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は
じ
め
に

本
稿
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ロ
ー
ド
ス
島
で
開
か
れ
た
第
四
回

『
ワ
ー
ル
ド
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
の
分
科
会
「
平
和

の
た
め
の
宗
教
間
対
話
」
で
の
発
表
の
た
め
に
筆
者
が
ロ
シ
ア

語
で
書
い
た
原
稿
を
邦
訳
し
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
和
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
幸
福
な
く
し
て
あ
り
え
な
い
も

の
で
あ
り
、
ま
た
人
々
の
幸
福
は
、
平
和
な
く
し
て
あ
り
え
な

い
。
本
稿
は
、
人
間
の
幸
福
を
築
く
う
え
で
、
宗
教
は
私
た
ち

に
何
を
示
唆
し
、
与
え
る
の
か
と
い
う
問
題
を
仏
法
者
の
立
場

か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

１

幸
福
と
は
何
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
古
今
東
西
、
さ
ま
ざ

ま
な
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
。
牧
口
常
三
郎
（
創
価
学
会
初
代
会

長
）
は
、
幸
福
こ
そ
人
生
の
理
想
で
あ
り
、
幸
福
以
外
に
人
生
の

理
想
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
そ
れ
は
幸
福
概
念
が
包
含
す
る

内
容
の
見
解
の
相
違
す
る
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
」、
も
し
く

は
「
幸
福
の
要
素
又
は
部
分
を
全
体
と
誤
解
す
る
に
基
づ
く
も

の
で
は
な
い
か
」
（
１
）

と
述
べ
て
い
る
。
幸
福
と
は
、
一
般
的
に
は

幸
福
の
倫
理
と
人
間
革
命

江
口
　
満

ワ
ー
ル
ド
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
四
回
総
会
よ
り



欲
求
が
満
た
さ
れ
た
と
き
に
感
じ
る
満
足
感
、
充
足
感
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
幸
福
を
一
様
に
定
義
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、

古
来
、
幸
福
観
は
快
楽
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ポ
ス
（
Ｂ
Ｃ
四
三
五
頃
―
Ｂ

Ｃ
三
五
五
頃
）
は
、「
幸
福
は
快
楽
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
直

接
体
験
で
き
る
も
の
は
快
楽
だ
け
で
あ
る
」
と
し
て
、
感
覚
的

な
快
を
幸
福
の
内
容
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
近
代
で
も
、
功
利

主
義
者
ベ
ン
サ
ム
は
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
唱
え
た
が
、

こ
れ
も
ま
た
快
楽
を
も
っ
て
幸
福
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
感
覚
的
な
快
の
追
求
を
専
ら
に
し
て
い
る
先
進
諸

国
社
会
に
つ
い
て
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。

「
世
界
中
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
貧
困
は
経
済
的
に
貧
し
い

国
々
に
だ
け
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
洋
に
も
、
い
や
し

が
た
い
貧
し
さ
が
あ
り
ま
す
。〈
中
略
〉
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
、

不
必
要
と
さ
れ
、
愛
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
孤
独
で
お
の
の
い

て
い
る
人
の
貧
し
さ
は
、
根
が
深
い
も
の
で
す
。
そ
の
貧
し
さ

を
い
や
す
こ
と
は
難
し
い
」

（
２
）

経
済
大
国
日
本
で
も
、
国
内
で
は
昨
今
の
親
殺
し
や
子
殺
し

な
ど
の
悲
惨
な
事
件
が
あ
い
つ
ぎ
、
引
き
こ
も
り
や
ニ
ー
ト
な

ど
の
問
題
が
深
刻
化
し
て
い
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
、「
人
生
の
主
要
目
的
と
し
て
競
争
を
か
か
げ
る

の
は
、
あ
ま
り
に
も
冷
酷
で
、
あ
ま
り
に
も
執
拗
で
、
あ
ま
り

に
も
肩
ひ
じ
は
っ
た
、
ひ
た
む
き
な
意
志
を
要
す
る
生
き
ざ
ま

な
の
で
、
生
活
の
基
盤
と
し
て
は
、
せ
い
ぜ
い
一
、
二
世
代
ぐ

ら
い
し
か
続
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
期
間
が
過
ぎ
れ
ば
、
そ

れ
は
神
経
衰
弱
や
、
種
々
の
逃
避
現
象
を
生
み
出
す
」
（
３
）

と
い
っ

て
い
る
が
、
は
か
ら
ず
も
高
度
成
長
時
代
を
ひ
と
昔
前
に
経
た

わ
が
国
の
現
状
を
い
い
あ
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
道
徳
的
な
観
点
か
ら
幸
福
を
と
ら
え
た
多
く
の
思
想

も
残
さ
れ
て
き
た
。

富
も
名
誉
も
ほ
し
い
ま
ま
に
し
な
が
ら
、
や
が
て
そ
の
価
値

を
否
定
す
る
に
い
た
っ
た
ト
ル
ス
ト
イ
は
、「
人
生
の
目
的
は
幸

福
で
あ
り
、
そ
の
幸
福
は
今
い
る
場
所
で
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

真
の
幸
福
は
常
に
私
た
ち
の
手
中
に
あ
り
、
そ
れ
は
善
の
生
活

に
、
影
の
ご
と
く
寄
り
添
う
も
の
で
あ
る
」

　
（
４
）
と
述
べ
て
い
る
。

「
善
の
生
活
」
を
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
最
大
の
障
碍
と

な
る
の
は
、
人
間
の
エ
ゴ
で
あ
る
。
エ
ゴ
の
た
め
に
、
た
と
え
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善
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
で
き
な
い
、
悪
と
わ
か
っ
て

い
っ
て
も
、
悪
に
手
を
染
め
て
し
ま
う
こ
と
が
、
往
々
に
し
て

あ
る
。

こ
の
エ
ゴ
を
い
か
に
克
服
す
る
の
か
。
池
田
大
作
氏
（
創
価
学

会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
会
長
）
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
と
の
対
談
の
中
で
、

心
あ
る
多
く
の
人
々
が
自
ら
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
乗
り
越
え
る
た

め
に
、
多
大
な
努
力
を
払
っ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
利
他
の
精

神
が
限
ら
れ
た
一
部
の
人
に
し
か
体
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

大
き
な
問
題
と
し
て
い
る
。
（
５
）

現
代
人
の
道
徳
的
水
準
は
、
科
学

技
術
の
進
歩
と
は
う
ら
は
ら
に
、
か
え
っ
て
低
下
の
傾
向
に
あ

る
が
、「
そ
れ
は
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
勝
ち
得
た
力
が
、
道

徳
の
果
た
し
て
き
た
役
割
を
代
替
し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
な
錯

覚
に
陥
っ
た
、
人
間
の
愚
か
さ
に
起
因
し
て
い
ま
す
。
私
は
こ

の
錯
覚
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
、
人
間
の
自
ら
招
い
た
現
代
の

危
機
を
解
決
す
る
、
出
発
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
」
（
６
）

―
池
田

氏
は
こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
た
め
に
は
、「
一
個
の
人
間
の
意
識
の
奥
底
か

ら
、
す
な
わ
ち
全
人
間
的
に
、
改
革
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

　
（
７
）
」
る

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
全
人
間
的
な
改
革
の
こ
と
を
池
田
氏
は
、

�
人
間
革
命
�
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
幸
福
を
達
成
す
る
た
め

の
不
可
欠
な
道
だ
と
し
て
い
る
。
幸
福
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、

池
田
氏
は
単
な
る
欲
望
の
充
足
に
と
も
な
う
浅
い
幸
福
感
で
あ

り
、
環
境
の
変
化
で
崩
れ
う
る
も
の
を
相
対
的
幸
福
と
し
、
外

的
な
要
因
で
は
崩
れ
な
い
も
の
を
絶
対
的
幸
福
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
師
・
戸
田
城
聖
（
創
価
学
会
第
二
代
会
長
）
の
言
葉
を
借
り

て
、「
絶
対
的
幸
福
と
い
う
の
は
、
ど
こ
に
い
て
も
、
生
き
が
い

を
感
ず
る
境
涯
、
ど
こ
に
い
て
も
、
生
き
て
い
る
自
体
が
楽
し

い
」
（
８
）

境
涯
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
こ
で
相
対
的
幸
福
は

否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
何
よ
り
も
、
絶
対
的
幸
福
を
求
め
て

自
己
変
革
を
行
っ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

２

で
は
、
意
識
の
奥
底
か
ら
の
改
革
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可

能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
池
田
氏
は
、
世
界
百
九
十
カ
国
に
広

が
る
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
指
導
者
で
あ
り
、
多
く

の
会
員
が
氏
の
指
導
を
人
生
の
指
針
と
し
て
、
実
践
し
て
い
る
。

池
田
氏
の
教
え
は
、
日
蓮
仏
法
を
根
本
と
し
て
お
り
、
全
人
間

的
改
革
の
方
途
と
し
て
、
慈
悲
の
実
践
を
要
諦
と
し
て
い
る
。
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他
者
の
た
め
に
行
動
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
変
革

が
な
さ
れ
、「
自
分
自
身
の
生
命
の
泉
も
蘇
生
し
て
い
く
」
の
で

あ
る
。
（
９
）

池
田
氏
の
指
導
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
実
践
が
数
多
く

の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
か
ら
、
ひ
と
つ

の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
、
分
析
し
て
み
た
い
。

創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ス
ペ
イ

ン
舞
踊
家
の
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
オ
リ
ヴ
ェ
ラ
さ
ん
は
、
同
僚
か
ら

の
い
や
が
ら
せ
に
悩
ん
で
い
た
。
そ
の
悩
み
を
同
じ
く
仏
法
者

の
友
人
に
打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
、
彼
の
助
言
は
、「
そ
の
問
題
に

正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
こ
と
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、

問
題
か
ら
逃
げ
な
い
で
、
解
決
す
る
た
め
に
仏
法
者
が
提
案
し

た
具
体
的
な
方
法
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、「
そ
の
同
僚

の
幸
せ
の
た
め
に
祈
っ
て
あ
げ
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

（
10
）

ア
ン
ジ
ェ
ラ
さ
ん
は
最
初
、
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
思

っ
た
。
相
手
は
自
分
を
敵
視
し
、
引
き
ず
り
お
ろ
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
そ
の
人
の
た
め
に
祈
ろ
う
と
い

う
気
持
ち
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
友
人
は
、
だ
か
ら

こ
そ
祈
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
、
幸
福
な
人
は
、
人
を
お
と
し

い
れ
よ
う
と
は
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
何
が
同
僚
を
そ
う
さ
せ

て
い
る
の
か
、
そ
の
人
の
気
持
ち
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
は
、
一
見
実
行
不
可
能
と
も
思
わ
れ
る
行
為
で
あ
ろ
う
。

自
分
を
苦
し
め
て
い
る
人
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
、
不
快
感
は

も
っ
て
も
、
好
意
は
い
だ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の

人
の
た
め
に
祈
れ
と
強
制
さ
れ
た
場
合
、
手
は
あ
わ
せ
た
と
し

て
も
、
や
や
も
す
る
と
、
心
の
中
は
や
り
場
の
な
い
怒
り
と
苦

し
み
に
満
た
さ
れ
る
、
と
い
う
偽
善
の
姿
と
な
っ
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。

ア
ン
ジ
ェ
ラ
さ
ん
は
、
祈
り
の
中
で
、
す
さ
ま
じ
い
心
の
嵐

と
戦
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
悪
意
の
同
僚
の
幸
せ
を
祈
る
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
の
全
存
在
を
か
け
て
の
精
神
闘
争
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
祈
り
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
や
が
て
同
僚
は

意
地
悪
を
し
な
く
な
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
親
し
い
友

と
な
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
に
あ
げ
た
例
は
、
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
は
な
く
、
数
多
く

の
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
が
実
際
に
体
験
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
も
し
、
稀
な
例
で
あ
り
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
さ
ん
の
人
格
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
取
り
上



げ
る
意
味
も
薄
ら
い
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
の
一
見
困
難
と
思
わ
れ
る
慈
悲
の
実
践
が
、
い
か
に
し
て
、

多
数
の
人
々
が
な
し
う
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
理
論
的
根
拠
を
以
下
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。

愛
や
慈
悲
は
、
宗
教
が
共
通
し
て
説
く
教
え
で
あ
る
。
聖
書

に
は
、「
敵
を
愛
し
、
自
分
を
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
さ

い
」（
マ
タ
イ
五：

四
四
）
と
あ
る
。
こ
の
教
え
の
根
拠
は
、
神
に

帰
せ
ら
れ
、「
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
の
子
と
な
る
た
め
」（
マ
タ

イ
五：

四
五
）
に
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。「
父
は
悪
人
に
も
善
人

に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
な
い
者
に
も
雨

を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
あ
」（
同
）
り
、「
あ
な
た
が
た
の

天
の
父
が
完
全
で
あ
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
完
全
な

者
と
な
」
る
た
め
の
実
践
で
あ
る
（
マ
タ
イ
五：

四
八
）。
キ
リ
ス

ト
教
の
愛
は
こ
の
よ
う
に
、「
神
の
愛
」
を
根
本
と
し
た
隣
人
愛

で
あ
り
、
神
が
人
間
を
愛
す
る
よ
う
に
、
隣
人
を
愛
す
る
の
で

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
は
、
前
提
と
し
て
神
の
存
在
が
あ

っ
て
可
能
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
同
士
の
敵
対
関
係

の
超
越
が
理
論
的
に
可
能
と
な
り
、「
汝
の
敵
を
愛
せ
」
と
説
く

根
拠
が
成
立
す
る
。

仏
教
に
お
い
て
は
、
慈
悲
が
根
本
的
な
徳
で
あ
り
、
原
始
仏

教
に
お
い
て
す
で
に
、
慈
悲
の
実
践
の
必
要
性
が
う
た
わ
れ
て

い
る
。

「
あ
た
か
も
、
母
が
己
が
独
り
子
を
命
を
賭
け
て
も
護
る
よ

う
に
、
そ
の
よ
う
に
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
ど
も
に
対

し
て
も
、
無
量
の
（
慈
し
み
の
）
こ
こ
ろ
を
起
す
べ
し
。

ま
た
全
世
界
に
対
し
て
無
量
の
慈
し
み
の
意
を
起
す
べ
し
。

上
に
、
下
に
、
ま
た
横
に
、
障
害
な
く
怨
み
な
く
敵
意
な
き

（
慈
し
み
を
行
う
べ
し
）。

立
ち
つ
つ
も
、
歩
み
つ
つ
も
、
坐
し
つ
つ
も
、
臥
し
つ
つ
も
、

眠
ら
な
い
で
い
る
限
り
は
、
こ
の
（
慈
し
み
の
）
心
づ
か
い
を
し

っ
か
り
と
た
も
て
。

こ
の
世
で
は
、
こ
の
状
態
を
崇
高
な
境
地
と
呼
ぶ
」

（
11
）

仏
教
に
お
い
て
慈
悲
と
い
う
実
践
倫
理
は
、
次
の
よ
う
な
人

間
主
義
的
な
道
理
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ひ

と
は
だ
れ
で
も
自
己
を
愛
し
て
い
る
し
、
自
己
よ
り
も
愛
し
い

存
在
は
な
い
、
そ
れ
は
他
の
人
々
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、

故
に
自
己
を
愛
す
る
者
は
他
の
自
己
を
も
愛
し
、
護
る
の
で
あ

る
。

（
12
）
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し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
へ
の
慈
悲
の
実
践
は
、
決
し
て
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
の
よ
う
な
実
践
は
、
凡

夫
の
力
で
は
な
か
な
か
実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
慈

悲
の
は
た
ら
き
は
、
や
が
て
専
ら
、
仏
が
衆
生
を
救
済
す
る
た

め
に
施
す
も
の
と
さ
れ
、
凡
夫
は
仏
の
力
に
頼
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。

（
13
）

観
音
信
仰
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

法
華
経
の
観
世
音
菩
薩
普
門
品
に
お
い
て
、
釈
尊
が
、
観
世
音

菩
薩
の
名
を
ひ
た
す
ら
唱
え
る
な
ら
ば
、
観
世
音
菩
薩
が
衆
生

の
声
を
聞
い
て
苦
悩
か
ら
救
済
し
て
く
れ
る
と
説
い
て
い
る
。

そ
の
救
済
の
内
容
が
具
体
的
で
現
世
利
益
的
な
こ
と
か
ら
、
一

般
庶
民
の
間
で
、
観
音
信
仰
が
広
く
流
行
し
た
。

こ
の
観
音
信
仰
に
関
し
て
、
日
蓮
は
「
今
末
法
に
入
つ
て
日

蓮
等
の
類
い
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
奉
る
事
は
観
音
の
利
益

よ
り
天
地
雲
泥
せ
り
」

（
14
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
観
音
菩

薩
と
い
う
外
か
ら
の
加
護
を
期
待
す
る
の
で
は
な
い
、
南
無
妙

法
蓮
華
経
と
唱
え
、
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
で
自
分
を
守

る
の
だ
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
池
田
氏
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、

「
自
分
の
生
命
の
観
音
菩
薩
の
力
で
守
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、「
そ
れ
を
引
き
出
す
の
が
信
心
」

（
15
）

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い

る
。
氏
は
、
観
音
菩
薩
を
実
体
的
な
菩
薩
と
し
て
で
は
な
く
、

人
間
の
心
に
そ
な
わ
っ
た
慈
悲
の
は
た
ら
き
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

観
世
音
菩
薩
普
門
品
に
は
、
個
々
の
状
況
に
お
い
て
、
も
し
、

観
世
音
菩
薩
の
名
を
称
し
、
敬
え
ば
、
救
済
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

と
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
戸
田
城
聖
は
、
そ
の
内
容
に

そ
っ
て
、
外
か
ら
救
済
し
て
も
ら
う
の
で
は
な
く
、「
信
心
」
に

よ
っ
て
、
自
身
を
救
済
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
簡
潔
に
ま
と
め

て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
若も

し
瞋
恚

し
ん
い
　

多
か
ら
ん
に
、
常
に
念
じ
て

観
世
音
菩
薩
を
恭
敬

く
ぎ
ょ
う

せ
ば
、
便
す
な
わ

ち
瞋
い
か
り

を
離
る
る
こ
と
を
得
ん
」

（
16
）

と
の
仏
典
の
記
述
に
即
し
て
、「
相
手
が
憎
ん
だ
り
、
害
を
加
え

た
り
す
る
と
き
に
、
信
心
が
強
い
（
傍
線
江
口
）
と
、
相
手
の
心

が
変
わ
っ
て
し
ま
う
」

（
17
）
と
展
開
し
て
い
る
。

ま
た
池
田
氏
は
、
日
蓮
が
い
う
「
天
地
雲
泥
」
の
利
益
に
つ

い
て
、「『
成
仏
す
る
』
と
い
う
大
利
益
の
こ
と
」
と
し
て
、
そ

れ
を
「
絶
対
的
幸
福
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

（
18
）

さ
ら
に
、「
絶
対
的
幸
福
」
と
は
「
生
命
力
が
絶
対
的
に
旺
盛

に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
が
「
革
命
」

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
く
ま
し
く
変
わ
っ
て
い
く
の
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だ
と
し
て
い
る
。
自
己
が
革
命
さ
れ
て
い
く
と
、
こ
れ
ま
で

「
悩
み
」
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
い
た
自
分
が
、
今
度
は
逆
に
「
悩
み
」

を
引
き
ず
り
ま
わ
し
、
悠
々
と
乗
り
越
え
て
い
け
る
の
で
あ
る

と
。

（
19
）と

は
い
え
、
相
手
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を
克
服
す

る
の
は
、
容
易
で
は
な
い
。
自
己
超
克
の
む
ず
か
し
さ
に
つ
い

て
、
池
田
氏
は
、
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
力
は
、
欲
望
や
感
情
な

ど
の
意
識
よ
り
も
、
さ
ら
に
深
い
次
元
に
あ
る
た
め
、
自
己
超

克
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
す
べ
て
意
志
的
努
力
の
欠
如
の
せ
い

に
す
る
の
は
、
不
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
自
己
超

克
を
妨
げ
る
も
の
が
意
識
下
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
可

能
に
す
る
力
も
意
識
の
底
か
ら
引
き
出
す
」

（
20
）

方
途
を
考
え
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
力
が
、
実
は
人
間
に
は
そ
な
わ
っ
て

い
る
と
池
田
氏
は
主
張
す
る
。

で
は
、意
識
の
底
か
ら
引
き
出
す
べ
き
も
の
と
は
何
か
。前
述

し
た
�
人
間
革
命
�
は
、
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か

―
。

�
人
間
革
命
�
思
想
は
、
人
間
が
感
ず
る
生
命
状
態
を
十
界

―
十
種
類
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
た
仏
法
の
生
命
観
に
立
脚

し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
�
地
獄
�
�
餓
鬼
�
�
畜
生
�
の
�
三

悪
道
�
、
�
修
羅
�
を
加
え
た
�
四
悪
趣
�
が
不
幸
な
状
態
で
、
平

静
な
精
神
状
態
の
�
人
�
、
刹
那
的
な
幸
福
感
に
ひ
た
る
�
天
�

ま
で
を
加
え
て
�
六
道
�
と
い
い
、
一
般
に
生
命
活
動
と
い
う

場
合
、
六
道
の
内
を
出
る
こ
と
は
な
く
、
輪
廻
し
て
い
る
と
さ

れ
る
。「
そ
の
よ
う
な
は
か
な
い
生
を
乗
り
越
え
て
、
恒
久
的
な

幸
福
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
仏
法
に
お
け
る
実
践
」

（
21
）

で

あ
る
と
池
田
氏
は
述
べ
て
い
る
。
六
道
の
上
に
は
、
人
生
の
真
理

を
求
め
、
部
分
的
な
悟
り
を
得
る
�
声
聞
�
、
�
縁
覚
�
に
続
い

て
、
利
他
の
行
為
に
喜
び
を
見
出
す
�
菩
薩
�
、
菩
薩
の
修
行

の
結
果
と
し
て
到
達
す
る
�
仏
�
が
あ
る
。
こ
の
仏
界
は
、
利

他
の
実
践
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
の
が
、
仏

法
の
生
命
変
革
の
原
理
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
生
命
は
、
こ
れ
ら
十
界
を
具
し
て
い
る
が
、
さ
ら

に
十
界
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
た
十
界
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う

「
十
界
互
具
」
の
思
想
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
仏
性
が
そ
な

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
地
獄
界
の
苦
し
い
状
況

に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
身
の
仏
性
を
覚
知
で
き
る
可
能
性
は

あ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
仏
性
」
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
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で
も
潜
在
的
な
可
能
性
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
開

発
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、「
仏
性
」
が
あ
る

と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
、
人
間
が
変
革
で
き
る
と
い
う
可
能
性

が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
革
命
は
、「
仏
性
」

を
具
体
的
に
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
革
命
と
は
、
自
身
と
他
者
に
「
仏
性
」

が
そ
な
わ
る
こ
と
を
信
じ
、
そ
の
「
仏
性
」
を
最
大
に
尊
重
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
顕
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
だ
と
も
い

え
る
。
日
蓮
は
、
そ
の
意
味
で
法
華
経
に
と
か
れ
た
常
不
軽
菩

薩
の
「
人
を
敬
う
実
践
」
こ
そ
仏
法
の
要
諦
で
あ
る
こ
と
を

「
崇
峻
天
皇
御
書
」
で
強
調
し
て
い
る
。

「
不
軽
菩
薩
の
人
を
敬
い
し
は
・
い
か
な
る
事
ぞ
教
主
釈
尊

の
出
世
の
本
懐
は
人
の
振
舞
に
て
候
け
る
ぞ
」

（
22
）

「
仏
性
」
を
開
発
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
掘
り
当
て
れ

ば
、
到
達
点
に
達
す
る
の
で
、
あ
と
は
何
も
し
な
く
て
よ
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
自
他
の
「
仏
性
」
を
信
じ
て
、
そ
の
顕

現
の
た
め
に
「
一
念
に
億
劫
の
辛
労
を
尽
」

（
23
）

く
し
て
い
く
戦
い

の
「
瞬
間
の
生
命
」
こ
そ
が
仏
で
あ
り
、
如
来
な
の
で
あ
る
と

池
田
氏
は
述
べ
て
い
る
。

（
24
）

そ
の
意
味
で
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
さ
ん
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
注

目
す
べ
き
は
、
い
や
が
ら
せ
を
す
る
同
僚
の
幸
福
を
祈
る
こ
と

を
彼
女
が
意
志
的
に

．
．
．
．

選
択
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
の

幸
福
を
祈
る
と
い
う
の
は
、
慈
悲
の
行
為
で
あ
る
が
、
最
初
の

時
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
自
然
に
あ
ふ
れ
で
る
慈
悲
に
突
き

動
か
さ
れ
て
の
行
為
だ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
か
っ
た
。
友
人

か
ら
す
す
め
ら
れ
た
と
き
も
、
彼
女
は
、
こ
の
よ
う
な
行
動
が

不
可
能
に
思
え
て
、
い
っ
た
ん
は
拒
絶
し
て
い
る
。
し
か
し
、

や
が
て
友
人
の
助
言
を
受
け
入
れ
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
さ
ん
は
、
自

分
を
憎
む
相
手
の
幸
福
を
祈
る
と
い
う
困
難
な
課
題
に
挑
戦
す

る
こ
と
を
心
に
決
め
る
の
で
あ
る
。

同
僚
の
幸
せ
を
祈
り
始
め
た
の
は
、
そ
も
そ
も
自
分
の
苦
悩

を
解
決
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
は
、
彼
女
の

悩
み
は
、
被
害
者
と
し
て
の
悩
み
で
あ
り
、
相
手
が
い
か
な
る

自
身
の
不
幸
か
ら
そ
の
よ
う
な
行
為
に
及
ん
だ
の
か
、
思
量
す

る
余
地
な
ど
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
相
手
か
ら
与
え
ら
れ
た

精
神
的
苦
痛
に
心
が
お
お
わ
れ
て
し
ま
い
、
も
が
く
こ
と
で
精

一
杯
で
あ
る
。
相
手
の
幸
福
を
祈
り
は
じ
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、

最
初
か
ら
心
か
ら
祈
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
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か
し
、
相
手
の
こ
と
を
祈
ろ
う
と
し
た
時
点
か
ら
、
そ
れ
ま
で

は
救
い
を
求
め
る
立
場
で
あ
っ
た
の
が
、
今
度
は
救
う
実
践
へ

と
向
か
い
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
方
向
性
が
大
き
く
転

換
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
祈
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、

そ
の
方
向
転
換
が
確
固
た
る
も
の
と
な
り
、
状
況
の
大
き
な
好

転
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。

自
他
の
仏
性
を
信
じ
よ
う
と
決
め
、
祈
り
に
よ
っ
て
、
そ
の

潜
在
的
可
能
性
を
顕
現
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
姿
勢
は
、「
誓
願
」

に
も
通
じ
る
と
い
え
よ
う
。

仏
法
に
お
い
て
は
、「
誓
願
」
は
、
四
弘
誓
願
な
ど
す
べ
て
の

仏
・
菩
薩
が
衆
生
救
済
の
た
め
に
立
て
る
べ
き
も
の
で
、
仏
法

思
想
の
重
要
な
柱
で
あ
る
。

池
田
氏
は
、
日
蓮
が
竜
の
口
の
法
難
に
つ
い
て
、「
こ
れ
ほ
ど

の
悦
び
を
ば
・
わ
ら
へ
か
し
」

（
25
）

と
言
い
切
る
大
境
涯
に
、
誓
願

の
力
を
見
、「
深
き
誓
い
と
正
し
い
理
想
に
生
き
た
時
、
人
間
の

心
は
無
限
大
に
広
が
」

（
26
）

る
の
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
五
濁
の

末
法
に
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
抜
く
に
は
、
誓
願
の
力
が

大
切
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

（
27
）

こ
こ
で
の
「
誓
願
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
決
ま
っ
た

形
に
従
っ
て
行
う
よ
う
な
儀
式
と
し
て
の
「
誓
願
」
を
さ
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、「
自
分
に
も
他
人
に
も
仏
性
が
あ
る
こ
と
を

信
じ
て
み
よ
う
」
と
決
意
し
て
行
動
す
る
、
自
発
能
動
の
行
為

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
行
動
に
踏
み
出
し
た
時
点
で
は
、

本
当
に
仏
性
が
あ
る
こ
と
を
実
感
、
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、「
実
感
し
て
み
よ
う
」
と
決
意
し
て
、
実
践
し

て
い
く
中
で
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
さ
ん
の
よ
う
に
、
本
当
に
相
手
が

変
わ
っ
た
こ
と
で
、
実
感
で
き
る
の
で
あ
る
。
池
田
氏
は
、
日

蓮
の
生
涯
を
末
法
の
本
仏
の
境
地
と
し
て
例
に
あ
げ
な
が
ら
、

「
常
に
『
誓
願
』
が
あ
っ
て
『
悟
り
』
が
あ
る
」

（
28
）
と
し
て
い
る
が
、

ア
ン
ジ
ェ
ラ
さ
ん
の
場
合
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、「
や
っ
て
み

よ
う
」
と
の
決
意
が
「
誓
願
」
に
あ
た
り
、
や
っ
て
み
て
確
か

な
結
果
が
出
る
こ
と
で
、
人
間
の
秘
め
ら
れ
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

を
実
感
し
た
、
つ
ま
り
「
悟
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
敷
衍
で
き

る
だ
ろ
う
。

で
は
、
他
者
の
幸
福
を
願
い
、
祈
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

果
た
し
て
相
手
に
通
ず
る
の
だ
ろ
う
か
。

仏
法
の
世
界
観
は
、「
縁
起
」
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
つ
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ま
り
、
生
命
は
、
互
い
が
互
い
を
生
じ
さ
せ
て
い
て
、
Ａ
と
い

う
存
在
は
Ｂ
と
い
う
存
在
が
あ
っ
て
成
り
立
ち
、
Ａ
が
な
け
れ

ば
Ｂ
も
な
く
、
Ｂ
が
な
け
れ
ば
、
Ａ
も
な
い
。
そ
し
て
、
Ａ
も

Ｂ
も
固
定
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
影
響
を

与
え
な
が
ら
変
化
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
や
は
り
Ａ
は
Ａ
と

し
て
、
Ｂ
は
Ｂ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
は
、
万
物
間
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
、「
大
風
吹
け
ば
草

木
し
づ
か
な
ら
ず
・
大
地
う
ご
け
ば
大
海
さ
は
が
し
、
教
主
釈

尊
を
う
ご
か
し
奉
れ
ば
・
ゆ
る
が
ぬ
草
木
や
あ
る
べ
き
・
さ
わ

が
ぬ
水
や
あ
る
べ
き
」

（
29
）

と
い
っ
て
い
る
。
人
間
同
士
の
関
係
も

縁
起
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
自
身
が
変
わ
れ

ば
、
相
手
も
必
然
的
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。

３

現
代
社
会
に
お
い
て
、
人
々
が
、
愛
情
や
慈
し
み
を
求
め
な

が
ら
も
得
ら
れ
な
い
で
苦
し
む
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
人
間
的

な
感
覚
が
麻
痺
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
に
陥
っ
て

い
る
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。
と
も
す
れ
ば
、
慈
悲
や
愛
は
、

人
間
性
の
自
然
な
発
露
だ
か
ら
、
自
然
に
出
て
く
る
の
を
待
っ

て
い
れ
ば
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
、
潜
在
的
に
人
間

に
そ
な
わ
っ
て
い
る
そ
う
し
た
性
質
を
顕
在
化
さ
せ
る
た
め
の

意
志
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
絶
対
的
幸
福
を
得
よ
う
と
思
う
な

ら
ば
、
人
間
は
、「
愛
す
る
力
」
を
磨
き
、
強
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

池
田
氏
の
指
導
す
る
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
信
仰
実
践
・
運
動
は
、
人
間

が
真
に
幸
福
で
あ
る
た
め
に
、
人
間
を
よ
り
深
く
愛
し
て
い
く

た
め
の
修
練
を
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
行
う
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
積
み
重
ね
こ
そ
が
、
真
の
平
和
へ
の
確
か
な
道
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

注（
１
）
牧
口
常
三
郎
（
一
九
七
二
）
聖
教
文
庫
『
創
価
教
育
学
体
系
Ｉ
』

聖
教
新
聞
社
　
一
五
二
―
一
五
三
ペ
ー
ジ

（
２
）
ナ
ヴ
ィ
ン
・
チ
ャ
ウ
ラ
（
二
〇
〇
一
）
『
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ

●
愛
の
軌
跡
』
日
本
教
文
社
　
二
七
四
―
二
七
五
ペ
ー
ジ

（
３
）
Ｂ
・
ラ
ッ
セ
ル
（
一
九
九
一
）
岩
波
文
庫
『
ラ
ッ
セ
ル
幸
福
論
』

岩
波
書
店
　
六
〇
ペ
ー
ジ

（
４
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
（
一
九
九
二
）『
人
生
の
道
』（
筆
者
訳
）
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（
５
）
池
田
大
作
（
一
九
九
一
）
池
田
大
作
全
集
第
三
巻
『
二
十
一
世

紀
へ
の
対
話
』
聖
教
新
聞
社
　
五
八
三
ペ
ー
ジ

（
６
）
同
　
五
八
四
ペ
ー
ジ

（
７
）
同
　
五
八
七
ペ
ー
ジ

（
８
）
池
田
大
作
（
二
〇
〇
二
）
聖
教
ワ
イ
ド
文
庫
『
法
華
経
の
智
慧
』

第
四
巻
　
聖
教
新
聞
社
　
九
四
ペ
ー
ジ

（
９
）
同
　
二
〇
七
ペ
ー
ジ

（
10
）
池
田
大
作
、「
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
『
人
生
は
素
晴
ら
し
い
』

第
二
部
　
第
三
十
回
　
ス
ペ
イ
ン
舞
踊
の
巨
匠
　
オ
リ
ヴ
ェ
ラ

夫
妻
」
聖
教
新
聞
　
二
〇
〇
四
年
十
月
二
十
三
日
付

（
11
）「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
一
四
九
―
一
五
一
（
中
村
元
訳
）

（
12
）
中
村
元
（
一
九
七
三
）『
慈
悲
』
平
樂
寺
書
店
　
八
八
―
八
九

ペ
ー
ジ

（
13
）
同
　
四
八
ペ
ー
ジ

（
14
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』（
一
九
五
二
）
創
価
学
会
　
七
七
六

ペ
ー
ジ
、「
御
義
口
伝
」

（
15
）
池
田
大
作
（
二
〇
〇
二
）
聖
教
ワ
イ
ド
文
庫
『
法
華
経
の
智
慧
』

第
六
巻
　
聖
教
新
聞
社
　
九
三
ペ
ー
ジ

（
16
）『
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』（
二
〇
〇
二
）
創
価
学
会
　
六
二
五
―

六
二
六
ペ
ー
ジ

（
17
）
池
田
大
作
（
二
〇
〇
二
）
聖
教
ワ
イ
ド
文
庫
『
法
華
経
の
智
慧
』

第
六
巻
　
聖
教
新
聞
社
　
九
五
ペ
ー
ジ

（
18
）
同
　
九
六
ペ
ー
ジ

（
19
）
同
　
九
七
ペ
ー
ジ

（
20
）
前
掲
『
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
』
五
八
六
ペ
ー
ジ

（
21
）
同
　
五
三
四
ペ
ー
ジ

（
22
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
一
一
七
四
ペ
ー
ジ
、「
崇
峻
天
皇
御

書
」

（
23
）
同
　
七
九
〇
ペ
ー
ジ
、「
御
義
口
伝
」

（
24
）
池
田
大
作
（
二
〇
〇
三
）『
御
書
の
世
界

―
人
間
主
義
の
宗

教
を
語
る
』
第
一
巻
　
聖
教
新
聞
社
　
一
六
ペ
ー
ジ

（
25
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
九
一
四
ペ
ー
ジ

（
26
）
池
田
大
作
（
二
〇
〇
三
）『
御
書
の
世
界

―
人
間
主
義
の
宗

教
を
語
る
』
第
二
巻
　
聖
教
新
聞
社
　
一
〇
一
ペ
ー
ジ

（
27
）
同
　
第
一
巻
　
三
〇
ペ
ー
ジ

（
28
）
同
　
第
一
巻
　
四
四
ペ
ー
ジ

（
29
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
一
一
八
七
ペ
ー
ジ
、「
日
眼
女
造
立

釈
迦
仏
供
養
事
」

（
え
ぐ
ち
　
み
つ
る
／
東
洋
哲
学
研
究
所
委
嘱
研
究
員
）
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