
－ 30 －

　
　

遠
藤
周
作
「
日
本
の
聖
女
」
に
見
る
切
支
丹
の
道

│
日
本
的
な
美
意
識
を
中
心
に
│

宮　

﨑　

尚　

子

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

遠
藤
周
作
は
「
日
本
の
聖
女
」
の
中
で
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
（
明

智
珠
）
の
姿
を
、外
国
人
修
道
士
の
眼
を
通
し
て
描
い
て
い
る
。

切
支
丹
で
あ
り
な
が
ら
、
戦
国
武
将
の
妻
と
し
て
自
決
と
言

う
道
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ガ
ラ
シ
ャ
を
「
戦
国
時
代

の
多
く
の
女
性
と
同
じ
よ
う
に
男
が
つ
く
る
政
治
と
戦
の
世

界
の
な
か
で
、
自
ら
の
意
志
を
こ
え
た
運
命
を
甘
受
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
女
の
姿
」
と
し
な
が
ら
も
、「
勇
気
あ
る
篤
信

の
、
潔
い
女
性
と
し
て
の
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
や
や
違
う

か
も
し
れ
な
い
」
と
設
定
し
て
い
る
。
従
来
は
貞
女
、
烈
女
、

聖
女
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
西
洋
で
も
「
気

丈
な
貴
婦
人
（
グ
ラ
ー
シ
ャ
）」
と
い
う
戯
曲
で
知
ら
れ
、
オ

ペ
ラ
と
し
て
一
六
九
八
年
七
月
三
十
一
日
に
イ
エ
ズ
ス
会
の

劇
場
で
上
演
さ
れ
た
。
夫
で
あ
る
蒙
昧
か
つ
野
蛮
な
君
主
の

悪
逆
非
道
に
耐
え
な
が
ら
も
信
仰
を
貫
き
、
最
後
は
命
を
落

と
し
て
暴
君
を
改
心
さ
せ
た
ガ
ラ
シ
ャ
の
死
は
殉
教
と
さ
れ

た
。
日
本
で
い
う
と
元
禄
時
代
の
作
品
で
、
運
命
に
翻
弄
さ

れ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
令
嬢
に
は
好
評
だ
っ
た
と
伝
わ
る
。

　

遠
藤
は
こ
の
よ
う
な
ガ
ラ
シ
ャ
を
日
本
の
聖
女
と
し
て
描

い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
切
支
丹
と
し
て
の
聖
女
と
言
う
よ

り
は
日
本
の
宗
教
に
お
け
る
聖
女
と
言
う
意
味
合
い
が
あ
る
。

そ
こ
か
ら
分
る
遠
藤
の
考
え
る
切
支
丹
の
生
き
方
と
、
日
本

的
な
美
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
　

一
、
切
支
丹
の
道

　
「
日
本
の
聖
女
」
の
語
り
手
は
外
国
人
修
道
士
で
あ
る
。
こ

の
修
道
士
か
ら
見
る
と
、
日
本
人
は
苦
悩
か
ら
逃
げ
る
為
に

宗
教
に
救
い
を
求
め
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
来

の
切
支
丹
の
教
え
は
人
生
の
苦
悩
か
ら
逃
げ
ず
に
傷
つ
き
な

が
ら
で
も
生
き
ぬ
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
す
る
。
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【
本
文
１
】
宗
教
と
は
世
を
捨
て
る
こ
と
で
は
な
く
、
世
の

泥
沼
の
な
か
に
も
が
き
生
き
る
こ
と
だ
と
、
パ
ー
ド
レ
は
小

侍
従
に
も
奥
方
に
も
申
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。
ゴ
ル
ゴ
ダ
の

丘
ま
で
、
あ
の
暑
い
日
、
主
が
重
い
十
字
架
を
捨
て
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
、
人
生
の
苦
し
み
を
引
き
う
け
、
人
生
の
苦
し

み
に
う
ち
克
つ
た
め
だ
っ
た
と
教
え
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。

（p.316

下ℓ
.12

）

　

こ
の
時
代
、
忍
耐
は
日
本
人
の
美
徳
と
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
忍
耐
を
夫
婦
の
愛
で
実
践
し
て
い
る
ガ
ラ
シ
ャ
に
修
道

士
は
否
定
的
で
あ
る
。
信
仰
す
る
「
切
支
丹
」
の
解
釈
は
別

と
し
て
、
ガ
ラ
シ
ャ
は
信
心
深
い
敬

な
信
者
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
ガ
ラ
シ
ャ
は
自
身
の
信
じ
る
と
こ
ろ
の「
切
支
丹
」

の
教
え
を
守
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
愛
に
満
た
さ
れ
た
生
活

と
い
う
よ
り
は
、
忍
耐
を
強
い
る
日
々
で
あ
り
切
支
丹
の
教

え
と
は
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
修
道
士
は
感
じ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
屈
辱
を
受
け
て
も
生
き
続
け

る
こ
と
が
切
支
丹
の
信
仰
の
道
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
生
き

方
と
は
反
対
に
日
本
人
は
潔
さ
を
優
先
す
る
。
修
道
士
の
考

え
る
本
来
の
切
支
丹
の
生
き
方
を
し
て
い
る
の
は
小
西
行
長

で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
主
を
裏
切
っ
た
卑
怯
な
「
転
び
者
」

と
し
て
、
多
く
の
日
本
人
た
ち
か
ら
蔑
ま
れ
て
い
る
。

【
本
文
２
】
お
の
れ
の
弱
さ
の
た
め
現
世
を
回
避
す
る
だ
け
が

切
支
丹
の
道
で
は
な
く
、
小
西
殿
の
よ
う
に
現
世
の
な
か
で

卑
怯
者
と
見
ら
れ
な
が
ら
も
、
術
策
を
こ
ら
し
て
主
の
た
め

に
生
き
る
の
も
切
支
丹
の
道
で
は
な
い
か
と
、
私
は
言
い
た

か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
女
の
小
侍
従
に
は
私
の
考
え
は
不

服
ら
し
く
、「
侍
は
潔
い
こ
と
が
、
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
」

や
り
こ
め
ら
れ
た
不
満
を
頬
骨
の
た
か
い
顔
に
み
せ
て
、「
わ

れ
ら
女
に
は
そ
の
よ
う
な
小
西
さ
ま
の
御
口
ぶ
り
も
、
ど
う

や
ら
お
の
れ
を
正
し
う
す
る
た
め
の
口
実
に
思
え
ま
す
」
日

本
人
の
正
義
は
い
つ
も
美
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
、
策
を

弄
す
る
よ
う
な
行
為
は
た
と
え
正
義
の
た
め
で
も
、
美
し
く

な
い
、
潔
く
な
い
と
考
え
が
ち
な
の
だ
。
だ
か
ら
彼
女
や
奥

方
が
高
山
殿
の
行
為
を
天
晴
れ
と
思
い
、
小
西
殿
の
そ
れ
を

ど
う
し
て
も
厭
わ
し
い
と
考
え
る
の
は
日
本
人
風
な
の
で
あ

る
。（p.318

上ℓ
.18

）

　

卑
怯
者
と
言
わ
れ
て
も
、
現
世
を
回
避
せ
ず
に
真
正
面
か

ら
受
け
入
れ
、
生
き
る
小
西
の
生
き
方
こ
そ
が
切
支
丹
の
道

で
あ
る
と
修
道
士
は
考
え
る
。
し
か
し
日
本
人
で
あ
る
小
侍

従
は
、「
侍
」
の
潔
さ
を
基
準
に
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、



－ 32 －

日
本
人
の
美
徳
に
は
正
義
と
い
う
も
の
が
深
く
絡
ま
っ
て
お

り
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
は
あ
く
ま
で
潔
さ
が
称
賛

さ
れ
る
。

【
本
文
３
】
奥
方
も
ま
た
そ
の
現
世
の
十
字
架
を
担
お
う
と
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
放
り
出
す
こ
と
が
宗
教
的
だ
と
言

う
気
持
ち
が
強
い
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
日
本
人
風
で
あ
る

ゆ
え
、私
は
疑
惑
に
捉
え
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
国
に
来
て
以
来
、

仏
教
と
切
支
丹
と
の
根
本
的
な
違
い
は
、
こ
の
世
の
十
字
架

を
捨
て
て
そ
れ
を
解
脱
と
よ
ぶ
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
現
世
の

十
字
架
を
主
と
同
じ
よ
う
に
死
ま
で
肩
に
背
負
っ
て
歩
く
か

の
相
違
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
し
て
私
に
は
そ
こ
に

切
支
丹
信
仰
の
美
名
を
か
り
た
異
端
の
臭
い
を
嗅
ぎ
と
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
。「
死
は
こ
の
濁
世
か
ら
よ
う
や
く
離

れ
、
天
国
に
参
る
こ
と
な
れ
ば
、
わ
た
く
し
は
む
し
ろ
悦
ば

し
き
こ
と
願
わ
し
き
こ
と
と
前
々
か
ら
考
え
て
参
り
ま
し
た

が
」
そ
の
言
葉
の
か
げ
に
私
は
悪
魔
が
い
か
に
巧
妙
に
人
間

の
心
の
な
か
に
、
い
や
神
を
求
め
る
心
の
な
か
に
も
滑
り
こ

む
か
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
。（
奥
方
の
お
心
に
は
何
か

間
違
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
）（p.326

上ℓ
.16

）

　

修
道
士
か
ら
見
た
場
合
、
切
支
丹
の
間
で
は
天
晴
れ
と
絶

賛
さ
れ
て
い
た
高
山
は
む
し
ろ
無
責
任
で
、
非
難
を
浴
び
な

が
ら
生
き
て
い
る
小
西
の
方
が
切
支
丹
的
で
あ
る
。
高
山
や

ガ
ラ
シ
ャ
の
よ
う
な
生
き
方
に
終
始
異
端
の
匂
い
を
感
じ
て

取
っ
て
い
る
。

【
本
文
４
】
関
ヶ
原
で
敗
れ
た
行
長
殿
は
木
曽
山
中
に
一
人
、

落
ち
の
び
、
自
刃
の
機
会
は
あ
っ
た
が
、
糟
賀
部
と
よ
ぶ
山

村
で
村
人
に
自
首
し
た
。
そ
の
後
、さ
ま
ざ
ま
な
恥
辱
を
受
け
、

鉄
の
首
枷
を
は
め
ら
れ
、
十
月
一
日
、
都
を
荷
馬
車
で
引
き

ま
わ
さ
れ
、
衆
人
た
ち
か
ら
卑
怯
者
よ
、
と
罵
ら
れ
、
切
支

丹
か
ら
は
転
び
者
よ
、
と
蔑
ま
れ
な
が
ら
首
を
は
ね
ら
れ
た
。

（p.329

上ℓ
.12

）

　

こ
の
時
の
小
西
は
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘
の
イ
エ
ス
と
重
ね
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
生
き
方
こ
そ
修
道
士
の
考
え
る
切
支
丹
の
道

だ
っ
た
が
、
日
本
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
ガ
ラ
シ
ャ
や
高

山
右
近
の
よ
う
に
潔
い
生
き
方
の
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
。
修
道
士
の
言
葉
に
は
「
日
本
人
の
正
義
」「
日
本
人
風
」

と
い
う
個
所
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
遠
藤
自
身
も
キ
リ
ス
ト

を
修
道
士
と
同
じ
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

【
資
料
１
】
イ
エ
ス
像
と
い
う
と
、
人
に
侮
ら
れ
る
イ
メ
ー

ジ
が
上
が
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
最
終
的
に
は
そ
れ
が
ひ
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っ
く
り
か
え
っ
て
栄
光
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
な
る
。

（
対
談
「
最
新
作
『
深
い
河
』
―
魂
の
問
題
―
」「
国
文
学
」

１
９
９
３
年
９
号　

学
燈
社
）

　

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
切
支
丹
の

教
え
は
微
妙
に
変
容
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
日
本

的
な
土
壌
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
遠
藤
は
考
え
る
。

　
　
　
　

二
、
日
本
と
い
う
土
壌

　

当
時
の
戦
国
武
将
の
常
識
で
は
、
有
事
の
際
に
は
城
を
枕

に
討
ち
死
に
を
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
当
然
妻
も
そ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
妻
の
自
決
は
決
し

て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

【
本
文
５
】「
あ
の
方
は
武
将
の
奥
方
と
し
て
道
を
選
ば
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
折
も
教
会
の
禁
じ
て
い
る
自
決
を
な

さ
ら
ず
家
臣
の
手
を
借
り
ら
れ
た
。
だ
か
ら
あ
れ
は
自
決
で

は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
奥
方
は
こ
う
し
て
殿
へ
の
節
を
貫
ぬ
き
、

切
支
丹
の
教
え
を
か
た
く
守
ろ
う
と
さ
れ
た
」〈
中
略
〉
こ
れ

以
上
、
生
き
の
び
る
よ
り
は
、
早
く
現
世
か
ら
去
り
た
い
と

言
う
欲
望
が
ど
こ
か
で
働
い
た
の
だ
と
私
は
思
う
。
高
山
右

近
と
同
じ
よ
う
に
あ
の
方
の
心
に
は
世
を
厭
う
気
持
ち
、
濁

世
に
生
き
る
こ
と
を
厭
う
気
持
ち
が
ふ
か
く
根
ざ
し
て
お
り
、

そ
し
て
そ
の
厭
世
は
主
の
教
え
で
は
な
く
こ
の
国
と
こ
の
国

の
仏
教
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。（p.328

下ℓ
.8

）

　

神
の
決
め
た
運
命
を
人
間
が
変
え
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い

と
い
う
理
由
か
ら
、
自
決
は
切
支
丹
で
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
ガ
ラ
シ
ャ
は
武
士
の
妻
の
教
え
、
切
支
丹
の
教
え
、

双
方
を
折
衷
す
る
か
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
。
修
道
士
は
こ

の
厭
世
感
に
こ
そ
、
日
本
の
仏
教
の
教
え
を
嗅
ぎ
と
る
。

【
本
文
６
】「
あ
の
方
は
」
管
区
長
は
次
の
言
葉
を
説
教
の
結

び
と
さ
れ
た
。「
日
本
の
聖
女
の
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
」
日

本
の
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
た
瞬
間
、
私
は
思
わ
ず
、
う
つ

む
い
た
。
う
つ
む
い
た
の
は
、
そ
の
瞬
間
、
耳
の
奥
で
聞
え

た
奥
方
へ
の
冒
瀆
の
声
を
打
ち
消
す
た
め
で
あ
る
。
現
実
世

界
の
汚
れ
た
苦
悩
を
す
ぐ
棄
て
て
、
浄
土
を
願
う
の
が
日
本

人
の
宗
教
な
ら
ば
、
奥
方
は
切
支
丹
と
し
て
死
ん
だ
の
で
は

な
く
、
日
本
人
の
宗
教
で
亡
く
な
っ
た
の
だ
。（p.328

下ℓ
.23

）

　

現
実
の
世
界
の
汚
れ
た
苦
悩
を
す
ぐ
棄
て
て
浄
土
を
選
択

し
た
ガ
ラ
シ
ャ
の
生
き
方
は
い
か
に
も
日
本
的
な
宗
教
の
考
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え
方
で
、
切
支
丹
の
教
え
で
は
な
い
。
日
本
の
宗
教
で
亡
く

な
っ
た
の
だ
か
ら
、
ガ
ラ
シ
ャ
は
日
本
の
聖
女
で
あ
る
こ
と

な
い
間
違
い
は
な
い
。
こ
の
場
合
の
日
本
の
宗
教
と
は
古
神

道
に
仏
教
、
儒
教
が
融
合
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
江
戸

時
代
に
定
着
し
た
武
士
道
で
は
親
子
一
体
、
夫
婦
一
体
、
国

家
国
民
一
体
と
捉
え
、
私
よ
り
公
を
優
先
す
る
風
潮
が
あ
っ

た
。
こ
れ
が
皇
室
へ
の
尊
崇
、
主
君
へ
の
忠
誠
、
親
や
先
祖

へ
の
孝
養
な
ど
の
思
想
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
日
本
で
カ
ト

リ
ッ
ク
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

【
資
料
２
】
弥
陀
の
誓
願
不
可
思
議
の
絶
対
性
を
主
張
し
、
人

間
は
悪
に
ま
み
れ
た
そ
の
姿
の
ま
ま
で
弥
陀
の
手
に
救
わ
れ

る
と
い
う
浄
土
教
思
想
と
の
あ
い
だ
に
、
類
縁
を
認
め
て
い

る
の
で
す
。
人
間
の
自
由
意
志
を
認
め
ず
、
称
号
を
唱
え
る

こ
と
以
外
に
、
何
等
の
倫
理
的
行
為
へ
も
人
を
導
か
な
い
と

こ
ろ
に
日
本
的
思
想
と
、
そ
れ
が
同
類
だ
と
い
う
意
味
で
、

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
氏
に
と
っ
て
日
本
的
信
仰
の
問
題
で
あ

り
、
切
実
な
問
題
だ
っ
た
の
で
す
。（
山
本
健
吉
「
遠
藤
周
作

―
そ
の
一
貫
し
た
主
題
」『
新
鋭
文
学
叢
書
６　

遠
藤
周
作
集
』

筑
摩
書
房
１
９
６
０
年
８
月
）

　

か
つ
て
大
乗
仏
教
が
日
本
人
の
好
み
に
合
わ
せ
て
変
容
し

た
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
も
こ
の
国
で
変
容
し
た
。
日
本
人

は
弥
勒
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
イ
エ
ス
も
受
け
入
れ
た
。
和

魂
漢
才
、
和
魂
洋
才
の
土
壌
が
あ
る
。
い
か
に
も
汎
神
論
的

な
風
土
で
あ
る
。
ガ
ラ
シ
ャ
の
選
択
は
こ
う
い
っ
た
意
味
で

は
、
日
本
人
的
な
解
釈
で
あ
り
教
義
の
変
容
で
あ
る
。

【
資
料
３
】

遠
藤　

た
だ
、
芥
川
さ
ん
が
「
神
神
の
微
笑
」
の
な
か
で
、

つ
く
り
か
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す

ね
。「
つ
く
り
か
え
る
の
だ
」
と
言
っ
た
こ
と
は
、
芥

川
さ
ん
は
否
定
的
な
意
味
で
言
っ
た
の
で
す
。

三
好　

え
え
、
そ
う
で
す
。

遠
藤　

私
は
そ
う
で
は
な
く
、
積
極
的
な
意
味
で
「
つ
く
り

か
え
る
の
だ
」
と
言
う
の
で
す
。
本
質
に
あ
る
も
の

を
掘
り
出
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
も
の
の
か
た

ち
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
則
に
合

っ
た
も
の
に
し
て
し
ま
う
の
だ
、
と
い
う
・
・
。

（「
対
談　

文
学
―
弱
者
の
論
理
」
遠
藤
周
作　

三
好
幸
雄
『
国

文
学
』
学
燈
社
１
９
７
３
年
２
月
）

　

武
士
の
妻
で
あ
る
が
故
の
、
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
で
あ
っ
た
。
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ガ
ラ
シ
ャ
は
教
義
を
日
本
人
好
み
に
「
つ
く
り
か
え
た
の
だ
」。

と
こ
ろ
で
、
側
室
を
持
つ
と
言
っ
た
夫
に
絶
望
し
、
信
仰
の

道
に
生
き
る
ガ
ラ
シ
ャ
の
そ
の
ひ
た
向
き
な
神
へ
の
眼
差
し

に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
そ
れ
は
遠
藤
自
身
の
経
験
が
影

響
し
て
い
る
。
遠
藤
作
の
両
親
は
、
彼
が
９
歳
の
時
に
離
婚

し
て
お
り
、
父
常
久
は
そ
の
後
16
歳
年
下
の
愛
人
と
再
婚
し

て
い
る
。
そ
の
時
の
母
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

【
資
料
４
】
夫
か
ら
棄
て
ら
れ
た
苦
し
さ
を
信
仰
で
慰
め
る
以

外
、
道
の
な
か
っ
た
彼
女
は
、
か
つ
て
た
だ
一
つ
の
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
の
音
に
求
め
た
情
熱
を
そ
の
ま
ま
、
た
だ
一
つ
の
神

に
向
け
た
の
だ
が
、
そ
の
賢
明
な
気
持
ち
は
、
現
在
で
は
、

納
得
が
い
く
も
の
の
、
た
し
か
に
、
あ
の
頃
の
私
に
は
息
苦

し
か
っ
た
。（「
母
な
る
も
の
」
遠
藤
周
作
全
集
10
巻p.42

上
ℓ
.7

）

　

愛
人
が
で
き
、
苦
悩
す
る
母
は
「
日
本
の
聖
女
」
の
中
の

ガ
ラ
シ
ャ
の
姿
と
重
ね
ら
れ
る
。
ひ
た
す
ら
信
仰
に
生
き
る

母
の
姿
に
遠
藤
は
反
抗
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。
そ
の
母

に
対
す
る
疑
問
や
同
情
が
、「
日
本
の
聖
女
」
の
中
で
修
道
士

の
視
線
と
し
て
ガ
ラ
シ
ャ
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
本
当
に
愛
を
教
え
た
キ
リ
ス
ト
教
な
の
か
。
ど
ん
な
時
に

も
人
生
を
投
げ
出
さ
ず
に
生
き
ろ
と
言
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
な

の
か
。
潔
い
決
別
を
望
む
の
は
あ
ま
り
に
日
本
的
で
あ
る
。

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
日
本
の
宗
教
で

は
な
い
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
遠
藤
の
答
え
が
、
小
西
行

長
の
生
き
方
で
あ
る
。
彼
の
よ
う
な
生
き
方
こ
そ
、
キ
リ
ス

ト
的
な
行
動
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
き
方
な
の
だ
。

　
　
　
　

結
論　

日
本
的
な
美
意
識

【
本
文
７
】
日
本
人
は
な
ぜ
、
穢
れ
た
も
の
、
濁
っ
た
も
の
か

ら
逃
れ
る
こ
と
を
宗
教
的
な
生
き
方
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

現
世
は
そ
れ
自
体
、
穢
れ
た
も
の
で
あ
り
、
生
き
る
こ
と
も

ま
た
穢
れ
た
も
の
で
あ
り
、
結
婚
生
活
さ
え
も
ま
た
さ
ま
ざ

ま
の
穢
れ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
教
会
は

そ
れ
を
捨
て
る
な
、
と
教
え
た
。
離
婚
を
禁
じ
、
自
殺
を
罪

と
み
な
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
濁
っ
た
渦
の
な
か
で
生
き

続
け
る
の
も
愛
だ
と
教
え
る
た
め
だ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
奥
方
は
既
に
殿
か
ら
心
を
離
し
て
、
現
世
で
生
き
る
こ
と

も
捨
て
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
考
え
方
を
切
支

丹
の
考
え
方
だ
と
錯
覚
し
て
い
る
。（p.326

下ℓ
.22

）

潔
さ
、
正
直
さ
を
美
徳
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
恥
よ
り
も
死
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を
選
ぶ
と
い
う
感
覚
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
禊
な
ど
を

大
事
に
す
る
古
神
道
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
自
殺
は
罪
で
あ

る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
も
大
儀
の
為
の
殉
教
と
い
う

言
葉
の
前
に
は
掻
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
私
を
犠
牲
に
し
て

公
の
為
に
死
ぬ
こ
と
へ
の
賞
讃
が
あ
る
。「
犬
死
」
と
い
う
言

葉
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
意
味
の
あ
る
死
を
美
と
み
な
す
文

化
が
あ
る
。
そ
し
て
個
人
で
は
な
く
自
分
の
所
属
す
る
共
同

体
の
為
に
死
ぬ
こ
と
が
美
し
い
と
思
う
。
西
洋
の
美
の
よ
う

に
人
間
中
心
で
は
な
く
、
共
同
体
を
中
心
と
し
た
美
学
で
あ

る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
同
じ
死
ぬ
で
も
意
味
の
あ
る
死
に
方

を
尊
び
、
使
命
を
全
う
す
る
こ
と
を
美
徳
と
す
る
精
神
で
あ

る
。
世
阿
弥
の
「
風
姿
花
伝
」
に
い
う
「
秘
す
れ
ば
花
」
と

同
じ
認
識
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
日
本
人
に
は
全
体
的
調
和

を
重
ん
じ
自
己
主
張
を
抑
制
し
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却

っ
て
受
け
手
の
想
像
力
を
刺
激
し
、
日
本
人
特
有
の
奥
深
い

表
現
を
成
し
得
る
側
面
が
あ
る
。
ガ
ラ
シ
ャ
の
辞
世
の
歌
に

は
「
花
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

【
資
料
６
】
散
り
ぬ
べ
き
時
知
り
て
こ
そ
世
の
中
の
花
も
花
な

れ
人
も
人
な
れ

　

潔
さ
は
美
と
み
な
さ
れ
て
い
た
時
代
、
散
る
時
を
知
っ
て

こ
そ
、
こ
の
人
生
は
意
味
が
あ
る
。
確
か
に
日
本
的
な
美
意

識
が
読
み
取
れ
る
。
遠
藤
は
西
洋
の
美
と
比
較
し
て
日
本
の

美
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

【
資
料
７
】
境
界
や
区
分
の
意
識
、
対
立
性
、
能
動
的
と
い
う

三
つ
の
特
徴
を
そ
の
底
に
も
っ
た
西
欧
の
美
的
感
性
と
、
こ

れ
ら
の
も
の
を
持
た
ぬ
代
り
に
、
受
身
的
で
あ
り
、
は
っ
き

り
と
し
た
区
別
や
境
界
を
嫌
い
、
全
的
な
る
も
の
へ
、
そ
の

ま
ま
吸
収
さ
れ
た
い
と
い
う
郷
愁
を
も
っ
た
我
々
の
、
感
性

と
の
ち
が
い
を
私
が
今
、
こ
こ
に
大
ざ
っ
ぱ
に
述
べ
た
の
は
、

結
局
、
こ
の
後
者
の
感
性
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
帰
依
し
た
後
も

た
え
ず
、
私
を
誘
惑
し
、
そ
の
世
界
に
ひ
き
ず
り
こ
も
う
と

し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
は
こ
の
感
性
が
生
み

出
し
た
詩
や
芸
術
に
た
ま
ら
な
く
せ
ら
れ
、
魅
せ
ら
れ
て
は
、

は
っ
と
し
て
あ
る
恐
怖
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。（「
日
本
的
感

性
の
底
に
あ
る
も
の
」『
宗
教
と
文
学
』
昭
和
38
年
７
月　

南

北
社
）「
こ
の
日
本
的
感
性
が
孕
む
虚
無
は
時
と
し
て
私
を
慄

然
と
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。」

　

ガ
ラ
シ
ャ
の
選
択
が
日
本
の
聖
女
と
し
て
成
立
し
た
こ
と

に
対
す
る
修
道
士
の
戸
惑
い
に
は
、
日
本
的
な
美
意
識
へ
の

戸
惑
い
が
感
じ
取
れ
る
。
切
な
く
消
え
て
い
く
命
だ
か
ら
こ
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そ
ガ
ラ
シ
ャ
の
美
は
輝
き
、
も
の
の
あ
は
れ
を
感
じ
さ
せ
る
。

ガ
ラ
シ
ャ
の
行
動
は
当
時
の
人
々
に
感
動
を
与
え
た
。
反
対

に
修
道
士
は
聖
女
に
祭
り
上
げ
ら
れ
る
傷
ま
し
い
女
性
の
姿

を
そ
こ
に
感
じ
取
っ
た
。
そ
れ
で
も
聖
女
と
考
え
る
の
は
、

そ
の
真
っ
す
ぐ
な
信
仰
心
に
対
し
て
で
あ
る
。
決
し
て
切
支

丹
と
し
て
の
聖
女
で
は
な
い
。
遠
藤
は
そ
ん
な
日
本
の
美
意

識
に
殉
じ
た
ガ
ラ
シ
ャ
に
同
情
し
な
が
ら
も
、
小
西
の
よ
う

な
生
き
方
に
切
支
丹
の
道
を
認
め
、
真
の
殉
教
者
と
し
て
見

て
い
る
。

※
本
文
は
す
べ
て『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』第
八
巻（
１
９
９
９

年
12
月
10
日　

新
潮
社
）
に
よ
る
。


