
'

末
峰
論

1
同
志
社
女
学
校
に
学
ん
だ
一
朝
鮮
人
キ
リ
ス
ト
者
の
生
涯

は
じ
め
に

日
本
統
治
下
の
苦
闘

韓
国
最
初
の
女
性
長
老

大
衆
文
学
作
家
と
し
て

公
娼
廃
止
運
動

は
じ
め
に

私
は
本
勞
十
二
月
で
、
黒
社
畢
ん
六
:
人

,
ロ
ン
リ
"
ン

ユ
ン
ト
ン
P
ユ

ゞ
サ
ン
ス
ン

の
朝
鮮
人
詩
人
、
呉
相
浮
、
郷
"
謬
尹
ず
凡
に
つ

い
て
簡
単
な
紹
介
を
こ
こ
ろ
み
九
。
さ
ら
に
私
は

、

詩
人
以
外
で
、
黒
社
に
学
ん
だ
朝
鮮
の
文
芸
需

キ
'
ケ
ア
ン
チ
キ
ム
,
ル
ポ
ン

家
金
煥
泰
、
女
流
小
唆
金
末
峰
に
つ
い
て
述
べ
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

金
煥
泰
は
、
 
W
志
社
人
学
予
科
に
三
年
間
(
一
九

ニ
ハ
年
四
月
1
一
九
=
二
年
三
月
)
学
ん
だ
人
で
、
在
学

中
、
的
人
鄭
芝
溶
の
知
赳
を
え
、
さ
ら
に
九
州
帝
火

宇
治
郷
毅

チ
■
ン
レ
ン

活
躍
し
た
。
文
壇
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
韓
国
最

初
の
女
性
長
老
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
界
で
も
重
き
を

な
し
た
。
ま
た
、
女
性
解
放
運
動
家
と
し
て
も
知
ら

れ
て
い
る
。

1
進
ん
だ
。
帰
国
後
海
外
文
学
派
と
し
て
文
壇
で

'
躍
、
朝
憾
お
け
る
近
代
的
文
芸
評
論
の
確
立
者

と
な
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
一
九
四
0
年
、
日
本
帝

国
主
義
の
苛
酷
な
弾
圧
下
で
絶
筆
、
不
遇
の
う
ち
に

早
逝
し
た
。
彼
に
は
「
批
燮
学
の
確
立
の
九
め

に
」
「
郷
芝
需
」
な
ど
の
秀
れ
た
文
際
論
、
ま

た
二
示
都
の
三
年
」
な
ど
の
回
想
文
が
あ
る
。

金
末
峰
は
私
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
黒
社
出
身

の
唯
一
の
朝
鮮
人
女
流
小
説
家
で
あ
る
。
同
志
社
女

学
校
を
一
九
二
七
年
に
卒
業
し
、
そ
の
後
一
九
六
一

年
、
六
十
歳
で
逝
去
す
る
ま
で
火
衆
小
沈
家
と
し
て ノ

貞
信
学
佼
 
9
ウ
ル
・
一
九
一
七
年
2
一
九

金
末
峰
は
一
九
0
 
一
年
四
月
三
日
、
朝
儷
尚
南

通
釜
山
市
温
州
洞
で
、
五
人
姉
妹
の
末
子
と
し
て
生

ま
れ
た
。
貧
窮
の
中
で
少
女
時
代
を
過
し
九
が
、
さ

し
わ
い
米
国
人
経
営
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
で
籾

簾
程
を
お
え
、
さ
ら
に
日
新
女
学
校
で
三
年
間
学

ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
彼
女
が
教
会
に
通
い
始
め
た
の

は
こ
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
彼
女

が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
当
時
の
朝
鮮
に
と
っ
て
は

全
く
異
質
な
新
世
界
に
目
を
開
か
れ
た
の
は
こ
の
頃

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
釜
山
の
小
ノ
女
時
代
忙
日

本
の
韓
国
併
合
(
一
九
一
0
怨
と
い
う
祖
国
喪
失
を
体

験
し
、
そ
の
後
苦
難
に
み
ち
脊
春
の
仂
但
の
途
に

つ
か
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。

し

彼
女
が
一
九
一
七
年
、
十
六
歳
の
時
、
郭
を
あ

ブ

と
に
し
て
か
ら
、
京
都
同
志
社
に
人
学
す
る
ま
で
の

遍
歴
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
見
よ
う
。

日
本
統
治
下
の
苦
闘

(4)(3)②(1)

,r

九

(1)
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ぜ
三
月
)

穐
女
塾
(
棗
渋
谷
・
一
九
.
-
0
年
t
 
一
九
二

二
年
)

頌
栄
高
等
女
学
校
(
東
京
芝
区
白
金
台
・
一
九
二

二
年
十
九
月
2
一
九
二
四
年
三
月
)

同
志
社
女
学
校
(
京
都
・
一
九
二
四
年
四
月
人
学
)

こ
の
転
々
と
す
る
学
校
遍
歴
の
中
に
、
彼
女
の
並

並
な
ら
ぬ
向
学
へ
の
志
が
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
間
、
彼
女
は
三
つ
の
大
き
な
転
機
に
み
ま
わ
れ

た
。
一
つ
は
三
・
一
独
立
運
動
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
関
東
大
震
災
で
あ
る
。

彼
女
は
一
九
一
九
年
、
貞
信
学
校
卒
業
後
、
黄
海

.
4
司
ン
シ
ン

道
載
寧
に
あ
っ
九
明
信
学
校
で
一
年
間
教
鞭
を
と
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
、
全
朝
鮮
を
揺

る
が
し
九
民
族
独
立
運
動
で
あ
る
三
・
一
独
立
運
動

の
霧
と
挫
折
に
直
面
し
、
学
問
へ
の
志
を
新
九
に

し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
頃
、
親
の
決
め
九
結

婚
話
を
拒
絶
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
逃
げ
る
よ
う
に

祖
国
を
後
に
し
て
、
傷
心
と
好
学
へ
の
あ
つ
い
心
を

抱
い
て
日
本
へ
留
学
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
九
頌
栄
高
女
に
在
学
中
、
一
九
二
三
年
九
月
、

関
東
大
農
災
の
勃
発
に
み
ま
わ
れ
た
。
こ
の
時
、
あ

の
い
ま
わ
し
い
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
が
起
っ
た
。
多
く

の
罪
の
な
い
朝
鮮
人
労
働
者
、
留
学
生
が
日
本
人
に

イ
サ
ン
プ
プ

よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
た
。
民
族
詩
人
李
椙
和
令
奪
わ
れ

た
野
に
春
は
来
ろ
か
し
と
い
う
詩
で
有
名
)
、
杼
焦
人
金

ソ
ウ
弐
ル

イ
キ
匪
ン

素
月
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
球
李
箕
永
な
ど
九
死
に
一

生
を
得
て
、
祖
国
に
耐
っ
て
い
っ
九
。
金
末
峰
も
か

ろ
う
じ
て
生
き
残
り
、
翌
年
四
月
、
廃
虚
と
化
し
九

東
京
を
去
り
、
京
都
同
志
社
斈
採
門
学
部
英
文

科
r
入
学
し
六
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
彼
女
の
若
い

心
は
、
奪
わ
れ
九
祖
国
、
虐
げ
ら
れ
る
同
族
の
悲
劇

の
中
で
、
な
お
学
問
に
向
わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
自
己
と
の

九
九
か
い
に
よ
っ
て
、
複
譜
ゆ
れ
動
い
て
い
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
同
志
社
に
は
、
『
朝
鮮
人
を
想
う
」
と
い

う
文
章
で
、
日
本
人
と
し
て
当
時
第
一
級
の
朝
觧
理

解
を
示
し
た
柳
宗
悦
藷
な
ど
が
在
職
し
二
九
一

九
年
よ
り
大
学
文
学
部
お
よ
び
女
専
の
専
任
講
師
と
し
て
)
、

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
伺
志
社
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
最

後
の
残
光
が
麺
い
て
い
九
時
代
で
あ
っ
九
。
ま
九
、

こ
の
一
九
二
0
年
代
は
金
末
峰
、
鄭
芝
溶
、
金
煥
泰

と
い
う
三
人
の
秀
れ
た
朝
鮮
人
文
学
者
九
ち
が
、
黙

黙
と
勉
学
に
い
そ
し
ん
で
い
た
時
で
も
あ
っ
た
。
末

峰
が
女
学
校
で
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
し
て
の

生
活
を
送
っ
て
い
る
時
、
芝
溶
は
大
学
で
文
学
青
年

と
し
て
詩
作
に
没
頭
す
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
ニ

人
の
交
際
が
あ
っ
六
か
ど
ぅ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た

だ
、
末
峰
が
卒
業
し
て
朝
鮮
へ
帰
っ
た
後
、
金
煥
泰

は
大
学
予
科
植
入
っ
て
き
て
、
鄭
芝
治
の
知
遇
を
受

け
、
文
学
的
雰
囲
気
の
中
で
京
都
の
生
活
を
送
っ
九

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
。

彼
女
の
同
志
社
生
活
で
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、

宗
教
倫
理
関
係
の
科
目
で
抜
群
の
成
績
を
お
さ
め
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
バ
イ
ブ
ル
の
成
績
が
ひ

じ
ょ
う
に
良
い
。
こ
れ
暴
學
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ノ

、ノ

プ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す

る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
が
察
せ
ら
れ
、
彼
女
が
こ
の
頃

か
ら
、
文
学
的
人
間
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
■
義

的
人
閻
で
あ
っ
た
こ
と
を
尓
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

ー
る
0一

九
一
七
年
三
刃
、
金
末
峰
は
刷
志
社
女
学
校
を

Lブ

卒
業
し
、
対
国
後
ま
も
な
く
し
一
L
『
中
外
日
報
』
の

新
聞
記
者
に
な
っ
九
。
女
性
、
響
と
し
て
ル
ポ
ル
タ

ー
ジ
ュ
や
随
筆
を
霄
い
て
い
る
う
ち
に
、
社
会
的
な

目
も
開
か
れ
て
い
き
、
し
だ
い
に
文
才
を
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
九
。
一
九
三
三
年
に
文
壇
に
デ
ビ
ュ

ー
し
、
そ
の
後
は
堰
を
切
っ
九
よ
う
に
次
々
と
長
短

編
の
大
衆
小
説
を
発
表
し
、
大
衆
の
人
気
を
獲
得

し
、
大
衆
文
学
隆
盛
の
時
代
を
き
り
ひ
ら
い
九
0

し
か
し
、
彼
女
の
こ
の
よ
う
釜
や
か
な
文
壇
で
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の
活
躍
は
、
一
九
三
七
年
を
境
に
ひ
っ
た
り
と
幕
を

と
じ
ら
れ
た
。
彼
女
は
絶
筆
し
、
家
庭
の
人
と
な
っ

九
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九
三
0
年
代
も
後
半
に
入
る

と
、
日
本
の
植
民
地
支
配
は
い
っ
そ
う
狂
暴
さ
を

加
え
、
朝
鴛
の
新
聞
雑
禁
し
だ
い
に
強
制
廃
刊

に
追
い
や
ら
れ
て
い
っ
九
。
金
末
峰
の
よ
う
な
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
を
手
段
と
し
た
大
衆
小
説
筆
に
と
っ

て
、
こ
れ
は
致
命
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
金

木
峰
だ
け
で
な
く
多
く
の
良
心
的
な
作
怨
に
と
っ

て
、
も
は
や
民
族
の
言
琴
、
民
族
の
心
を
十
分
に

表
現
し
う
る
文
学
は
書
け
な
い
時
代
に
な
っ
て
い

た
0
 
た
だ
、
日
本
の
植
民
地
支
配
に
協
力
す
る
親
日

文
学
璽
道
文
蛍
だ
け
が
、
幅
を
き
か
す
時
代
に
な

つ
て
い
た
。
彼
女
の
心
の
中
に
脈
う
つ
ぁ
つ
い
キ
リ

ス
ト
教
L
仰
と
、
民
族
器
り
を
保
と
ぅ
と
す
る
固

い
節
操
は
、
け
っ
し
て
こ
の
よ
う
な
時
代
に
迎
合
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
皮
肉
に
も
、

組
合
教
会
の
朝
鮮
伝
道
と
い
う
恥
ず
べ
き
歴
史
を
も

つ
黒
社
で
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
深
め
九
金
末
峰

は
、
こ
う
し
て
'
顎
の
時
代
の
厳
し
い
風
雪
を
し
の

い
だ
の
で
あ
う
九
。

『
韓
国
女
性
史
』
(
梨
花
女
子
大
麺
は
、
解
放
前
の

金
末
峰
を
次
の
よ
う
に
倫
し
て
い
る

「
彼
女
の
信
仰
と
堅
圖
な
志
径
、
口
帝
末
期
に

日
帝
の
銃
口
を
し
り
ぞ
け
て
、
い
わ
ゆ
る
皇
器
神

と
そ
の
文
学
に
協
力
す
る
こ
と
な
く
、
無
一
言
の
抵
抗

を
示
し
た
の
で
あ
っ
九
。
こ
れ
は
後
人
が
、
仰
ぎ
見

る
べ
き
一
つ
の
人
恪
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ

、
つ
0
」金

末
峰
の
信
仰
者
と
し
て
の
真
面
目
は
、
解
放
前

よ
り
は
む
し
ろ
解
放
後
の
活
躍
の
中
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
解
放
後
の
祖
国
分
断
と
朝
鮮
戦
知
と
い
う
政

治
的
激
動
の
中
で
、
彼
女
は
教
会
に
し
っ
か
り
と
足

を
お
ろ
し
、
敬
虔
な
信
仰
と
広
い
社
会
的
関
心
を
け

つ
し
て
失
う
こ
と
は
な
か
っ
九
。
ま
た
彼
女
は
、
既

存
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
席
を
お
く
こ
と
よ
り
は
、
む

し
ろ
開
拓
教
会
の
丞
荷
を
担
う
道
を
選
ん
だ
。

一
九
四
五
年
八
刃
十
五
日
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ

て
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
会
は
そ
の
ト
バ
年
閻
の
迫

害
と
殉
教
(
と
く
に
神
社
参
拝
拒
否
に
ょ
る
殉
教
者
が
多
か

つ
た
)
の
歴
史
に
ヒ
リ
オ
ド
を
う
ち
、
解
放
の
衰
に

ひ
九
っ
た
。
し
か
し
、
Π
本
に
よ
っ
て
物
倫
血
に

わ
た
っ
て
破
壊
さ
れ
つ
く
し
九
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
会

に
と
っ
て
、
そ
の
再
建
の
一
身
は
沌
火
抵
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
金
末
峰
は
既
存
教
会
に
参
加

す
る
よ
り
は
、
新
し
い
教
会
の
貌
虞
と
い
う
さ
ら
植

韓
国
初
の
女
性
長
老

厳
し
い
茨
の
道
を
歩
み
始
め
た
。

リ
ン

一
九
四
五
年
十
二
月
、
ソ
ウ
ル
中
区
東
子
洞
匹
城

,
▲南

教
会
は
成
立
し
た
。
彼
女
は
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一

人
と
し
て
参
加
し
、
つ
ぷ
さ
に
開
拓
教
会
の
辛
酸
を

な
め
九
。
社
会
的
混
乱
と
貧
窮
の
中
で
の
伝
道
と
教

会
建
設
の
苦
労
は
、
筆
舌
に
つ
く
し
が
た
い
も
の
で

レ
ン
チ
ロ
ン
リ
ン

あ
っ
た
ろ
う
。
現
城
南
教
会
牧
師
で
あ
る
辛
宗
善
氏

は
筆
者
あ
て
の
私
傍
中
で
、
解
放
後
の
彼
女
の
教

会
活
動
を
詳
し
く
伝
え
て
く
れ
た
。
私
は
次
に
、
そ

の
あ
と
を
た
ど
っ
て
み
る
。

0
 
一
九
四
五
年
十
二
月
1
教
会
の
創
立
メ
ン
バ

ー
と
し
て
参
加

0
 
一
九
四
七
年
十
二
岡
1
女
性
執
事
及
び
毎

部
部
員
と
な
り
、
伝
道
活
動
に
従
事

0
 
一
九
四
八
年
一
月
1
女
子
仏
道
会
会
長
と
な

り
、
女
子
伝
道
に
力
を
そ
そ
ぐ

0
 
一
九
四
九
年
1
日
昭
学
校
指
導
部
員
と
な

り
、
幼
年
教
育
に
九
ず
さ
わ
る

0
 
一
九
万
0
年
t
五
二
年
1
器
戦
争
に
よ

り
、
教
会
が
語
に
移
動
。
維
持
す
る

0
 
一
九
五
五
年
1
総
務
部
部
員
と
し
て
率
仕

0
一
九
万
七
年
1
韓
国
最
初
の
女
性
長
老
と
な

る

(2)



0
一
九
五
八
年
1
占
仟
部
指
導
部
長
と
な
る

0
 
一
九
五
九
年
1
大
学
中
部
指
導
部
長
と
な
る

0
一
九
六
一
年
二
月
1
逝
去
す

私
が
金
末
峰
の
教
会
酒
動
を
特
に
と
り
あ
げ
た
の

は
、
彼
女
が
い
か
に
估
徒
の
交
り
(
す
な
わ
ち
教
会

と
い
う
こ
と
)
」
と
「
教
会
奉
仕
.
を
驫
視
し
、
そ
れ

急
実
に
突
践
し
た
か
を
尓
し
九
か
っ
九
か
ら
で
あ

る
。
彼
女
に
と
コ
L
、
教
会
生
活
は
彼
女
の
令
牛
活

の
器
準
あ
っ
九
解
放
後
の
釡
末
峰
は
す
で
に

鋪
一
線
の
磊
小
説
家
と
し
て
禽
g
つ
九
が
、

彼
女
は
'
釜
活
動
や
社
会
活
動
爰
性
迎
動
な
ど
)
を

剛
に
、
教
会
奉
什
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
彼
女
は
激
し
い
社
会
的
活
動
の
中
に
あ
っ

て
も
、
硫
固
と
し
て
教
会
に
[
鴛
を
お
き
、
ま
さ
に

地
の
堀
と
し
て
勵
き
続
け
た
私
は
釡
木
峰
の
一

一
一ノ

を
な
が
め
る
塒
、
そ
の
業
々
し
い
社
会
的
漏
鋼
の
反

私
牛
活
に
お
い
て
は
静
證
で
堅
実
な
信
仰
者
と

岫
、

し
て
の
牛
活
を
貰
い
た
姿
勢
に
う
た
れ
る
の
で
あ

る

つ
六
長
老
は
教
会
で
は
も
ち
ろ
ん
、
才
處
で
も
神

の
前
に
お
け
る
絶
対
的
な
敬
虔
な
仁
仰
を
自
ら
尓
し

九
の
で
あ
る
と
い
う
ご
と
き
も
の
だ
っ
九
し
か

し
、
彼
女
は
社
会
か
ら
晰
絶
し
、
教
会
の
中
に
安
仟

し
た
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
か
っ
九
彼
女
が
属
し
九

城
南
教
会
は
、
長
名
派
の
中
で
も
、
よ
り
社
会
的
、

革
新
的
と
い
わ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
長
老
派
の
立
場
に

九
っ
て
い
た
。
こ
の
派
は
イ
エ
ス
教
長
老
派
に
対
し

て
、
聖
代
』
解
釈
(
と
く
に
モ
ー
セ
五
霄
の
解
釈
)
の
事

も
、
ま
九
教
会
に
お
け
る
女
性
の
教
権
を
認
め
る
か

ど
ぅ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
よ
り
進
歩
的
、
自

山
土
裳
的
克
場
を
と
っ
て
い
た
。
彼
女
は
韓
Ⅲ
最
初

の
女
性
長
老
と
し
て
説
教
壇
に
立
っ
九
ば
か
り
で
な

く
、
キ
リ
ス
ト
敦
界
を
代
衣
し
て
朴
公
的
兆
:
"
も
な

し
た
の
で
あ
る
彼
女
の
中
で
一
休
化
し
九
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
な
倫
仰
と
深
い
礼
会
的
閻
題
愆
陛
、
つ

ね
如
民
族
の
自
立
と
教
会
の
主
体
性
硫
立
と
い
う
韓

倒
キ
リ
ス
ト
教
会
披
大
の
憲
に
対
し
て
、
鋭
く
ア

フ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
需
な
ら
し
め
た
の
で
あ

る

披
後
祀
彼
左
の
共
体
的
な
仁
仰
小
活
に
つ
い
て
述

べ
て
お
こ
う
。
教
会
活
動
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
大

リ
ン
ベ
ヨ
ル

が
、
さ
ら
に
彼
女
釜
視
し
た
の
は
「
聖
別
」
と
「
礼

拝
で
あ
っ
た
。
聖
別
と
は
、
収
穫
の
一
部
を
神
聖

令
永
峡
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
仁
仰
は
、
ひ
し

う
に
正
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
辛
宗
辨

収
肺
も
=
口
う
よ
う
に
、
長
老
の
偏
仰
化
活
は
一
酉

い
え
ぱ
、
絶
対
的
な
七
仰
の
所
有
旨
の
そ
れ
で
あ

な
も
の
と
し
て
区
別
し
て
、
袖
に
抹
げ
る
右
為
を
い

う
。
彼
女
は
門
給
で
あ
ろ
う
と
、
原
稿
料
で
あ
ろ
う

と
、
ま
た
家
を
売
っ
て
引
赳
を
す
る
よ
う
な
時
も
、

そ
の
十
分
の
一
を
必
ず
保
管
し
て
お
き
、
主
の
日
に

教
会
に
献
げ
九
と
い
う
。
彼
女
に
あ
っ
て
は
、
自
分

が
稼
い
だ
も
の
も
神
の
愆
み
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う

確
か
な
僧
仰
が
あ
っ
九
の
で
あ
る
ま
た
彼
女
は
、

教
会
で
の
礼
拝
を
逓
、
視
し
、
主
の
Π
礼
拝
は
も
ち
ろ

ん
、
水
朏
夕
礼
拝
を
必
ず
{
寸
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
迄

掠
庭
托
あ
っ
て
も
、
家
族
そ
ろ
っ
て
の
家
庭
礼
拝
を

欠
か
さ
な
か
っ
九
と
い
う
。
と
く
に
彼
女
が
熱
心
に

セ
ピ
区
ウ
卑
ト
ワ
エ

蚕
加
し
た
の
は
早
朝
祈
繭
会
で
、
刺
の
武
、
教
会

の
錚
に
合
わ
せ
て
、
祈
繭
を
さ
さ
げ
、
聖
冉
研
究
を

お
こ
な
い
、
早
削
祭
壇
(
献
金
)
を
つ
ん
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
熱
烈
忙
し
て
敬
虔
十
佶
仰
生
活
が
、
明

朗
で
忍
耐
づ
よ
い
性
格
と
あ
い
ま
っ
て
、
彼
女
の
あ

の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ユ
な
佳
き
ガ
を
可
能
な
ら
し
め
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
九
三
系
、
長
編
鴛
<
密
林
＼
を
新
聞
に

迎
叔
し
て
、
わ
が
国
大
衆
文
罵
勢
の
時
代
を
き
り

ひ
ら
い
九
作
器
太
峰
は
、
一
九
四
系
解
放
後

依
ま
ず
絶
ゆ
ま
ず
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
長
編

大
衆
文
学
作
家
と
し
て

(3)
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小
聖
L
誓
き
続
け
九
健
全
な
正
義
か
必
ず
勝
利
す

る
と
い
う
モ
ラ
ル
を
身
に
つ
け
て
、
面
白
く
読
め
る

よ
う
な
精
神
文
化
を
志
向
す
る
信
条
で
小
説
を
書
い

た
金
末
峰
は
、
み
ず
か
ら
大
衆
作
家
で
あ
る
こ
と
を

'
国
認
し
て
、
ク
純
粋
鬼
神
0
 
た
ち
を
痛
駁
し
た
の
で

あ
っ
た
。
L
 
(
金
容
誠
『
韓
国
現
代
文
学
史
探
肪
」
)

金
末
雌
は
九
い
へ
ん
精
力
的
な
大
衆
小
説
球
で
あ

つ
九
。
解
放
前
の
五
年
問
、
解
放
後
の
十
五
年
問
の

作
家
佳
活
を
通
じ
て
、
長
編
小
説
聖
十
編
、
短
編

倫
約
四
十
編
、
そ
の
他
随
篭
評
論
な
ど
多
数
の

作
品
を
こ
の
世
に
の
こ
し
た
。
彼
女
は
一
貫
し
て
大

衆
小
説
を
書
き
続
け
、
韓
国
の
バ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
と

゛
＼ノ

よ
ぱ
れ
る
ほ
ど
の
名
声
を
博
し
た
。
彼
女
は
九
ん
κ

創
作
活
動
を
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
解
放
後
は
韓
国

最
初
の
女
性
作
家
代
表
と
し
て
、
世
界
芸
術
家
大
会

及
び
国
際
著
作
権
問
題
会
議
(
一
九
五
二
年
、
ス
ィ
ス
)

に
参
加
し
た
り
し
て
、
国
際
的
に
も
活
躍
し
九
。
威

九
、
芸
術
院
の
数
少
な
い
女
性
会
員
(
一
九
液
七
年
よ

り
)
の
一
人
と
し
て
活
蹄
し
た
。

解
放
前
の
金
末
峰
は
、
一
九
三
三
年
、
『
亡
命
女
』

で
『
中
央
日
報
』
新
春
文
芸
に
当
選
、
文
壇
K
デ
ビ

ユ
ー
し
て
以
来
『
密
林
』
な
ど
の
大
衆
小
説
を
書

,
ル
レ
訂
ウ
ト

き
続
け
、
一
九
三
七
年
、
『
掛
バ
ラ
』
を
最
後
に
絶

筆
し
、
文
壇
を
去
り
家
庭
の
人
と
な
っ
た
。
こ
の
五

年
冏
の
文
学
活
動
を
通
し
て
、
彼
女
は
男
女
間
の
愛

恬
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
当
時
の
男
女
関
係
の
風

俗
、
倫
理
観
を
活
写
し
、
一
躍
そ
の
名
を
全
国
に
知

ら
れ
る
女
流
作
家
と
な
っ
た
。
彼
女
は
新
聞
雛
讐

ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
述
じ
文
学
を
大
衆
の
予

に
解
き
放
し
、
朝
憾
お
け
る
大
衆
文
学
降
椛
の
時

代
を
き
り
ひ
ら
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
般
に
金
末
峰
は
、
解
放
前
も
酬
放
後
も
通
俗
小

説
作
家
と
み
な
さ
れ
て
き
た
し
、
ま
九
一
部
か
ら
は

そ
れ
故
の
批
判
も
受
け
て
き
六
し
か
し
こ
の
点
、

彼
女
は
信
念
を
も
っ
た
大
衆
文
学
者
で
あ
っ
て
、
高

踏
的
な
文
壇
文
学
に
安
作
し
て
い
る
純
文
学
派
に
次

の
よ
う
に
反
駁
し
九
。

「
人
衆
文
学
で
あ
れ
ぱ
、
あ
る
程
皮
低
俗
で
な
け

れ
は
な
ら
ず
、
そ
の
低
俗
が
す
な
わ
ち
大
衆
の
趣
味

で
あ
る
と
速
断
す
る
作
家
輩
が
い
る
な
ら
ぱ
、
こ
れ

は
火
衆
を
侮
辱
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
衆
と
は
文
字

辿
り
多
く
の
民
衆
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」

解
放
前
の
朝
鮮
文
壇
に
は
、
純
文
学
派
の
他
に
も

多
く
の
文
学
諸
潮
流
が
存
在
し
た
。
も
ち
ろ
ん
民
族

土
義
文
学
も
存
在
し
た
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も

存
在
し
九
。
ま
た
由
然
主
義
、
人
道
主
義
、
浪
漫
主

義
等
々
の
文
学
理
念
を
異
化
す
る
多
く
の
グ
ル
ー
プ

が
存
任
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
皆
、
日
帝
に
よ

る
弾
圧
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
多
數
の
民
衆
か

ら
は
か
け
は
な
れ
て
い
九
。
こ
の
点
、
金
末
峰
な
ど

の
大
衆
文
学
が
通
俗
小
讐
ど
と
い
う
批
判
を
受
け

な
が
ら
も
、
文
学
を
大
衆
に
近
づ
け
ミ
義
は
大
き

い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
.
U
え
ば
、
金
末
峰
文
学
の
巾
に
は
、
通
俗

性
と
は
反
対
に
、
彼
女
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
く

る
貞
塾
な
人
間
探
究
と
博
愛
支
の
精
神
が
流
れ
て

キ
ム
五
ン
"
ク

い
る
の
で
あ
る
。
梨
花
女
子
大
教
授
金
永
徳
が
「
女

流
文
鯉
四
十
年
」
(
『
韓
国
女
性
文
化
論
斑
』
所
収
)
と
い
う

諭
文
の
巾
で
、
「
彼
女
の
キ
リ
フ
ト
教
の
伝
仰
生
活

は
そ
の
作
品
に
.
又
映
さ
れ
て
輝
い
て
お
り
、
そ
の
信

仰
と
堅
幽
な
志
条
日
帝
末
期
山
い
わ
ゆ
る
皇
道
精

神
と
そ
の
文
学
に
焼
木
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
日
帝

に
抵
抗
し
え
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で

あ
る
。こ

こ
で
私
は
、
金
末
峰
が
一
九
毛
午
に
絶
榮

し
、
沈
黙
を
守
っ
九
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
'
、
つ
ま
で
も
な
く
、
日
帝
治
下
=
十

六
年
閲
の
朝
鮮
近
代
文
学
の
歩
み
は
、
基
本
的
に
は

抗
旻
学
と
い
,
つ
民
族
主
義
文
学
と
、
「
親
日
文

学
」
と
い
う
反
民
族
主
義
文
学
の
抗
争
の
歴
史
で
あ

つ
た
。
と
く
に
日
帝
末
期
に
は
、
「
皇
道
文
学
」
と

い
う
親
旻
学
(
主
と
し
て
日
本
隣
に
ょ
っ
て
瞥
か
れ
た
)
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と
の
闘
争
の
歴
史
で
あ
っ
九
。
そ
れ
は
軌
鮮
近
代
文

学
が
、
輝
身
の
力
を
こ
め
て
、
朝
欝
と
朝
鮮
民
族

の
文
学
を
都
し
よ
う
と
す
る
峻
烈
苛
烈
な
鬪
い
で

あ
っ
た
。
金
末
催
の
人
衆
文
学
も
ま
た
、
こ
の
民
族

主
義
文
学
の
一
爽
を
担
っ
て
い
た
と
一
牙
こ
と
が
で

き
よ
う
。

こ
の
厳
し
い
戦
列
の
叩
で
、
わ
が
同
森
出
身
の

文
学
者
た
ち
が
立
派
に
そ
の
抵
抗
の
陣
営
に
ふ
み
と

ど
ま
っ
た
こ
と
を
、
私
は
誇
り
に
思
・
つ
の
で
あ
る
。

尹
東
柱
は
抗
日
民
壽
人
と
し
て
、
鮫
後
の
一
雁
ま

で
、
民
族
の
言
葉
で
民
放
の
心
を
消
冽
に
詩
い
つ
づ

け
九
仭
高
の
放
浪
待
人
呉
桐
沌
は
深
い
宗
數
的
信

一
に
も
と
づ
い
て
、
長
の
叢
を
め
ざ
し
て
園
い

つ
づ
け
九
。
ま
た
、
金
末
峰
、
鄭
芝
洗
、
金
煥
泰
は

ガ
沈
黙
0
 
と
い
う
抵
抗
に
よ
っ
、
恥
辱
の
親
H
文

学
を
拒
絶
し
九
。
椛
力
が
横
暴
な
乎
段
に
よ
っ
て
親

日
文
学
へ
の
加
担
を
強
要
し
て
く
る
吋
、
そ
れ
を
ク
沈

黙
'
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
矩
絶
す
る
こ
と
は
、
当

時
の
状
況
下
で
は
こ
れ
ま
九
一
つ
中
y
派
な
抵
伉
で

あ
り
え
た
と
一
身
よ
う
。
仏
は
こ
れ
ら
文
学
者
の
苦

闘
の
中
に
、
人
剥
と
し
て
察
轡
と
長
の
科
貯

を
見
る
こ
L
L
が
で
き
る
と
思
・
勺
の
で
畠
る
0

最
後
に
、
金
末
峰
の
女
性
解
放
運
動
殊
と
し
て
の

面
に
つ
い
逐
べ
て
お
こ
う
。
彼
女
は
女
性
の
政
治

参
与
の
問
題
、
女
性
の
社
会
的
地
位
の
問
題
な
ど
、

多
方
面
に
わ
九
り
先
駆
者
的
役
割
を
果
し
て
い
る
。

と
く
に
解
放
直
後
、
彼
女
が
中
心
に
な
っ
て
起
し
た

公
娼
廃
止
迎
動
に
つ
い
一
は
、
ど
ぅ
し
て
も
ふ
れ
て

お
^
^
^
な
ら
な
^
。

そ
の
ま
え
に
、
韓
樹
に
お
け
る
公
娼
騰
止
迎
動
の

修
史
を
見
て
み
ょ
う
。
觧
放
前
の
朝
鮮
に
お
い
て

)し

は
、
鼎
多
く
の
姉
人
団
体
が
存
在
し
、
公
娼
騰
ル
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
掲
げ
た
団
体
も
あ
っ
た
が
、

明

硫
忙
公
弼
騰
止
を
村
覇
領
と
し
て
掲
げ
九
の
は
樺

友
ノ
ム
か
最
初
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
は
そ
れ
ま
で
の
剛

小
の
女
性
団
休
を
統
し
、
一
九
二
七
年
五
月
に
成

立
し
九
解
放
前
最
大
の
女
性
団
体
で
あ
っ
九
。
キ
リ

ス
ト
"
、
護
主
義
者
、
社
会
主
義
者
が
構
成
〆
ン

な
っ
て
い
九
。
こ
の
会
は
そ
の
行
動
綱
領
の

バ小
で
、
女
性
解
放
の
一
環
と
し
て
、
人
身
売
買
及
び

公
娼
廃
止
を
う
た
っ
て
い
た
。

公
娼
廃
止
動

の
差
別
撤
廃

ニ
、
い
っ
さ
い
の
封
建
的
因
襲
と
迷
傍
打
椴

)し

三
、
早
饗
止
及
び
結
婚
の
自
由

四
、
人
身
寶
及
び
公
娼
廃
止

五
、
農
村
婦
人
の
経
済
的
利
益
擁
護

婦
人
労
働
の
賃
金
差
別
轍
廃
及
び
夜
業
廃
止

七
、
婦
人
及
び
少
年
工
の
危
険
労
働
及
び
産
前
、

産
後
賃
金
の
支
払

、

当
時
の
朝
鮮
社
会
は
、
儒
教
遭
徳
か
ら
く
る
男
尊

女
卑
思
想
が
ひ
じ
ょ
う
に
強
大
で
あ
っ
た
0
 
女
性
は

光
全
に
男
性
の
隷
属
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、

娼
婦
は
最
下
等
の
存
征
と
し
て
、
人
権
の
一
片
す
ら

認
め
ら
れ
ず
、
荏
な
境
遇
に
沈
冷
し
て
い
た
0
 
彼

女
た
ち
は
H
M
の
土
地
収
恋
政
策
に
よ
っ
て
、
農
村

か
ら
不
晰
に
供
給
さ
れ
た
。
日
帝
は
そ
の
植
民
地
政

策
の
勲
の
環
と
し
て
、
公
娼
制
度
を
維
持
し
つ

づ
け
た
の
で
あ
る
。
と
れ
は
現
在
の
。
妓
生
観
光
"

に
連
な
る
U
本
(
男
性
)
に
よ
る
韓
国
女
性
に
対
す
る

性
の
略
称
史
の
前
史
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
0

一
九
四
五
年
八
月
、
朝
鮮
は
独
立
し
た
が
、
公
娼

削
度
は
依
然
と
し
て
存
続
き
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

解
放
と
耐
時
に
、
い
っ
せ
い
に
多
く
の
婦
人
団
体
が

)し

冶
成
さ
れ
、
女
性
解
放
運
動
才
人
き
く
嘘
り
上
っ

槿
友
会
行
動
綱
領

女
性
に
対
す
る
社
会
的
、
法
律
的
い
っ
さ
い

、」,'

ノ'、

、

U

(4)



九
0
 
金
末
峰
も
ま
九
、
い
ち
は
や
く
そ
の
キ
リ
ス
ト

者
の
立
場
か
ら
、
騰
娼
述
動
の
先
血
に
立
っ
た
。
彼

パ
ク
凱
ン
,
凹
ン

女
は
,
朴
順
熟
女
史
(
の
ち
国
会
識
員
と
な
る
。
現
行
の
男
女

平
等
の
姦
通
罪
制
定
の
立
役
者
と
し
て
有
名
)
な
ど
と
、
符

界
各
門
忠
見
を
疉
し
、
礼
会
の
谷
機
関
に
粘
力

的
κ
佃
き
か
け
、
公
傑
止
戈
持
の
説
得
爵
と
符

名
述
動
を
腰
開
し
た
。
ま
た
彼
女
は
、
文
籌
山
動
を

通
し
て
も
、
女
様
放
の
曜
置
動
を
媛
開
し
た
。

「
祈
屶
女
平
等
論
」
(
『
民
撃
五
巻
十
号
)
、
「
公
娼
廃
止

と
そ
の
後
の
対
策
」
(
『
婦
人
京
郷
』
一
巻
四
号
)
な
ど
の

倫
文
を
通
し
て
、
膳
娼
運
動
に
対
す
る
世
諭
の
喚
起

に
つ
と
め
た
。
こ
う
し
て
ょ
う
や
く
、
公
媚
党
止
の

那

叔
府

紕
論
が
盛
り
あ
が
り
、
つ
い
に
一
九
四
七

、

は
十
:
に
及
ぷ
諸
団
体
の
製
聖
曼
け
い
れ
、
悼
国

に
お
け
る
公
娼
制
度
を
虜
止
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
金
末
峰
は
廃
娼
器
の
最
人
の
雉
問

は
、
九
ん
に
そ
の
制
度
の
騰
止
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
廃
止
後
の
娼
婦
の
救
済
対
策
に
あ
る
こ
と
を
よ

く
知
っ
て
い
た
。
彼
女
は
多
方
面
に
わ
た
り
救
済
対

策
を
研
窕
し
た
が
、
欝
た
ち
の
職
業
保
陣
が
電
大

な
問
得
お
一
つ
で
あ
る
こ
L
L
を
指
摘
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
た
め
に
、
彼
女
は
こ
の
よ
う
な
女
性
九
ち

の
九
め
の
星
施
設
と
技
術
指
導
学
佼
を
か
ね
九

「
博
愛
院
」
を
直
接
燐
τ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
九

ち
へ
の
技
術
指
導
と
職
場
保
陣
が
最
火
の
救
済
策
で

あ
る
こ
と
を
、
彼
女
は
身
を
も
っ
一
,
鴛
し
た
の
で

あ
る
し
か
し
、
そ
の
後
、
公
娼
廃
止
と
と
も
に
、

私
娼
の
光
小
と
い
う
よ
り
N
雌
よ
問
題
を
軸
佳
刈
t

は
か
か
え
る
こ
と
に
な
っ
九
の
だ
か
。

こ
う
し
て
金
木
峰
は
、
文
築
活
動
を
通
し
て
だ
け

で
な
く
、
幽
ら
'
笑
践
河
に
参
加
す
る
こ
と
に
ょ
っ

て
、
韓
国
に
お
け
る
女
性
解
放
述
動
史
の
上
に
、
人

き
な
足
跡
を
残
し
九
の
で
あ
る
。
私
は
韓
国
忙
お
け

る
廃
娼
述
動
史
を
老
え
る
時
、
同
時
に
日
本
に
お
け

る
廃
娼
述
動
の
先
駆
者
た
る
山
室
唯
.
平
先
*
の
こ
と

を
思
い
だ
す
口
本
と
韓
国
に
お
け
る
騰
媚
述
動
の

.
一
人
の
秀
れ
た
功
労
者
が
、
と
も
に
同
ぷ
社
に
学

び
、
と
も
に
敞
突
、
巣
敢
な
キ
リ
ス
ト
音
と
し
て
の

生
涯
を
つ
ら
ぬ
い
た
こ
と
に
、
私
は
深
い
感
銘
を
党

え
る
の
で
あ
る
。

『
韓
国
女
性
史
』
が
い
う
よ
う
に
、
「
金
末
峰
は
文

学
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
韓
思
代
社
会
窕
腰
奥

に
お
い
て
も
、
た
い
へ
ん
大
き
な
業
績
を
の
こ
し

九
と
.
占
う
こ
と
が
で
き
よ
、
つ
。

局
人
唖
細
唖
閻
題
研
究
所
日
帝
下
の
文
化
運

動
史
』
、
民
衆
占
鯨
、
九
七
0
午

金
允
抽
幢
旻
学
の
関
述
様
相
』
、
一
ヒ
π

九
ヒ
四
年

梨
花
女
f
大
学
校
出
版
部
韓
風
女
性
文
化
倫

叢
、
九
五
八
午

梨
花
女
十
大
学
佼
出
版
部
陣
国
女
性
史

、

九
L
、
誇

'
燮
韓
国
女
織
動
央
、
潮
閣
、

三

儿
ヒ

]
ノ
ー

金
炳
翼
一
街
文
壇
央
、
志
社
、

参
考
文
献

山
削
嫌
轟
文
献

金
容
敞
韓
凶
現
代
文
即
玉
捺
加
』
凶
畢
艮

昭
和
四
十
一
年
六
法
卒
、
同
四
十
三
任

大
院
修
了
・
国
立
国
会
図
舎
館
司
書

『
観
国
文
学
全
半
1
 
;
叉
峰
、
民
衆
書

鮪
、
九
大
0
半

九
ヒ
一
午

二
ノ
ー
〒

②
日
本
叟
献

閔
庚
培
『
韓
風
キ
リ
ス
ト
敦
史
、
沢
正
彦
訳
、

日
本
基
督
教
団
出
版
、
.
九
ヒ
県

金
思
燦
・
趙
演
鉉
司
胖
文
学
史
、
北
望
社
、

九
七
:
作

し
し
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