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「
西
方
の
人
」
に
お
け
る
〈
復
活
〉
に
つ
い
て
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「
西
方
の
人
」
「
続
西
方
の
人
」
　
に
お
け
る
主
な
「
ク
リ
ス
ト
」
像
は
、
芥
川
龍
之
介
が
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
（
1
）
で

あ
る
と
意
識
し
、
「
『
新
約
全
書
』
と
呼
ば
れ
て
み
る
小
説
的
伝
記
の
主
人
公
」
（
続
1
3
）
で
あ
る
。
そ
の
「
ク
リ
ス
ト
」
像
は
「
天

才
」
、
「
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
」
、
「
共
産
主
義
者
」
、
「
無
抵
抗
主
義
者
」
、
「
詩
人
」
、
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
な
ど
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
顔

を
し
て
お
り
、
言
葉
通
り
の
「
万
人
の
鏡
」
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
「
西
方
の
人
」
「
続
西
方
の
人
」
を
通
し
て
著
し
く
見
ら
れ
る

表
現
は
、
「
詩
人
」
と
な
り
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
と
な
る
「
ク
リ
ス
ト
」
で
あ
る
。

　
．
〈
詩
人
兼
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
〉
で
あ
る
「
ク
リ
ス
ト
」
は
、
「
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
い
っ
か
大
勢
の
読
者
の
為
に
持
て
難
さ

れ
る
こ
と
を
確
信
し
て
み
た
。
」
（
続
9
）
と
描
か
れ
て
お
り
、
ま
た
「
西
方
の
人
」
（
3
5
復
活
）
に
お
け
る
「
三
日
の
後
に
復
活

し
た
」
「
ク
リ
ス
ト
」
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
っ
か
」
「
持
て
離
さ
れ
る
」
と
い
う
「
確
信
」
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
死
後
の
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
に
対
す
る
〈
復
活
〉
の
「
確
信
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
し
か
し
、
永
遠
性
を
持
つ
神
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
命
に
限
り
が
あ
る
有
限

な
存
在
と
し
て
の
芥
川
が
描
い
た
〈
復
活
〉
し
た
人
間
「
ク
リ
ス
ト
」
は
、
　
一
体
ど
の
よ
う
な
姿
で
あ
ろ
う
か
。
「
西
方
の
人
」
に

お
け
る
〈
復
活
〉
の
「
ク
リ
ス
ト
」
を
探
っ
て
行
く
為
、
人
間
イ
エ
ス
を
追
求
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
史
学
者
で
あ
る
エ
ル
ネ
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ス
ト
・
ル
ナ
ン
の
『
イ
エ
ス
伝
』
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
復
活
」
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
、
芥
川
と
ほ
ぼ
同

時
代
を
歩
ん
だ
、
近
代
日
本
の
神
学
者
で
あ
る
内
村
鑑
三
の
「
復
活
」
観
も
参
考
に
し
、
「
西
方
の
人
」
に
お
け
る
〈
復
活
〉
の
「
ク

リ
ス
ト
」
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

2

　
芥
川
は
「
西
方
の
人
（
3
5
　
復
活
）
」
で
、
「
ル
ナ
ン
は
ク
リ
ス
ト
の
復
活
を
見
た
の
を
マ
グ
ダ
レ
ナ
の
マ
リ
ア
の
想
像
力
の
為

に
し
た
」
と
記
し
、
ル
ナ
ン
と
の
関
係
を
語
っ
て
い
る
。

　
ル
ナ
ン
（
一
〇
◎
N
ω
冒
h
N
◆
N
q
　
～
　
　
一
◎
o
O
P
。
一
〇
‘
P
）
は
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
史
学
者
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
起
こ
っ
た
出
来
事
を
人
間
的
事

実
と
し
て
見
な
し
、
歴
史
の
上
に
い
る
人
間
イ
エ
ス
を
探
求
レ
つ
づ
け
た
思
想
家
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
・
ピ
濠
o
h
“
毬
亀
．
貫
≦
臨
貯
巨
O
出
ロ
8
ぽ
8
昌
冨
O
刈
、
綱
島
梁
川
訳
・
安
倍
能
成
訳
補
『
ル
ナ
ン
耶
蘇
伝
』
（
三
星
社
、
明
治
四
一
年

九
月
）
、
加
藤
一
夫
訳
『
耶
蘇
の
生
涯
』
（
春
秋
社
、
大
正
十
年
一
月
）
、
広
瀬
哲
士
訳
『
耶
蘇
』
（
東
京
堂
、
大
正
十
一
年
十
二
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
コ
　

な
ど
の
訳
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、
芥
川
は
英
訳
、
和
訳
の
い
ず
れ
か
を
読
ん
だ
と
い
う
。

　
「
西
方
の
人
」
に
お
い
て
の
ル
ナ
ン
に
関
す
る
言
及
は
、
次
の
よ
う
に
3
5
．
章
の
「
復
活
」
の
み
で
あ
る
が
、
ル
ナ
ン
の
復
活
に
対

す
る
考
え
を
紹
介
し
が
ら
も
、
次
の
註
釈
の
よ
う
な
「
ク
リ
ス
ト
」
像
は
両
者
の
視
点
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
ま
ま
看

過
す
べ
き
で
は
な
い
。
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ル
ナ
ン
は
ク
リ
ス
」
ト
の
復
活
を
見
た
の
を
マ
グ
ダ
レ
ナ
の
マ
リ
ア
の
想
像
力
の
為
に
し
た
②

想
像
力
の
為
に
、
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か
し
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の
想
像
力
に
飛
躍
を
与
へ
た
も
の
は
ク
リ
ス
ト
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
り

　
そ
し
て
、
す
で
に
鈴
木
秀
子
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
ナ
ン
は
「
キ
リ
ス
ト
の
神
性
を
徹
底
的
に
否
定
し
」
、

「
聖
三
位
一
体
の
神
を
無
視
」
す
る
「
反
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
」
に
立
っ
て
、
彼
の
〈
復
活
〉
観
．
を
自
説
の
『
イ
エ
ス
伝
』
を
通
し

て
あ
ら
わ
し
て
い
る

日
曜
日
の
朝
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
を
先
頭
に
、
婦
人
達
は
朝
早
く
か
ら
墓
の
所
に
来
た
。
石
は
入
口
か
ら
轄
が
さ
れ
て
居
り
、

門
燈
は
最
早
前
に
置
い
た
場
所
に
無
か
っ
た
。
同
時
に
、
最
も
不
可
思
議
な
噂
が
基
督
教
の
同
信
者
の
中
に
撞
が
つ
た
。
「
彼

は
蘇
れ
り
」
と
い
ふ
叫
び
が
弟
子
達
の
間
に
電
光
の
や
う
に
走
っ
た
。
到
る
と
こ
ろ
で
、
愛
慕
の
情
が
容
易
に
そ
れ
に
信
用
を

置
い
た
。
ど
ん
な
事
が
起
つ
た
の
で
あ
っ
た
か
。
使
徒
の
歴
史
を
取
扱
ふ
時
に
、
わ
れ
ら
は
其
鮎
を
研
究
し
、
復
活
に
均
す
る

下
説
の
起
源
を
探
る
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
家
に
と
っ
て
は
、
イ
エ
ス
の
傳
は
彼
の
最
後
の
呼
吸
と
と
も
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
弟
子
達
及
び
若
干
の
献
身
の
女
性
達
の
胸
に
遺
し
た
痕
は
、
尚
数
週
間
彼
等
に
と
っ
て
、
彼
が
生
き
た

人
で
あ
り
、
慰
安
者
で
あ
っ
た
程
で
あ
っ
た
。
誰
に
よ
っ
て
彼
の
遺
骸
は
運
び
去
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
か
。
如
何
な
る
事
情
の

下
に
、
篤
信
の
熱
心
が
常
に
復
活
の
信
仰
を
確
立
す
る
一
群
の
物
語
の
花
を
開
か
せ
た
の
で
あ
る
か
。
矛
盾
の
史
料
が
無
い
の

で
、
わ
れ
ら
は
そ
れ
を
永
久
に
知
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
の
強
い
想
像
が
、
此
場
合
に

主
要
な
役
目
を
演
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
置
か
う
。
愛
の
神
聖
な
力
よ
、
幻
を
見
る
婦
人
の
情
熱
が
、
復
活
し

た
神
を
世
界
に
與
へ
る
こ
と
に
す
る
そ
の
神
聖
の
瞬
間
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
瀬
哲
士
訳
『
耶
蘇
』
（
東
京
堂
、
大
正
十
一
年
十
二
月
）
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ル
ナ
ン
は
イ
エ
ス
の
復
活
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
弟
子
達
と
婦
人
達
の
イ
エ
ス
に
対
す
る
「
愛
慕
の
情
」
に
よ
っ
て
発
生
し
、
「
マ

グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
の
強
い
想
像
」
が
、
イ
エ
ス
の
復
活
の
話
を
作
っ
た
と
い
う
物
語
と
し
て
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
イ
エ
ス
の
死
骸
が
誰
か
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
た
と
疑
い
、
さ
ら
に
「
傑
刑
因
が
機
を
失
は
ぬ
や
う
に
外
さ
れ
て
、
劇

薬
治
療
に
よ
っ
て
生
命
を
回
復
し
た
例
」
に
つ
い
て
言
及
し
、
「
イ
エ
ス
の
十
分
死
ん
だ
か
否
か
を
注
意
し
て
見
届
け
る
必
要
が
あ

っ
た
」
と
、
死
か
ら
蘇
生
し
た
イ
エ
ス
の
復
活
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
比
べ
て
、
芥
川
の
場
合
は
ル
ナ
ン
の
意
見
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
「
し
か
し
彼
女
の
想
像
力
に
飛
躍
を
与
へ
た
も
の
は
ク

リ
ス
ト
で
あ
る
。
」
と
い
う
意
味
深
い
一
節
を
書
き
加
え
て
い
る
。
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
（
以
下
マ
グ
ダ
ラ
は
省
略
）
の
想
像
力
に

飛
躍
を
与
え
た
の
は
ク
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
ク
リ
ス
ト
が
与
え
た
飛
躍
と
い
ケ
〈
カ
〉
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

芥
川
は
マ
リ
ア
の
想
像
力
に
与
え
ら
れ
た
飛
躍
と
、
そ
れ
を
与
え
た
ク
リ
ス
ト
像
に
注
目
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
こ
で
芥
川
は
、
マ
リ
ア
に
お
け
る
ク
リ
ス
ト
へ
の
「
愛
」
の
み
し
か
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ル
ナ
ン
と
の
顕
著
な
違
い
を
見
せ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ル
ナ
ン
よ
り
一
歩
先
に
立
っ
て
「
ク
リ
ス
ト
」
を
眺
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
芥
川
が
、
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け
れ
ど
も
ク
リ
ス
ト
は
マ
リ
ア
の
外
に
も
死
後
の
彼
自
身
を
示
し
て
み
る
。

多
か
っ
た
か
を
現
す
も
の
で
あ
ら
う
。
彼
は
三
目
の
後
に
復
活
し
た
。
が
、

長
い
年
月
を
必
要
と
し
た
。

こ
の
事
実
は
ク
リ
ス
ト
を
愛
し
た
人
々
の
ど
の
位

肉
体
を
失
っ
た
彼
の
世
界
中
を
動
か
す
に
は
更
に

　
　
　
　
　
　
　
「
西
方
の
人
」
（
3
5
復
活
）



　
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
「
ク
リ
ス
ト
」
は
十
字
架
に
架
け
ら
れ
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
人
々
の
「
ク
リ
ス
ト
」
へ
の
愛
は
人

々
に
〈
カ
〉
を
与
え
、
死
後
の
彼
自
身
が
「
世
界
中
を
動
か
す
」
よ
う
に
な
っ
た
と
見
て
も
よ
い
と
思
う
。

　
す
な
わ
ち
、
マ
リ
ア
や
人
々
に
与
え
た
ク
リ
ス
ト
の
〈
カ
〉
は
死
後
に
〈
復
活
〉
し
、
「
長
い
年
月
を
必
要
と
し
た
」
に
し
て
も
、

「
世
界
中
を
動
か
」
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
芥
川
は
「
彼
は
三
日
の
後
に
復
活
し
た
」
と
い
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ル
ナ
ン
は
、
人
々
に
復
活
の
「
噂
」
が
広
が
っ
た
原
因
と
し
て
、
人
々
が
「
愛
慕
の
情
が
容
易
に
そ
れ
に
信
用
を

置
い
た
」
為
で
あ
る
と
語
る
。
や
は
り
、
復
活
に
対
す
る
ル
ナ
ン
の
態
度
は
、
マ
リ
ア
の
「
幻
」
の
「
情
熱
」
が
「
ク
リ
ス
ト
」
の

復
活
を
引
き
起
こ
し
た
と
言
っ
た
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
人
々
に
よ
る
「
噂
」
に
目
を
向
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
す
る
芥
川
の
場
合
は
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
マ
リ
ア
と
人
々
に
よ
っ
て
〈
復
活
〉
せ
ら
れ
た
「
ク
リ
ス
ト
」
の
姿

に
重
点
を
置
き
、
単
な
る
「
噂
」
と
し
て
認
識
し
よ
ヶ
と
す
る
ル
ナ
ン
と
の
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
歴
史
家
の
目
を
通
し
て
映
し
出

さ
れ
た
「
ク
リ
ス
ト
」
は
、
ル
ナ
ン
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
十
字
架
の
上
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
最
後
の
呼
吸
と
と
も

に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
」
が
、
芥
川
に
お
け
る
「
ク
リ
ス
ト
」
は
決
し
て
終
わ
っ
て
な
い
。

　
ま
た
、
ル
ナ
ン
に
お
け
る
「
イ
エ
ス
」
は
、
　
マ
リ
ア
の
「
幻
」
の
「
情
熱
」
と
人
々
の
「
嘩
」
が
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
同
時
に

消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
思
う
が
、
芥
川
の
「
ク
リ
ス
ト
」
が
人
々
に
与
え
た
〈
愛
〉
，
（
”
力
）
は
く
復
活
〉
し
、
現
在
も
「
世
界
中

を
動
か
」
し
て
い
る
。
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芥
川
龍
之
介
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
内
村
鑑
．
三
が
、
近
代
日
本
の
基
督
教
界
に
与
え
た
影
響
は
少
な
く
な
い
。
無
教
会
主
義
者

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
内
村
で
あ
る
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
の
彼
に
お
け
る
復
活
信
仰
は
、
ほ
ぼ
正
統
的
基
督
教
観
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。

　
無
教
会
派
の
代
表
的
な
人
物
と
し
て
、
教
会
に
否
定
的
な
面
を
持
っ
て
い
た
内
村
と
、
「
抽
象
的
な
言
葉
ば
か
り
使
っ
て
み
る
後

代
の
ク
リ
ス
ト
教
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
ー
牧
師
た
ち
は
一
度
も
こ
の
ク
リ
ス
ト
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
効
果
を
考
へ
な
か
っ
た
」

（
1
9
V
と
、
皮
肉
，
的
に
基
督
教
会
を
否
定
し
て
い
る
芥
川
と
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
に
し
て
も
、
同
時
代
を
生
き
た
二
人
の
復
活

観
を
対
照
し
て
み
る
こ
と
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
内
村
は
ル
ナ
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
復
活
観
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
彼
を
批
判
し
て
い
る
。

レ
ナ
ン
は
基
督
の
復
活
を
構
造
の
虚
説
な
り
と
し
、
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
是
れ
催
眠
術
を
施
し
た
る
な
り
．
ど
駁
論
す
。
彼
等
は
基
督

教
を
破
壊
せ
ん
と
し
て
、
先
づ
鉄
槌
を
復
活
問
題
に
加
へ
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
基
督
の
復
活
を
祝
ふ
席
に
臨
み
て
」
（
『
福
音
新
報
』
九
五
号
、
　
明
治
三
十
年
四
月
二
三
日
）

　
ル
ナ
ン
を
「
基
督
教
を
破
壊
せ
ん
」
と
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
た
内
村
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
把

握
し
た
ル
ナ
ン
と
は
対
照
的
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
復
活
の
出
来
事
を
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
的
な
要
素
と
し
て
み
よ
う

と
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
マ
リ
ア
の
復
活
の
目
撃
に
対
し
て
、
内
村
は
「
何
の
た
め
に
天
使
降
り
て
石
を
転
ば
せ
し
か
、
こ
れ
復
活
の
た
め
で
は
な
く
、

篤
信
な
る
婦
人
二
の
信
仰
を
助
け
ん
た
め
に
外
復
ら
ぬ
」
〈
「
聴
講
録
《
一
》
」
（
『
，
聖
書
の
研
究
』
一
七
九
号
・
　
大
正
四
年
六
月
）
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※
傍
点
省
略
〉
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
内
村
の
観
点
は
、
ル
ナ
ン
に
よ
る
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
の
強
い
想
像
が
」
主
要
な
役
目
を
演
じ
た
と
い
う
見
方
の

中
で
の
「
想
像
」
と
対
立
し
、
マ
リ
ア
の
復
活
し
た
キ
リ
ス
ト
の
目
撃
は
、
「
想
像
力
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
「
信
仰
」
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
現
し
て
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
「
婦
人
」
の
「
信
仰
を
助
け
」
た
の
は
天
使
で
あ
っ
た
と
見
る
内
村
と
、
「
彼
女
の
想
像
力
に
飛
躍
を
与
え
た
も
の
は
ク

リ
ス
ト
で
あ
る
。
」
と
記
し
て
い
る
芥
川
は
、
マ
リ
ア
に
与
え
た
も
の
の
性
質
と
対
象
が
異
な
り
、
大
き
な
隔
た
り
を
見
せ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
両
者
の
復
活
観
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
内
村
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

然
し
乍
ら
キ
リ
ス
ト
の
復
活
は
単
に
過
去
の
事
実
で
な
い
。
彼
が
単
に
「
死
し
て
葬
ら
れ
し
」
な
ら
ば
、
彼
は
凡
て
の
人
と
同

じ
く
過
去
の
人
と
成
っ
て
了
つ
た
の
で
あ
っ
て
、
其
後
の
彼
は
、
彼
の
伝
へ
し
教
訓
と
感
化
力
と
を
以
っ
て
後
世
を
導
く
に
過

ぎ
な
い
。
是
れ
彼
の
如
き
大
人
格
者
に
取
り
て
は
粗
な
る
事
業
た
る
に
相
違
な
い
が
、
然
し
生
者
の
実
訓
と
死
者
の
感
化
と
の

間
に
直
な
る
相
違
あ
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
乍
ら
キ
リ
ス
ト
の
場
合
に
於
て
は
奉
れ
が
普
通
の
人
と
全
く
遣
う
の
で
あ

る
。
彼
は
死
し
て
葬
ら
れ
第
三
日
に
甦
り
給
う
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
復
活
祭
の
意
義
」
（
『
聖
書
之
研
究
』
三
三
四
号
、
　
昭
和
三
年
五
月
十
日
）
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内
村
が
述
べ
て
い
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
は
、
歴
史
上
の
事
実
に
お
い
て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
霊
の
復
活
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
肉
体
に
お
い
て
も
そ
の
体
が
復
活
ざ
れ
、
生
け
る
肉
体
に
な
っ
て
い
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
復
活
は
肉
体



の
復
活
と
共
に
、
限
り
な
い
永
遠
な
る
生
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
芥
川
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
西
方
の
人
」
に
お
い
て
の
「
ク
リ
ス
ト
」
は
、
基
督
教
の
教
理
に
お
け
る
復
活
信
仰
が
否

定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
復
活
信
仰
は
認
め
て
い
な
い
に
し
て
も
、
「
ク
リ
ス
ト
」
が
マ
リ
ア
や
人
々
に
与
え
た
〈
カ
〉
に
よ

っ
て
、
「
死
後
の
彼
自
身
を
示
し
て
．
み
る
」
と
い
う
「
ク
リ
ス
ト
」
」
に
よ
る
〈
復
活
観
〉
を
持
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
「
ク
リ
ス
ト
」
に
お
け
る
〈
復
活
〉
は
後
世
に
示
さ
れ
、
「
世
界
中
を
動
か
す
」
と
い
う
「
西
方
の
人
」
に
お
け
る
芥
川

の
「
ク
リ
ス
ト
」
と
、
内
村
が
述
べ
て
い
る
「
過
去
の
人
と
成
っ
て
了
つ
た
」
死
者
の
「
教
訓
と
感
化
力
」
が
「
後
世
を
導
く
」
点

に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
ゆ

　
だ
が
、
内
村
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
両
者
の
間
に
は
、
「
生
者
の
実
訓
と
死
者
の
感
化
と
の
間
に
大
な
る
相
違
」
が
あ
る
だ
ろ
う
。

内
村
が
い
う
「
死
者
の
感
化
」
は
永
遠
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
生
者
の
実
訓
」
ば
永
遠
性
を
持
ち
、
ま
た
絶

対
不
変
な
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
芥
川
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
「
ク
リ
ス
ト
」
は
「
三
日
の
後
に
復
活
し
」
、
「
肉
体
を
失
っ
た
彼
の
世
界
中
を
動

か
す
に
は
更
に
長
い
年
月
を
必
要
と
」
す
る
が
、
そ
れ
は
内
村
が
い
う
「
伝
へ
し
教
訓
と
感
化
力
」
に
す
ぎ
な
い
「
死
者
の
感
化
」

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
後
世
に
「
世
界
中
」
を
動
か
す
「
ク
リ
ス
ト
」
の
く
復
活
〉
．
が
、
内
村
鑑
三
に
よ
っ
て
「
伝
へ

し
教
訓
と
感
化
力
と
を
以
っ
て
後
世
を
導
く
に
過
ぎ
な
い
」
も
の
に
転
落
し
て
し
ま
う
。

　
し
か
し
、
芥
川
に
よ
る
「
ク
リ
ス
ト
」
が
「
単
に
『
死
し
て
葬
ら
れ
し
』
人
で
あ
っ
て
も
、
単
な
る
「
教
訓
と
感
化
力
」
を
越
え

た
も
の
を
、
芥
川
は
〈
復
活
〉
の
「
ク
リ
ス
ト
」
に
見
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
す
な
わ
ち
、
「
西
方
の
人
」
の
「
ク
リ
ス
ト
」
に
お
い
て
の
く
復
活
〉
に
、
永
遠
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
聖

霊
の
子
、
供
」
で
あ
る
　
「
ク
リ
．
ス
ト
」
は
　
「
い
つ
も
か
う
云
ふ
人
生
の
上
に
」
　
「
何
か
『
永
遠
に
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
』
を
」
残
し
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て
行
く
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
西
方
の
人
」
に
お
け
る
「
ク
リ
ス
ト
」
は
、
ど
の
位
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
た
か
を
現
す
「
事
実
」
と
し
て
描
か
れ
、

後
世
に
お
い
て
は
「
世
界
中
を
動
か
」
し
、
「
人
生
の
上
に
何
か
美
し
い
も
の
を
残
し
て
行
っ
た
」
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
両
者
は
同
じ
聖
書
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
見
つ
め
、
キ
リ
ス
ト
を
「
生
者
」
と
「
死
者
」
で
認
識
す
る
よ
う
な
正
反
対
の
方
向

へ
向
か
っ
て
い
く
。

　
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
「
復
活
」
を
通
し
て
永
遠
な
る
「
生
者
の
実
訓
」
と
、
「
人
生
の
上
に
何
か
美
し
い
も
の
を
残
し
て
行
っ

た
」
「
ク
リ
ス
ト
」
の
「
永
遠
に
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
」
は
そ
の
内
実
が
違
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
〈
永
遠
性
〉
を
み
よ
う
と
す

る
場
合
、
全
く
違
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
〈
復
活
〉
し
た
「
た
っ
た
一
人
の
ク
リ
ス
ト
の
中
に
万
人
の
彼
等
自
身
を
発

見
」
し
ょ
う
と
す
る
芥
川
の
「
ク
リ
ス
ト
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
永
遠
な
る
「
生
者
の
実
訓
」
を
説
　
，
ひ

く
内
村
の
そ
れ
が
・
〈
後
世
〉
の
人
々
を
導
く
と
い
う
点
に
お
い
て
・
そ
の
内
実
は
異
な
っ
て
も
共
通
す
る
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
岨

だ
ろ
う
か
。

4

　
．
「
西
方
の
人
」
の
本
文
中
で
は
「
復
活
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
2
3
章
の
「
ラ
ザ
ロ
」
で
は
ラ
ザ
ロ
の
死
か
ら
の
蘇
生
に
触
れ
、
「
ラ
ザ
ロ
の
死
か
ら
生
き
返
っ
た
の
は
か
う
云
ふ
彼
の
感

傷
主
義
の
為
で
あ
る
」
と
書
ぎ
、
2
5
章
の
「
天
に
近
い
山
の
上
の
問
答
」
で
は
「
人
の
子
の
死
よ
り
甦
る
ま
で
」
と
い
う
マ
タ
イ
伝

7
章
9
節
の
言
葉
を
引
用
し
、
そ
の
ま
ま
聖
書
に
お
け
る
「
蘇
り
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
2
7
章
の
「
イ
エ
ル
サ



レ
ム
し
で
は
、
「
彼
の
後
に
生
ま
れ
た
ク
リ
ス
ト
の
一
人
は
遠
い
ロ
オ
マ
の
道
の
上
に
再
生
し
た
ク
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
い
う
「
再

生
」
の
言
葉
を
使
っ
て
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
3
5
章
の
「
復
活
」
で
は
「
彼
女
の
子
供
を
失
っ
た
母
は
度
た
び
彼
の
復
活
を
「
彼
の

何
か
に
生
ま
れ
変
っ
た
の
を
み
て
み
る
。
」
と
い
い
、
「
復
活
」
と
い
う
言
葉
を
「
生
ま
れ
変
っ
た
」
と
同
時
に
混
合
し
て
書
い
て

へ
　
　
　
　
　
　
む

レ
る

　
以
上
の
よ
う
な
「
ク
リ
ス
ト
」
と
う
ザ
ロ
な
ど
に
見
ら
れ
る
表
現
に
は
、
用
語
に
お
い
て
の
統
一
性
が
み
ら
れ
な
く
、
「
復
活
」

「
生
き
返
っ
た
」
「
蘇
る
」
「
生
ま
れ
変
っ
た
」
と
い
う
使
い
方
に
お
い
て
、
芥
川
が
意
識
的
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

ラ
ザ
ロ
に
お
け
る
「
生
き
返
」
り
は
、
「
ク
リ
ス
ト
」
に
お
け
る
「
再
生
」
や
「
蘇
り
」
と
ほ
ぼ
同
格
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
復
活
」
と
蘇
生
を
意
味
す
る
「
再
生
」
や
「
蘇
り
」
な
ど
が
、
区
別
せ
ず
に
表
現
．
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ヰ
　

　
一
方
、
吉
田
孝
次
郎
・
中
野
恵
海
の
全
注
解
も
、
「
復
活
」
に
対
し
て
「
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
で
、
人
間
が
そ
の
死
後
、

再
び
生
命
を
回
復
す
る
と
の
信
仰
。
い
っ
た
ん
死
ん
だ
も
の
が
蘇
生
し
て
新
生
活
を
始
め
る
こ
と
，
」
で
あ
る
と
注
を
付
け
、
「
復

活
」
や
「
蘇
り
」
な
ど
の
言
葉
を
区
別
せ
ず
に
、
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
「
復
活
」
は
、
確
か
に
「
死
後
、
再
び
生
命
を
回
復
す
る
と
の
信
仰
」
に
違
い
な
い
が
、
再
び
死

な
な
い
永
遠
の
生
命
を
所
有
す
る
こ
と
が
、
真
の
「
復
活
」
と
し
て
の
意
味
で
あ
る
と
思
う
。

　
さ
ら
に
、
『
旧
約
・
新
約
聖
書
大
事
典
』
（
教
文
尼
、
　
一
九
八
九
年
六
月
二
十
日
）
で
も
「
蘇
生
」
に
対
し
て
、
「
復
活
が
、
死
に

対
す
る
最
終
的
勝
利
と
万
物
の
新
し
炉
秩
序
の
確
立
と
包
括
す
る
終
末
論
的
概
念
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
（
マ
タ
P
N
”
ω
O
）
、
蘇
生
は

単
な
る
一
時
的
な
生
へ
の
帰
還
を
意
味
す
る
。
」
と
定
義
づ
け
、
そ
の
違
い
を
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
「
西
方
の
入
」
の
く
復
活
〉
に
お
い
て
，
も
、
「
三
日
の
後
に
復
活
し
」
、
「
世
界
中
を
動
か
す
」
「
ク
リ
ス
ト
」
が
、
再
び

す
ぐ
消
滅
し
で
し
ま
っ
た
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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に
ら
ソ

　
現
代
日
本
の
神
学
者
で
あ
る
井
上
洋
治
に
よ
る
と
、
「
蘇
生
し
た
人
間
は
必
ず
ま
た
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
、
復
活
と
は
、

死
ん
だ
人
が
か
ら
だ
と
と
も
に
（
す
な
わ
ち
、
た
ん
な
る
霊
魂
だ
け
で
な
く
、
か
ら
だ
を
も
持
っ
た
人
間
と
し
て
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
）
永
遠
の
生
命
に
入
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
い
、
復
活
と
蘇
生
を
は
っ
き
り
使
い
分
け
て
い
る
。

　
ま
た
、
内
村
鑑
三
も
「
復
活
」
の
意
味
に
対
し
て
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

復
活
は
「
甦
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
復
活
の
こ
と
を
「
甦
り
」
と
云
ふ
は
誤
称
で
あ
り
ま
す
、
「
甦
り
」
は
黄
泉
よ
り
帰
る

と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
死
ん
だ
人
が
其
儘
生
き
回
て
来
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
約
翰
伝
十
一
章
に
有
る
所
の
ラ
ザ
ロ
は

甦
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
彼
の
肉
体
は
四
日
の
間
墓
に
在
り
し
が
、
キ
リ
ス
ト
に
召
ば
れ
て
、
其
儘
生
き
回
っ
て
来
た
の
で
あ

り
ま
す
。
然
し
聖
書
に
云
ふ
復
活
は
全
く
鳴
れ
と
違
ひ
ま
す
、
復
活
と
は
肉
体
の
聖
化
で
あ
り
ま
す
、
肉
体
が
純
化
し
て
更
ら

に
貴
き
聖
き
も
の
と
成
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
は
ラ
ザ
ロ
の
甦
り
と
は
全
く
違
っ
た
事
で
あ
り
ま
す
、
キ
リ

ス
ト
は
復
活
し
て
窮
り
な
く
生
き
、
ラ
ザ
ロ
は
甦
り
て
再
び
死
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
復
活
と
、
甦
り
」
（
『
聖
書
之
研
究
』
一
四
五
号
、
　
大
正
元
年
八
月
十
目
）
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す
な
わ
ち
、
死
か
ら
再
び
命
を
回
復
す
る
ま
で
は
「
甦
り
」
と
見
て
い
る
の
で
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
、
ラ
ザ
ロ
に
お
い
て
も
、

生
命
の
回
復
に
関
し
て
は
「
甦
り
」
な
ど
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
内
鼠
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
と
ラ
ザ
ロ
の
「
甦

り
」
に
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
ラ
ザ
ロ
は
「
甦
」
っ
て
死
か
ら
生
命
を
回
復
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
永
遠
の
命
で
は
な
い
。
再
び
、

死
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
が
奪
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
は
ラ
ザ
ロ
は
存
在
し
な
い
し
、
「
復
活
」
の
う
ザ
ロ
は
あ
り
得
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
死
か
ら
「
甦
」
っ
て
生
命
を
回
復
し
、
．
そ
の
命
は
永
遠
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス



ト
は
現
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
復
活
信
仰
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
な
教
理
で
あ
る
。

　
内
村
鑑
三
に
お
い
て
の
「
復
活
」
は
永
遠
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
死
か
ら
の
一
時
的
な
生
命
の
回
復
で
あ
る
「
甦
り
」

と
「
復
活
」
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
ク
リ
ス
ト
」
に
お
い
て
の
く
復
活
〉
は
「
肉
体
を
失
っ
た
」
〈
復
活
〉
で
あ

り
、
「
ク
リ
ス
ト
を
愛
し
た
人
々
」
に
よ
っ
て
「
死
後
の
彼
自
身
」
が
示
さ
れ
た
受
動
的
〈
復
活
〉
で
あ
っ
た
の
で
、
「
蘇
生
」
と

「
復
活
」
に
つ
い
て
の
使
い
分
け
は
必
然
的
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
つ
ま
り
、
「
ク
リ
ス
ト
』
に
お
け
る
．
〈
復
活
〉
は
「
よ
み
が
え
ら
せ
ら
れ
る
」
パ
ッ
シ
ブ
な
性
格
を
帯
び
て
お
り
、
「
ク
リ
ス
ト

を
愛
し
た
人
々
」
の
前
提
に
立
つ
〈
復
活
〉
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
前
提
が
消
え
る
と
と
も
に
〈
復
活
〉
の
「
ク
リ
ス
ト
」
が
消
滅

す
る
「
蘇
生
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

5
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「
西
方
の
人
」
に
お
い
て
〈
復
活
〉
と
い
う
表
現
が
一
番
著
し
く
見
ら
れ
る
所
は
、
「
3
5
　
復
活
」
の
題
と
す
る
章
で
あ
る
。

　
「
ク
リ
ス
ト
」
の
く
復
活
〉
に
つ
い
て
、
ル
ナ
ン
が
「
マ
グ
ダ
レ
ナ
の
マ
リ
ア
の
想
像
力
」
の
為
で
あ
る
と
見
た
こ
と
に
対
し
て
、

芥
川
は
「
想
像
力
」
に
「
飛
躍
」
を
与
え
た
「
ク
リ
ス
ト
」
に
重
点
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
「
ク
リ

ス
ト
」
を
〈
復
活
〉
さ
せ
た
「
死
後
の
彼
自
身
を
示
し
て
み
る
」
「
ク
リ
ス
ト
を
愛
し
た
人
々
」
・
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
「
ク
リ
ス
ト
」
を
愛
す
る
人
々
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
ク
リ
ス
ト
」
が
愛
し
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
を

調
べ
る
べ
き
で
あ
る
。



ク
リ
ス
ト
の
母
、
美
し
い
マ
リ
ア
は
ク
リ
ス
ト
に
は
些
し
も
母
で
は
な
か
っ
た
。

の
だ
っ
た
。
（
1
7
）

ク
リ
ス
ト
の
最
も
愛
し
た
の
は
目
ざ
ま
し
い
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
、

き
い
無
花
果
の
か
げ
に
年
と
っ
た
予
言
者
に
な
っ
て
み
た
で
あ
ら
う
。

彼
の
最
も
愛
し
た
も
の
は
彼
の
道
に
従
ふ
も

若
し
他
の
も
の
を
愛
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
大

（
続
6
）

　
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ク
リ
ス
ト
」
が
「
最
も
愛
し
た
も
の
は
」
「
彼
の
道
に
従
ふ
も
の
」
で
、
母
の
存
在
さ
え
、
そ
の

「
道
」
に
左
右
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
「
最
も
愛
し
た
」
「
目
ざ
ま
し
い
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
後
世
に
お
け
る
〈
復
活
〉
は

み
ら
れ
る
な
く
、
「
年
と
っ
た
予
言
者
」
し
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
「
ク
リ
ス
ト
の
最
も
愛
し
た
」
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」

は
、
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
と
し
て
の
彼
の
「
道
に
従
ふ
も
の
」
に
具
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
「
道
」
は
「
嫌
で
も
応
で
も
人
気
の
な
い
天
に
向
っ
て
み
る
」
（
2
5
）
為
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
犠
牲
に
し
」
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
至
上
主
義
」
に
お
け
る
「
道
」
に
他
な
ら
な
い
。
「
ク
リ
ス
ト
」
の
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ

ム
」
は
「
貧
し
い
人
た
ち
や
奴
隷
を
慰
め
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
た
「
ク
リ
ス
ト
」
は
、
「
死
後
の
彼
自
身
」

が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
ク
リ
ス
ト
」
に
お
け
る
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
ハ
ほ
お
ビ

　
茅
野
直
子
は
、
「
磐
話
を
使
っ
て
む
ず
か
し
い
教
え
を
巧
み
に
人
々
に
理
解
さ
せ
る
才
能
、
こ
れ
は
確
か
に
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ス
ト
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と
な
る
才
能
」
で
あ
る
と
見
倣
し
て
い
る
。

　
確
か
に
1
9
章
の
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
で
も
、
「
少
な
く
と
も
我
々
に
迫
っ
て
来
る
も
の
は
我
々
自
身
に
近
い
，
も
の
だ
け
で
あ
る
。
」

と
い
う
「
事
実
を
直
覚
し
て
い
る
「
ク
リ
ス
ト
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
を
語
る
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
と
し

て
の
態
度
が
明
確
に
見
え
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
は
ど
の
よ
う
な
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
を
人
々
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
「
1
9
　
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
』
の
章
で
は
、
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
詩
人
」
で
あ
る
「
ク
リ
ス
ト
」
の
性

格
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
我
々
は
唯
我
々
自
身
に
近
い
も
の
の
外
は
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
少
く
と
も
我
々
に
迫
っ
て
来
る
も
の
は
我
々
自
身
に
近
い

　
　
も
の
だ
け
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
は
あ
ら
ゆ
る
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
の
や
う
に
こ
の
事
実
を
直
覚
し
て
み
た
。
花
嫁
、
葡
萄
園
、
騙

　
　
馬
、
工
人
一
彼
の
教
へ
は
目
の
あ
た
り
に
あ
る
も
の
を
一
度
も
利
用
せ
ず
に
す
ま
し
た
こ
と
は
な
い
。
「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
」

　
　
や
「
放
蕩
息
子
の
帰
宅
」
は
か
う
云
ふ
彼
の
詩
の
傑
作
で
あ
る
。
抽
象
的
な
言
葉
ば
か
り
使
っ
て
み
る
後
代
の
ク
リ
ス
ト
教
的

　
　
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
ー
牧
師
た
ち
は
一
度
も
こ
の
ク
リ
ス
ト
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
効
果
を
考
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
略
）

　
一
見
、
相
反
す
る
意
味
で
あ
る
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
と
「
詩
人
」
は
、
「
ク
リ
ス
ト
」
の
中
に
同
時
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
我
々
に
迫
っ
て
来
る
も
の
は
我
々
自
身
に
近
い
も
の
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
「
事

実
を
直
覚
し
て
」
い
た
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
「
ク
リ
ス
ト
」
と
、
「
詩
の
傑
作
」
の
作
．
者
で
あ
る
「
詩
人
」
「
ク
リ
ス
ト
」
．
．
の
区
別
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、

が
っ
か
な
い
程
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
も
そ
う
い
う
関
係
が
窺
わ
れ
る
。

ク
リ
ス
ト
は
古
代
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
。
同
時
に
又
二
代
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
に
な
っ
た
。
彼
の
天
才
は
飛
躍
を
つ
づ
け
、

彼
の
生
活
は
一
時
前
の
社
会
的
約
束
を
踏
み
に
じ
っ
た
。
彼
を
理
解
し
な
い
弟
子
た
ち
の
中
に
時
々
ヒ
ス
テ
リ
イ
を
起
し
な
が

ら
。
－
し
か
し
そ
れ
は
彼
自
身
に
は
犬
体
歓
喜
に
満
ち
渡
っ
て
み
た
。
ク
リ
ス
ト
は
彼
の
詩
の
中
に
ど
の
位
情
熱
を
感
じ
て
み

た
で
あ
ら
う
。
「
山
上
の
教
へ
」
は
二
十
何
歳
か
の
彼
の
感
激
に
満
ち
た
産
物
で
あ
る
。
彼
は
ど
う
云
ふ
前
人
も
彼
に
若
か
な

い
の
を
感
じ
て
み
た
。
こ
の
海
の
や
う
に
高
ま
っ
た
彼
の
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は
勿
論
敵
を
招
い
た
で
あ
ら
う
。
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
西
方
の
人
」
（
1
4
　
聖
霊
の
子
供
）
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あ
た
か
も
、
「
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
詩
」
が
、
同
じ
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
ク
リ
ス
ト
」

は
「
古
代
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
以
上
、
当
然
彼
が
生
み
出
す
も
の
は
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
、

「
詩
人
」
で
も
あ
る
「
ク
リ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
の
中
に
、
「
山
上
の
教
え
」
の
よ
う
な
「
感

激
に
満
ち
た
産
物
」
で
あ
る
「
詩
」
が
生
ま
れ
来
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
そ
の
日
の
教
え
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
山
上
の
教
え
」
の
よ
う
に
、
「
目
の
あ
た
り
に
あ
る
も
の
」
を
利
用
し
て
大
衆

に
伝
え
て
い
た
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
の
中
に
、
「
詩
の
傑
作
」
が
あ
り
、
そ
の
「
詩
」
の
中
に
「
情
熱
」
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



　
勿
論
、
無
識
者
で
あ
る
漁
師
の
弟
子
た
ち
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
「
見
る
見
る
鋭
い
舌
に
富
ん
だ
古
代
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
に
な
っ

て
行
っ
た
」
（
1
3
）
「
ク
リ
ス
ト
」
に
と
っ
て
は
、
「
我
々
自
身
に
近
い
も
の
」
で
あ
る
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
を
使
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
「
ク
リ
ス
ト
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
が
、
「
貧
し
い
人
た
ち
や
奴
隷
を
慰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
（
続
2
2
）
，
の
は
、
そ
れ

に
起
因
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
為
に
は
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
「
ク
リ
ス
ト
」
の
活
動
に
「
詩
」
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
彼
の
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
は
力
強
い
「
海

の
や
う
に
高
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
永
遠
，
性
を
帯
び
て
い
る
「
詩
」
と
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
が
、
同
時
に
存

在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
彼
の
天
才
は
飛
躍
を
つ
づ
け
」
て
行
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
一
方
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
　
第
十
五
巻
』
（
岩
波
書
店
、
　
一
一
九
七
年
一
月
八
日
）
の
石
割
透
に
よ
る
「
西
方
の
人
」
の
「
後

記
」
に
は
、
．
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は
即
．
ち
」
（
続
5
）
が
「
原
稿
で
は
最
初
『
説
教
（
即
ち
』
と
し
、
訂
正
し
て
い
る
」
ど
確
認
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ク
リ
ス
ト
」
に
お
け
る
［
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
「
説
教
」
と
い
う
行
為
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
」
や
「
放
蕩
息
子
の
帰
宅
」
と
い
う
「
詩
の
傑
作
」
（
福
音
）
は
「
詩
人
」
で
あ
る
「
ク
リ
ス
ト
」

に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
詩
の
傑
作
」
が
作
ら
れ
る
際
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
「
ク
リ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
、
「
目
の

あ
た
り
に
あ
る
も
の
」
が
一
度
も
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
効
果
」
、
或
い
は

「
説
教
」
．
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
「
効
果
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
ク
リ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
詩
の
傑
作
」
（
福
音
）
を
、
大
衆
に
如
何
に
し
て
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と

が
・
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
・
ス
ト
」
で
あ
る
，
．
「
ク
リ
ス
ト
」
の
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
効
果
」
（
説
教
）
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
「
詩
人
」
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で
あ
り
幽
、
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
「
ク
リ
ス
ト
」
が
混
合
さ
れ
、
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
「
詩
人
兼
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
と
い
う
混
合
は
、
「
詩
の
傑
作
」
と
い
う
「
福
音
」
を
つ
く
る
者
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
〈
説

教
家
〉
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
多
く
の
人
々
に
示
さ
れ
た
「
ク
リ
ス
ト
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
の
本
質
は
、
「
ク
リ
ス
ト
」
の
「
福
音
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
彼

の
三
目
の
後
に
復
活
し
た
」
と
断
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
〈
復
活
〉
は
肉
体
の
復
活
で
は
な
く
、
「
ク
リ
ス
ト
」
に
お
け
る
「
ジ

ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
の
く
復
活
〉
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぼ
マ
ね

　
吉
田
孝
次
郎
．
中
野
恵
海
の
全
注
解
は
そ
れ
を
「
〈
精
神
的
〉
復
活
」
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
〈
復
活
〉
は
「
世
界

中
を
動
か
す
に
は
更
に
長
い
年
月
を
必
要
と
し
」
、
パ
ウ
ロ
の
よ
う
な
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
の
助
け
も
必
要
と
し
、
「
ク
リ
ス
ト

を
十
字
架
に
か
け
た
彼
等
」
も
、
「
ク
リ
ス
ト
の
復
活
を
認
め
出
」
す
。

　
し
か
し
、
「
死
後
の
ク
リ
ス
ト
も
流
転
を
閲
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
」
り
、
ま
た
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
支
配
す
る
流
行
は
や
は
り

ク
リ
ス
ト
も
支
配
し
て
行
っ
た
」
の
で
あ
る
。
「
ク
リ
ス
ト
」
の
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
、
後
世
に
〈
復
活
〉
し
た
「
福
音
」
は
く
時

代
〉
に
よ
っ
て
変
化
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
十
三
世
紀
の
「
ク
ラ
ラ
の
愛
し
た
ク
リ
ス
ト
は
」
、

十
七
世
紀
の
「
パ
ス
カ
ル
の
尊
ん
だ
ク
リ
ス
ト
で
は
な
」
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
〈
復
活
〉
観
は
、
内
村
鑑
三
が
見
て

い
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
限
り
な
い
永
遠
な
る
も
の
で
は
な
い
。
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
支
配
す
る
流
行
」
に
よ
っ
て
、
流

転
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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「
続
西
方
の
人
」
の
最
後
の
章
で
あ
る
「
2
2
貧
し
い
人
た
ち
に
」
に
、
「
我
々
も
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
何
か
美
し
い

も
の
を
見
出
し
て
み
る
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
「
何
か
美
し
い
も
の
」
が
く
復
活
〉
の
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
に
か
か
わ
っ
て
く
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
ま
た
、
「
卸
復
活
」
で
、
聖
霊
は
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
聖
霊
の
子
供
た
ち
は
い
つ
も
か
う
云

ふ
人
生
の
上
に
何
か
美
し
い
も
の
を
残
し
た
行
っ
た
。
何
か
『
永
遠
に
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
』
」
を
残
し
て
行
く
と
い
う
。

　
す
な
、
わ
ち
、
聖
霊
の
子
供
で
あ
る
「
ク
リ
ス
ト
」
は
、
死
後
の
後
代
に
「
何
か
美
し
い
も
の
」
で
あ
る
「
永
遠
に
超
え
よ
う
と
す

る
も
の
」
を
残
し
て
行
く
が
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
ク
リ
ス
ト
」
は
「
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
至
上
主
義
を
推
し
立
て
る
為
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
犠
牲
に
し
た
」
の
で
あ
り
、

そ
う
い
う
「
彼
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を
動
か
」
（
続
2
2
）
し
、
現
在
も
「
世
界
中
を
動
か
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
ご
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
ジ
」
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
の
く
復
活
〉
は
、
「
永
遠
に
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
の
で
、
「
永

遠
な
る
」
〈
復
活
〉
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
ク
リ
ス
ト
を
愛
し
た
人
々
」
と
い
う
前
提
に
立
た
せ
ら
れ
て
い
る

受
動
的
〈
復
活
〉
で
あ
っ
た
の
で
、
〈
永
遠
な
る
復
活
〉
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
死
後
の
ク
リ
ス
ト
も
流
転
を
閲
し
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
結
局
「
何
か
美
し
い
も
の
」
に
つ
い
て
、
「
永
遠
に
越
え
る
も
の
」
で
は
な
く
、
「
永

遠
に
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
間
芥
川
が
、
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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【
注
】

（
1
）
「
西
方
の
人
」
（
『
改
造
』
．
第
九
巻
八
号
、
昭
和
二
年
八
月
一
日
）
「
続
西
方
の
人
」
（
『
改
造
』
第
九
巻
第
九
号
、
昭
和
二
年

　
　
九
月
一
日
）
。
た
だ
し
、
「
本
稿
に
お
け
る
「
西
方
の
人
」
「
続
西
方
の
人
」
の
引
用
文
は
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
　
第
十
五
巻
』



（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
岩
波
書
店
、
　
一
九
九
七
年
一
月
八
日
）
　
に
よ
る
も
．
の
で
あ
る
。

関
口
安
義
「
『
西
方
の
人
』
『
続
西
方
の
人
』
考
」
（
『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』
十
二
　
昭
和
五
｝
年
九
月
）
に
よ
る
と
、

ル
ナ
ン
の
「
日
本
訳
に
は
古
く
綱
島
梁
川
・
安
倍
能
成
共
訳
の
『
ル
ナ
ン
耶
蘇
伝
』
（
三
星
社
出
版
部
、
明
治
四
十
一
年
九

月
）
が
あ
り
、
そ
の
後
大
正
年
聞
に
入
る
と
加
藤
一
夫
訳
の
『
耶
蘇
の
生
涯
』
（
杜
翁
全
集
刊
行
会
、
大
正
十
年
一
月
）
、

広
瀬
哲
士
訳
の
『
耶
蘇
』
（
東
京
堂
、
大
正
十
一
年
十
二
月
目
と
あ
い
次
い
で
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
（
中
略
）
芥
川

が
何
に
よ
っ
て
ル
ナ
ン
の
『
イ
エ
ス
伝
』
を
読
ん
だ
か
は
不
明
だ
が
、
恐
ら
く
は
大
正
期
に
出
た
右
の
二
訳
書
と
、
先
行
の

綱
島
梁
川
・
安
倍
能
成
共
訳
の
台
本
と
な
っ
た
壽
罫
巨
O
＝
巨
。
巨
8
昌
の
英
訳
を
も
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
と
推
測

し
て
い
る
。

鈴
木
秀
子
「
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
－
『
西
方
の
人
』
を
中
心
と
し
て
」
一
」
（
『
文
学
・
語
学
』
五
十
、
昭
和
四
三
年

十
二
月
）

吉
田
孝
次
郎
・
中
野
恵
海
『
芥
川
龍
之
介
「
西
方
の
人
」
全
注
解
』
（
清
水
弘
文
堂
、
昭
和
五
七
年
四
月
二
十
日
）

井
上
洋
治
『
新
約
聖
書
の
イ
エ
ス
像
』
（
女
子
パ
ウ
ロ
会
、
　
｝
九
八
三
年
一
月
二
二
日
）

茅
野
直
子
「
『
西
方
の
人
』
と
パ
ピ
．
二
の
『
基
督
の
生
涯
』
」
（
『
青
山
語
文
』
四
、
下
和
四
九
年
三
月
）

吉
田
孝
次
郎
・
中
野
恵
海
（
注
4
）
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