
す
れ
ば
こ
そ
、
古
今
の
名
作
あ
る
な
れ
」
等
と
繰
り
返
し
説
か

れ
て
い
る
透
谷
に
と
っ
て
の
恋
愛
の
最
大
の
特
質
で
あ
る
ー
ー
に
み
る
あ
り
方
に
は
、
や
は
り
「
恋
愛
」
の
持
つ
一
種
の
反
社
会
的
な
危

う
さ
と
い
う
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
し
、

そ
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
的
神
聖
さ
に
よ
り
も
こ
の
反
社
会
性
に
こ
そ
「
恋
愛
」
の
意
義
を
見

い
出
し
て
い
る
透
谷
と
い
う
も
の
が
伺
え
る
。

こ
こ
で
透
谷
と
ミ
ナ
と
の
結
婚
生
活
の
破
綻
と
い
う
背
後
関
係
を
持
ち
出
し
て
は
ミ
も
フ
タ
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
少
な
く
と
も

(74) 

婚
姻
に
対
す
る
否
定
的
見
解
が
、
社
会
の
し
く
み
に
か
ら
め
と
ら
れ
「
俗
化
」
す
る
こ
と
を
峻
拒
す
る
姿
勢
か
ら
出
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
こ
そ
俗
っ
ぽ
い
言
い
方
に
な
る
が
「
生
活
は
犠
牲
に
し
て
も
文
学
は
守
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
の
姿
勢
が
基
点
と
な
り
、
そ
こ
か
ら

「
恋
愛
」
を
逆
射
照
し
た
時
に
初
め
て
「
詩
人
」
の
「
狂
」
、
「
想
世
界
の
牙
城
」
、
反
社
会
的
な
価
値
と
し
て
「
恋
愛
」
の
価
値
が
捉
え
直

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

従
っ
て
、
か
つ
て
透
谷
に
転
倒
を
も
た
ら
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
少
な
く
と
も
「
恋
愛
」
に
お
い
て
は
そ
の
連
続
性
は
希
薄
で
あ
り
、
「
厭

世
詩
家
と
女
性
』
に
お
い
て
は
そ
う
し
た

H

切
断
H

が
刻
印
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。

む
ろ
ん
、
こ
れ
以
後
の
文
章
で
も
「
恋
愛
」
を
語
る
時
キ
リ
ス
ト
教
的
相
貌
は
一
応
は
保
持
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
先
に
触
れ
た
『
粋
を

論
じ
て
「
伽
羅
枕
」
に
及
ぶ
』
も
し
か
り
、
ま
た
「
「
伽
羅
枕
」
及
び
「
新
葉
末
集
」
」
、
『
「
歌
念
仏
」
を
読
み
て
』
も
し
か
り
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
論
は
近
世
的
な
「
遊
廓
的
恋
愛
」
「
好
色
的
恋
愛
」
と
「
恋
愛
」
と
の
比
較
論
を
通
じ
て
今
日
の
文
学
が
描
く
べ
き
真
の



「
恋
愛
」
を
提
起
し
た
も
の
で
、
か
つ
て
「
情
慾
以
外
に
立
」
つ
と
し
た
自
ら
の
ミ
ナ
と
の
恋
愛
体
験
が
べ
l
ス
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
に
し
て
も
、

そ
の
神
聖
な
る
「
恋
愛
」
の
性
質
を
説
か
ん
と
す
る
こ
れ
ら
の
言
説
に
は
近
世
的
な
「
恋
愛
」
と
の
差
異
を
語
る
こ
と
に

眼
目
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
収
赦
し
て
い
く
力
学
が
微
妙
な
点
で
、
け
れ
ど
も
決
定
的
に
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

で
は
、
透
谷
に
と
っ
て
か
つ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
転
倒
は
こ
こ
に
お
い
て
意
味
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
勿

論
、
そ
れ
は
後
の
文
章
に
と
ど
め
る
キ
リ
ス
ト
教
的
相
貌
を
と
ら
え
て
、

そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
が
残
存
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
恋
愛
」
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
く

な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
点
で
ミ
ナ
と
の
体
験
以
来
綿
々
と
息
づ
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
そ
の
際
に
手
に

(75) 

入
れ
た
自
負
の
感
触
で
あ
る
。
透
谷
が
ミ
ナ
と
の

真

の
「
ラ
ブ
」
に
よ
っ
て
過
去
を
全
否
定
し
う
る
再
生
の
契
機
を
得
た
こ
と
は
前

に
も
触
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
転
倒
で
最
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り

も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
本
源
的
、
本
質
的
な
も
の
を
体
験
し
た
と
い
う
透
谷
の
感
触
で
あ
る
。
蛇
足
で
は
あ
る
が
、
今
注
意
し
て
お
き

た
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
本
源
的
か
ど
う
か
、
透
谷
が
実
際
に
本
源
的
、
本
質
的
体
験
を
し
た
か
と
い
う
議
論
で
は
な
い
。
問
題
は
透

谷
が
「
本
源
的
な
体
験
を
し
た
」
と
い
う
感
触
、
認
識
を
得
た
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
の
転
倒
が
そ
う
し
た
認
識
に
支
え
ら
れ
て
成
立
し
て

お
り
、
そ
の
認
識
が
そ
の
後
の
彼
を
も
生
か
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
後
に
透
谷
は
受
洗
し
て
い
る
が
、
こ
の
受
洗
が
正
統
的
な
信
仰

を
意
味
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
自
己
に
再
生
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
本
質
感
を
得
た
結
果
の
受
洗
で
あ

る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
そ
の
後
常
に
本
質
的
、
本
源
的
に
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
、
そ
の
結
果
透
谷
は
常
に
人
間
の
「
内
面
」
に
、
あ
る
い
は
「
内
部
」
に
た
て
こ
も
ろ
う
と
す
る
。
こ
と
の
「
本
質
」
を
見
極
め



ょ
う
と
す
る
「
態
勢
」
が
出
来
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
透
谷
は
「
内
面
」
を
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
的
な
「
信
仰
」
か
ら
は
距
離
を
作
つ

て
し
ま
う
。
彼
の
語
る
行
為
は
「
恋
愛
」
の
神
聖
さ
を
契
機
に
開
始
さ
れ
、
や
が
て
「
恋
愛
」
自
体
の
意
味
は
棄
却
し
て
「
心
」
の
構
造
、

機
能
と
い
う
も
の
に
向
か
い
、
そ
れ
は
「
内
部
生
命
」
の
概
念
に
行
き
つ
く
が
、
「
内
部
生
命
」
の
獲
得
に
到
る
透
谷
の
道
筋
を
文
学
的
深

化
と
す
れ
ば
透
谷
は
文
学
に
深
入
り
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「
信
仰
」
か
ら
は
離
反
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
軌
跡
を
描
く
の
で
あ
る
。
そ
し

て
皮
肉
な
こ
と
に
、
彼
の
語
る
行
為
を
押
し
進
め
て
い
る
の
は
、
自
ら
が
本
質
的
に
キ
リ
ス
ト
教
と
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
な
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
源
性
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
論
は
深
ま
る
が
「
信
仰
」
か
ら
は
離
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
透
谷
の
キ
リ
ス
ト
教
界
批
判
に
つ
い
て
は
度
々
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
横
林
混
二
氏
は
透
谷
の
批
判
に
関
し
こ
れ
を

「
談
理
」
否
定
、
「
形
式
」
否
定
、
「
独
善
」
否
定
と
い
う
ふ
う
に
類
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
い
る
o

(

「
「
内
部
生
命
論
』

の
基
底
i
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
階
梯
|
」
)

(76) 

O
「
談
理
」
否
定

-
わ
れ
ら
は
宗
教
を
以
て
、
講
談
の
噴
語
に
て
終
る
べ
き
も
の
と
は
思
は
ず
、
正
統
非
正
統
の
論
争
遂
に
黒
白
を
分
つ
の
要
あ
る
を
知

ら
ず
、
吾
人
の
前
に
横
た
は
れ
る
実
際
問
題
の
、
斯
く
の
如
く
重
大
な
る
者
あ
る
を
軽
ん
じ
て
、
空
し
く
宗
教
の
談
理
を
な
す
人
々

の
為
に
、
惜
ま
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
(
『
一
種
の
棲
夷
思
想
』

-
明
治
二
十
五
年
六
月
)

O
「
形
式
」
否
定

-
然
れ
ど
も
宗
教
は
架
空
の
瞳
言
た
ら
し
む
べ
か
ら
ず
、
無
暗
に
唯
だ
救
と
か
天
国
と
か
浮
か
れ
迷
は
し
む
べ
か
ら
ず
。
宗
教
は
ク

リ
ー
ド
(
信
仰
個
篠
)
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
宗
教
は
聖
餐
に
あ
ら
ず
、
洗
礼
に
も
あ
ら
ず
、
但
し
は
、
法
則
に
も
、
誠
命
に
も
あ
ら



ざ
る
な
な
り
、
赤
心
の
悔
改
と
赤
心
の
信
仰
と
は
、
い
か
な
る
場
合
に
於
い
て
も
尤
も
大
な
る
宗
教
な
り
。
(
中
略
)
願
く
は
吾
等
信

仰
を
し
て
皮
相
の
迷
信
た
ら
し
め
ず
、
深
く
人
間
と
神
と
の
聞
に
成
立
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
。
(
『
復
讐
・
戦
争
・
自
殺
』

-
明
治
二

十
六
年
五
月
)

O
「
独
善
」
否
定

-
聖
書
を
把
っ
て
、
屑
龍
の
中
よ
り
古
布
と
古
紙
と
を
分
つ
が
如
く
、
或
は
彼
を
取
り
、
或
る
は
此
を
取
り
、
市
し
て
我
が
取
る
所
の

者
は
、
宇
宙
の
大
真
理
に
敵
へ
り
と
妄
信
し
、
他
の
取
る
所
の
者
は
一
理
の
存
す
る
な
き
が
如
く
に
謹
ゆ
る
も
の
は
誰
ぞ
。
唱
、
思

想
界
に
お
け
る
病
毒
の
本
源
は
存
し
て
愛
に
あ
る
な
り
。
(
「
頑
執
妄
排
の
弊
』

-
明
治
二
十
六
年
五
月
)

横
林
氏
は
こ
う
し
た
教
界
批
判
の
「
裏
側
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
、
透
谷
の
「
徹
底
し
た
本
源
追
求
、
本
源
希
求
の
よ
う
な
も
の
」
を

(77) 

見
て
い
る
。
卓
抜
な
論
考
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
に
加
え
て
こ
こ
に
透
谷
の
「
自
負
」
の
意
識
を
見
た
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
本
源
追
求
、

本
源
希
求
」
を
し
て
い
る
自
己
を
、
他
者
と
差
異
化
す
る
よ
う
な
自
意
識
で
あ
る
。

透
谷
が
キ
リ
ス
ト
教
界
の
批
判
を
す
る
時
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
界
内
部
に
お
い
て
批
判
を
提
示
す
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
と

を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
横
林
氏
の
引
用
し
た
批
判
例
の
大
部
分
が
キ
リ
ス
ト
教
界
内
の
雑
誌
「
平
和
」
に
掲

載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
透
谷
の

H

内
部
告
発
H

的
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
。
少
々
余
談
に
な
る
が
、
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
系
雑
誌

で
も
「
聖
書
之
友
雑
誌
」
の
方
は
、
「
平
和
」
が
透
谷
主
筆
の
雑
誌
で
あ
っ
た
の
と
は
事
情
が
異
な
る
し
、
い
わ
ゆ
る
正
統
的
な
性
格
の
色

濃
い
雑
誌
で
あ
っ
た
た
め
、
さ
す
が
に
透
谷
の
論
調
も
抑
制
さ
れ
雑
誌
の
性
格
に
あ
る
程
度
即
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
周
囲
か
ら
は
透
谷
の
文
章
へ
の
批
判
が
あ
り
、
最
終
的
に
は
透
谷
は
こ
の
雑
誌
か
ら
免
職
さ
れ
る
。
抑
制
し
つ
つ
も
や
は
り
語
ら

ざ
る
を
得
な
い
透
谷
本
来
の
意
識
と
い
う
も
の
が
渉
み
で
た
も
の
か
、
こ
こ
か
ら
も
彼
の

H

内
部
告
発
H

的
姿
勢
と
い
う
も
の
が
指
摘
で



き
る
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
自
己
が
キ
リ
ス
ト
教
の
圏
内
に
存
在
す
る
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
て
こ
そ
な
し
う
る
逆
説
的
態
度
が
彼
の
キ
リ
ス
ト

教
界
批
判
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
透
谷
は
本
源
を
追
求
す
る
自
己
と
そ
う
で
な
い
他
者
の
差
異
化
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
自
負
を
根
源
的
に
支
え
て
い
る
の
が
ミ
ナ
と
の
出
会
い
に
お
け
る
再
生
の
記
憶
な
の
で
あ
り
、
以
後
「
内
部
生
命
」
の
概
念
の
獲
得

へ
到
る
自
ら
の
論
の
深
化
を
こ
の
自
負
が
も
た

3

り
し
て
い
く
。

だ
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
私
は
透
谷
の
キ
リ
ス
ト
教
界
批
判
の
妥
当
性
を
認
め
な
が
ら
も
、

で
は
透
谷
は
「
信
仰
者
」
で
あ
っ
た

と
い
え
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
や
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
透
谷
自
身
が
自
ら
の
こ

と
を
「
信
仰
者
」
と
呼
び
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
透
谷
に
と
っ
て
他
者
へ
の
批
判
は
、
自
ら
が
本
質
を
捉
え
得
て
い
る
と
い
う
確

信
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
時
に
、

で
は
自
分
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
信
者
」
か
と
い
う
問
い
に
対
し
透
谷
は
ど
う
答
え
る
で

あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、

い
わ
ゆ
る

N

正
統
的
H

な
「
信
者
」
で
は
な
い
と
い
う
思
い
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

で
は

H

正
統
的
H

で

(78) 

な
い
と
し
た
ら
何
な
の
か
。

私
は
別
に
透
谷
を
真
の
信
仰
者
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
の
だ
。

問
題
は
透
谷
自
身
の
自
意
識
で
あ
る
。
ま
た
、
『
内
部
生
命
論
』
が
中
絶
し
た
時
期
や
自
殺
直
前
の
時
期
と
い
っ
た
、
あ
る
特
定
の
時
期
を

さ
し
て
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
あ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
転
倒
以
後
、
あ
る
時
期
か
ら
絶
え
ず
(
無
意
識
で
あ
れ
)

瞬
間
的
に
透
谷
を
脅
か
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
自
問
」
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
|
|
|
「
自
分
は
一
体
何
者
な
の
か
」
。

ミ
ナ
と
の
出
会
い
に
お
け
る
再
生
体
験
で
掴
ん
だ
本
源
的
な
る
も
の
の
感
触
を
手
繰
り
寄
せ
、
そ
れ
を
自
負
と
し
て
自
ら
の
個
有
性
へ

の
確
信
を
パ
ネ
に
、
他
の
キ
リ
ス
ト
者
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
法
で
彼
は
「
心
」
の
思
想
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
過
程
で
必
然
的
に

H

正
統
的
N

な
「
信
仰
」
と
の
距
離
が
生
じ
、
透
谷
自
身
は
そ
れ
を
む
し
ろ
是
と
し
な
が
ら
も
「
心
」
に
基



づ
く
信
仰
と
い
う
観
念
性
の
中
に
閉
塞
し
て
し
ま
う
自
己
を
も
見
い
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
彼
の
自
負
は
自
ら
の

存
在
性
へ
の
疑
義
を
も
た
ら
す
と
い
う
逆
説
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
透
谷
が
自
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
圏
内
に
位
置
づ
け
て
、

そ
こ
で
他
者
と
の
差
異
化
を
図
っ
た
か
ら
こ
そ
『
内
部
生
命
論
』
に
到

る
様
々
な
論
を
書
き
得
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
他
者
と
の
差
異
化
に
よ
っ
て
自
ら
の
言
説
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う

微
妙
で
危
う
い
自
己
定
立
の
仕
方
は
、
透
谷
の
批
評
行
為
の
特
質
と
言
え
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
は
詳
し
く
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、

硯
友
社
を
批
判
す
る
一
方
、
民
友
社
一
派
を
批
判
す
る
あ
り
方
も
、
実
は
こ
う
し
た
差
異
化
に
よ
っ
て
お
の
ず
と
せ
り
あ
が
っ
て
き
て
し

ま
っ
た
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
よ
く
い
え
ば
平
衡
感
覚
の
よ
う
な
も
の
が
鋭
く
働
き
、
偏
向
を
制
御
し
て
い
る
と

も
言
え
る
が
果
た
し
て
ど
う
か
。
私
は
む
し
ろ
、
こ
こ
に
透
谷
の
不
安
定
な
批
評
の
「
場
」
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
し
ま
う
。

と
も
か
く
も
、
透
谷
は
あ
る
時
点
で
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
た
。
そ
れ
は
自
然
消
滅
と
い
っ
た
漠
た
る
離
れ
方
で
は
な
く
、
透
谷
内
部

(79) 

で
確
実
に
ス
ポ
イ
ル
さ
れ

H

捨
て
ら
れ
た
H

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
確
定
で
き
な
い
が
、
『
内
部
生

命
論
』
を
書
い
た
後
の
あ
る
時
期
に
そ
れ
が
行
わ
れ
た
。
少
な
く
と
も
明
治
二
十
六
年
九
月
以
降
、
極
端
に
評
論
、
エ
ッ
セ
イ
の
類
が
減
っ

て
き
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
と
同
時
に
、
た
と
え
ば
「
高
物
の
撃
と
詩
人
』
『
一
夕
観
』
に
語
ら
れ
る
内
容

の
問
題
、
あ
る
い
は
評
論
、

エ
ッ
セ
イ
に
代
り
、
〈
蝶
詩
篇
〉
が
出
現
し
て
い
る
事
実
が
重
要
と
な
る
の
だ
が
、
今
言
え
る
こ
と
は
、
こ
れ

ら
が
そ
れ
ま
で
の
「
内
部
」
「
内
面
」
に
た
て
こ
も
る
透
谷
と
は
別
の
地
平
か
ら
発
想
さ
れ
発
語
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
も
は
や
自
己
の
位
置
づ
け
を
必
要
と
し
な
い
透
谷
の
姿
が
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

透
谷
が

H

真
H

の
「
信
仰
者
」
で
あ
っ
た
か
は
や
は
り
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
内
部
」
に
た
て
こ
も
り
そ
こ
か
ら
発
想
し
語
っ
て
い

た
限
り
に
お
い
て
は
他
者

(
H
神
)
と
の
極
限
的
な
関
係
は
見
い
出
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
今
は
控
え
目
に
言
っ
て
お
く
べ
き

だ
ろ
う
。


