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一

　は
じ
め
に

　関
根
正
雄
（
一
九
一
二
│
二
〇
〇
〇
）
は
旧
約
学
を
専
攻
し
、
戦
後
日

本
の
聖
書
学
を
牽
引
し
た
存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
ま
た
、
内

村
鑑
三
・
塚
本
虎
二
に
師
事
し
た
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
者
で
も
あ
り
、
無
教

会
の
第
三
世
代
と
し
て
、
高
橋
三
郎
と
共
に
存
在
感
を
発
揮
し
た
。
そ
の

関
根
は
、
晩
年
、「
京
都
学
派
」
殊
に
西
田
哲
学
と
そ
の
「
無
」
の
思
想

へ
の
傾
斜
を
強
め
、「
私
は
自
分
の
『
聖
書
神
学
思
想
史
』
を
京
都
学
派

の
『
無
』
の
哲
学
を
離
れ
て
考
え
得
ま
せ
ん）

1
（

」
と
公
言
し
さ
え
し
た
。
し

か
し
関
根
の
如
上
の
傾
向
は
、
弟
子
筋
か
ら
も
「
先
生
の
最
後
の
お
考
え

は
、
果
た
し
て
聖
書
の
論
理
に
密
着
し
た
事
柄
の
指
摘
で
あ
り
え
た
で
し

ょ
う
か
。
こ
の
点
で
先
生
は
大
き
な
検
討
課
題
を
残
さ
れ
た
と
い
う
の

が
、
私
の
実
感
で
す）

2
（

」
と
質
さ
れ
る
な
ど
、
十
分
な
理
解
者
を
得
た
と
は

言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
果
た
し
て
晩
年
の
関
根
の
西
田
哲
学
へ
の
接
近

は
、
そ
の
思
索
の
過
程
に
お
い
て
逸
脱
的
な
事
態
な
の
か
。
本
稿
は
こ
の

問
い
を
出
発
点
と
す
る
。

二

　「日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
の
軌
跡
と
関
根

　そ
の
一

　
　
　│
昭
和
十
年
代
を
中
心
に

　関
根
の
聖
書
学
者
と
し
て
の
足
跡
は
、
昭
和
十
一
年
、
東
京
帝
国
大
学

文
学
部
言
語
学
科
に
再
入
学
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
二
・
二
六
事
件
が
起

こ
っ
た
こ
の
年
は
、
前
年
の
天
皇
機
関
説
事
件
と
そ
れ
に
伴
う
「
国
体
明

徴
」
運
動
の
も
と
、
文
部
省
思
想
局
に
「
国
体
、
日
本
精
神
ノ
本
義
ニ
基

キ
各
種
ノ
学
問
ノ
内
容
及
方
法
ヲ
研
究
、
批
判
シ
我
ガ
国
独
自
ノ
学
問
、

文
化
ノ
創
造
、
発
展
ニ
貢
献
シ
延
テ
教
育
ノ
刷
新
ニ
資
ス
ル）

3
（

」
こ
と
を
目

的
と
す
る
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
日
本
の
学
界
が
人
文
科

学
か
ら
自
然
科
学
に
至
る
ま
で
、
広
く
転
機
を
迎
え
た
年
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
試
み
は
、
西
欧
由
来
の
「
各
種
ノ
学
問
」
を
批
判
・
相
対
化
し
、
併

〈
研
究
論
文
12
〉

村

　松

　
　
　晋

　

　関
根
正
雄
に
お
け
る
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
そ
の
射
程

│
南
原
繁
と
の
交
錯
と
分
岐
を
中
心
に

│
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　昭
和
十
年
代
か
ら
戦
時
中
に
か
け
て
の
キ
リ
ス
ト
教
界
を
顧
み
る
と
、

観
念
的
に
構
想
せ
ら
れ
た
「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
接
続
さ
れ
た
「
日
本

的
キ
リ
ス
ト
教
」
が
喧
伝
さ
れ
る
一
方
で
）
7
（

、
聖
書
そ
の
も
の
・
キ
リ
ス
ト

教
そ
の
も
の
に
肉
薄
し
、
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
い
た
「
我
ガ
国
独
自
ノ
」

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
、
西
欧
由
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
「
限
界
」
を
「
超
克
」

し
よ
う
と
す
る
課
題
意
識
も
芽
生
え
て
い
た
。

　た
と
え
ば
戦
後
間
も
な
く
矢
内
原
忠
雄
が
、
非
戦
論
の
文
脈
で
評
価
し

た
牧
師
・
二
瓶
要
蔵
）
8
（

は
、
神
道
や
天
皇
主
義
と
混
淆
さ
れ
た
「
日
本
的
キ

リ
ス
ト
教
」
を
批
判
す
る
一
方
で
こ
う
も
主
張
し
た
。
い
わ
く
「
私
は
欧

米
の
基
督
教
が
真
正
の
基
督
教
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
は
な
い）

9
（

」、「
今
日
ま

で
基
督
教
の
真
髄
で
な
い
只
米
国
或
は
英
国
等
の
風
俗
習
慣
を
基
督
教
の

真
髄
と
思
ふ
て
居
つ
た
事
も
多
い
と
思
ふ
）
10
（

」
と
。
か
く
し
て
「
欧
米
の
基

督
教
」
を
相
対
化
す
る
二
瓶
は
、「
東
洋
思
想
が
西
洋
の
基
督
教
に
な
い

も
の
を
発
見
す
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
基
督
の
教
に
な
か
つ
た
も
の
で

な
く
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
東
洋
人
に
よ
り
て
基
督
の
よ
り
深
き
も
の

を
発
見
し
た
と
云
ふ
事
で
あ
ら
う）
11
（

」
と
述
べ
、「
西
洋
の
基
督
教
」
が
「
発

見
」
し
得
な
か
っ
た
「
よ
り
深
き
も
の
」
を
「
東
洋
人
に
よ
り
て
」
見
出

す
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
か
く
し
て
成
り
立
つ
「
我
ガ
国
独
自
ノ
」
キ
リ
ス

ト
教
＝
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
に
よ
り
、「
西
洋
の
基
督
教
」
を
乗
り

越
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
押
し
出
し
て
い
た
。

　「日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
を
め
ぐ
る
如
上
の
志
向
は
二
瓶
ひ
と
り
に
見

ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
同
志
社
大
学
神
学
部
長
を
務
め

た
有
賀
鐵
太
郎
は
、
昭
和
十
八
年
「
歴
史
的
問
題
と
し
て
の
十
字
架
」
に

せ
て
そ
の
限
界
を
克
服
し
得
る
「
我
ガ
国
独
自
ノ
学
問
」
を
確
立
し
よ
う

と
す
る
点
で
、
必
ず
し
も
学
界
あ
げ
て
の
「
体
制
翼
賛
」
に
尽
き
る
も
の

で
な
く
、「
西
欧
近
代
」
批
判
と
そ
の
「
超
克
」
を
志
向
す
る
、
同
時
代

に
普
遍
的
な
課
題
意
識
を
刻
印
さ
れ
て
い
た）

4
（

。

　学
界
を
覆
い
始
め
た
如
上
の
風
潮
を
、
当
時
、
学
問
の
や
り
直
し
を
企

て
大
学
に
入
り
直
し
た
関
根
が
、
ど
の
程
度
意
識
し
て
い
た
か
、
関
根
の

回
顧
に
当
該
委
員
会
へ
の
言
及
が
な
い
だ
け
に
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し

関
根
が
、
西
欧
の
学
問
を
乗
り
越
え
て
「
我
ガ
国
独
自
ノ
学
問
」
を
追
究

す
る
時
代
の
息
吹
と
必
ず
し
も
無
縁
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
昭
和
十
三
年

度
に
草
さ
れ
た
卒
業
論
文
を
原
型
と
す
る
論
考
「
古
典
ヘ
ブ
ラ
イ
語
動
詞

表
現
の
本
質
」
に
お
い
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
動
詞

に
対
す
る
見
解
は
こ
れ
を
〈
時
制
〉
乃
至
〈
動
作
態
〉
か
ら
見
る
も
の
で
、

ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
考
に
応
じ
な
い）

5
（

」
と
批
判
、
西
欧
由
来
の
「
各
種
ノ
学
問
」

に
よ
っ
て
は
「
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
考
」
が
捉
え
き
れ
な
い
と
な
し
、「
新
た

に
〈
心
理
的
〉
な
文
法
範
疇
を
用
い
る
こ
と）

6
（

」
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
」

の
限
界
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
垣
間
見
え
る
。
こ
の
意
味
で

関
根
も
ま
た
「
時
代
の
子
」
で
あ
っ
た
。

　関
根
の
こ
う
し
た
志
は
、
そ
の
後
、
い
か
な
る
経
過
を
た
ど
っ
て
い
く

か
。
ま
ず
注
意
を
促
し
た
い
の
は
、
若
き
関
根
も
影
響
を
こ
う
む
っ
た
同

時
代
の
学
問
的
関
心
、
す
な
わ
ち
西
欧
由
来
の
「
各
種
ノ
学
問
」
を
批
判
・

相
対
化
し
、
併
せ
て
そ
の
限
界
を
克
服
し
得
る
「
我
ガ
国
独
自
ノ
学
問
」

を
確
立
し
よ
う
と
す
る
風
潮
は
、
関
根
が
生
き
た
も
う
一
方
の
世
界
で
あ

る
キ
リ
ス
ト
教
界
に
も
及
ん
で
い
た
点
で
あ
る
。
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二
瓶
や
有
賀
同
様
の
課
題
意
識
の
現
れ
と
言
っ
て
よ
い
。

　こ
の
点
、
南
原
が
問
題
視
し
た
の
は
「
西
洋
の
基
督
教
」
に
お
け
る
「
法

的
教
会
制
度
」（309

）
で
あ
り
、
か
よ
う
な
「
教
会
概
念
の
超
克
」（332

）

を
果
た
し
得
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
た
の
が
、「
欧
米
の
ご
と
き
何
ら
の

歴
史
と
伝
統
を
持
た
な
い
わ
が
国
」（333

）
に
生
ま
れ
た
「
日
本
的
キ

リ
ス
ト
教
」（331, 334

）
だ
っ
た
。「
そ
れ
は
現
下
の
時
局
に
遭
遇
し
て
、

に
わ
か
に
英
米
教
会
と
絶
縁
し
て
、
日
本
全
体
の
教
会
の
連
合
統
一
を
結

成
す
る
ご
と
き
『
組
織
』
の
問
題
で
は
な
い
」（331

）
と
強
調
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
日
本
基
督
教
団
の
設
立
に
基
づ
く
動
向
と
は
一
線
を
画
し

た
も
の
と
し
て
念
じ
ら
れ
て
い
た）
13
（

。
南
原
に
お
い
て
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト

教
」
は
、「
何
よ
り
も
、
そ
う
し
た
教
会
の
組
織
や
ド
グ
マ
の
『
権
威
』

か
ら
自
由
独
立
」（
同
）
な
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
ひ
た
す
ら
キ

リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
の
人
格
に
お
い
て
象
徴
せ
ら
れ
る
ご
と
き
神
的
絶
対
理

念
と
の
結
び
に
よ
っ
て
、
内
面
的
に
更
生
さ
れ
た
新
た
な
人
格
的
関
係
」

（333

）
の
総
体
と
し
て
、「
往
々
『
無
教
会
』
主
義
の
名
を
も
っ
て
呼
ば

れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」（334

）
が
含
意
さ
れ
て
い
た
。
南
原
は
こ
う
し

た
「『
無
教
会
』
主
義
」
の
闡
明
す
な
わ
ち
「
教
会
概
念
の
超
克
」
こ
そ
が
、

「
東
洋
の
日
本
民
族
に
よ
っ
て
遂
行
」
さ
れ
る
べ
き
「
第
二
の
宗
教
改
革
」

で
あ
り
、「
日
本
が
将
来
、
世
界
の
精
神
界
に
寄
与
し
得
る
大
な
る
一
つ

の
道
」（335

）
と
位
置
づ
け
て
い
た
。

お
い
て
、
次
の
よ
う
に
「
日
本
人
基
督
者
の
責
務
」
を
問
い
か
け
て
い
た
。

い
わ
く
「
基
督
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
な
い
。
況
ん
や
英
米
帝
国
主
義
の
宗

教
で
も
な
い
。
罪
の
ゆ
る
し
の
信
仰
に
よ
つ
て
来
る
神
の
国
の
福
音
を
説

か
れ
た
イ
エ
ス
の
真
意
を
把
握
し
、
こ
れ
を
中
外
に
宣
揚
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
平
和
の
礎
を
築
き
得
る
地
盤
は
、
八
紘
為
宇
の
御
精
神
に
生
き
る
日

本
人
の
魂
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
主

義
と
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
を
打
破
り
、
純
粋
無
垢
な
る
キ
リ
ス
ト
の
御
福
音
を

闡
明
し
以
て
新
し
き
世
界
秩
序
の
方
向
を
指
し
示
す
こ
そ
、
日
本
人
基
督

者
の
責
務
で
あ
ら
う）
12
（

」
と
。
こ
こ
に
は
「
八
紘
為
宇
」
そ
し
て
「
新
し
き

世
界
秩
序
」
と
時
代
の
言
辞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
筆
致
を
俯
瞰

し
て
見
れ
ば
、「
西
洋
の
基
督
教
」
が
「
発
見
」
し
得
な
か
っ
た
「
よ
り

深
き
も
の
」
を
「
日
本
人
基
督
者
」
と
し
て
見
出
し
、
そ
れ
を
「
日
本
的

キ
リ
ス
ト
教
」
と
し
て
闡
明
せ
ん
と
す
る
、
二
瓶
に
通
ず
る
志
向
が
明
ら

か
で
あ
る
。

　同
じ
年
、
南
原
繁
が
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」

（『
国
家
学
会
雑
誌
』
五
七
巻
八
・
九
号
『
南
原
繁
著
作
集
』
一
巻
、
岩
波

書
店
、
昭
和
四
十
七
年
。
以
下
、
本
巻
か
ら
の
引
用
は
文
中
括
弧
内
に
頁

数
を
表
記
）
に
お
い
て
、「
第
一
の
宗
教
改
革
を
断
行
し
た
も
の
は
、
ゲ

ル
マ
ン
的
ド
イ
ツ
民
族
で
あ
っ
た
…
…
同
様
の
こ
と
が
将
来
第
二
の
宗
教

改
革
と
し
て
、
東
洋
の
日
本
民
族
に
依
っ
て
遂
行
し
得
ら
れ
な
い
と
、
誰

が
断
言
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
」（335

、
傍
点
は
原
文
、
以
下
同
じ
）
と

謳
い
上
げ
た
の
も
、「
我
ガ
国
独
自
ノ
」
キ
リ
ス
ト
教
＝「
日
本
的
キ
リ
ス

ト
教
」
に
よ
り
、「
西
洋
の
基
督
教
」
の
限
界
を
「
超
克
」
し
よ
う
と
す
る
、
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年
の
作
品
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム）
16
（

』、
さ
ら
に
は
戦
前
、「
日
本
浪
漫
派
」
を
牽
引

し
た
保
田
與
重
郎
が
も
の
し
た
、
昭
和
二
十
五
年
の
『
絶
対
平
和
論
）
17
（

』
等

が
象
徴
す
る
よ
う
に
、「
西
欧
近
代
」
を
モ
デ
ル
と
す
る
視
点
そ
れ
自
体

を
問
い
直
し
、
理
念
化
さ
れ
た
〈
ア
ジ
ア
〉
な
い
し
〈
日
本
〉
に
こ
そ
新

国
家
の
進
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
言
説
も
、
依
然
と
し
て
息
づ
い
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

　こ
れ
ら
の
主
張
は
、
西
欧
由
来
の
「
各
種
ノ
学
問
」
を
批
判
・
相
対
化

し
、
併
せ
て
そ
の
限
界
を
克
服
し
得
る
「
我
ガ
国
独
自
ノ
学
問
」
を
確
立

し
よ
う
と
す
る
昭
和
十
年
代
の
動
向
、
殊
に
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
「
西
欧

近
代
」
批
判
と
そ
の
「
超
克
」
へ
の
志
向
が
、
敗
戦
に
よ
り
決
し
て
途
絶

し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る）
18
（

。
そ
し
て
そ
れ
と
連
動
す
る

よ
う
に
、
戦
後
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
て
も
、
戦
前
来
の
視
点
、
す
な

わ
ち
「
西
洋
の
基
督
教
」
が
「
発
見
」
し
得
な
か
っ
た
「
よ
り
深
き
も
の
」

を
「
東
洋
人
に
よ
り
て
」、
殊
に
「
日
本
人
基
督
者
」
と
し
て
見
出
す
こ
と
、

換
言
す
れ
ば
「
我
ガ
国
独
自
ノ
」
キ
リ
ス
ト
教
＝「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」

に
託
さ
れ
た
使
命
感
は
消
え
失
せ
て
い
な
か
っ
た
。

　た
と
え
ば
北
森
嘉
蔵
は
昭
和
二
十
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
神
の
痛
み
の

神
学
）
19
（

』
で
、
神
学
に
お
け
る
「
ギ
リ
シ
ャ
的
思し

惟い

（
※
ル
ビ
は
原
文
、
以

下
同
じ
）
20
（

）」
の
意
義
と
限
界
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
の
克
服
を
「
日
本
人
基

督
者
」
の
責
務
と
し
て
問
い
か
け
て
い
た
。
い
わ
く
「
エ
レ
ミ
ヤ
が
見
た

神
の
痛
み
、
パ
ウ
ロ
が
見
た
十
字
架
の
愛

│
こ
れ
こ
そ
神
の
本
質
で
あ

り
神
の
御
こ
こ
ろ
で
あ
る）
21
（

」
の
だ
が
、「
ギ
リ
シ
ャ
人
の
心
は
神
の
痛
み

を
見
る
目
に
欠
け
て
い
た）
22
（

」
と
。
こ
れ
に
対
し
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
の

三

　「日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
の
軌
跡
と
関
根

　そ
の
二

　
　
　│
戦
後
初
期
を
中
心
に

　戦
前
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
界
の
如
上
の
動
向
を
、
当
時
関
根
が

ど
う
見
て
い
た
か
、
そ
れ
を
表
す
資
料
は
な
い
。
と
い
う
の
も
関
根
は
昭

和
十
四
年
か
ら
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
敗
戦
直
前
に
帰
国
す
る
ま
で
日
本
を

離
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
昭
和
二
十
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
最
初

の
著
作
『
旧
約
に
於
け
る
神
の
独
一
性
』
の
「
序
」
を
見
る
と
、
昭
和
二

十
一
年
十
月
の
日
付
と
と
も
に
、「
日
本
の
基
督
教
も
単
に
日
本
的
た
る

事
に
止
る
べ
き
で
は
な
い
。
今
後
世
界
の
日
本
と
し
て
、
様
々
な
思
想
の

嵐
の
中
に
立
つ
て
勝
ち
ぬ
か
ん
が
為
に
、
信
仰
も
強
力
な
理
論
的
な
も
の

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
14
（

」
と
あ
り
、
戦
後
初
期
の
関
根
が
、
戦
前
に

遡
及
す
る
課
題
意
識
、
す
な
わ
ち
「
我
ガ
国
独
自
ノ
」
キ
リ
ス
ト
教
＝「
日

本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
に
よ
り
、「
世
界
の
」「
様
々
な
思
想
」
に
「
勝
ち
ぬ
」

く
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
「
世
界
の
」「
様
々
な
思
想
」
の
「
限
界
」
を
「
超

克
」
し
よ
う
と
す
る
気
概
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　敗
戦
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
世
界
の
日
本
」
へ
の
自
負
心
を
漲
ら
せ
た

関
根
の
意
気
込
み
は
、
一
見
、「
反
時
代
」
的
に
も
映
る
。
し
か
し
キ
リ

ス
ト
教
を
も
含
む
当
時
の
知
的
潮
流
は
、
関
根
の
如
上
の
ま
な
ざ
し
と
響

き
合
う
側
面
を
併
せ
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
は
「
西
欧
近
代
」

を
指
標
と
し
日
本
社
会
の
「
前
近
代
性
」
を
質
す
議
論
が
流
行
す
る
一
方

で
、
た
と
え
ば
中
国
文
学
者
の
竹
内
好
が
著
し
た
、
昭
和
二
十
三
年
の
論

考
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
）
15
（

」、
ま
た
は
西
谷
啓
治
の
昭
和
二
十
四
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っ
た
「
よ
り
深
き
も
の
」
を
、「
東
洋
人
に
よ
り
て
」
見
出
す
こ
と
へ
の

使
命
感
、
換
言
す
れ
ば
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
に
託
さ
れ
た
課
題
意
識

も
依
然
、
命
脈
を
保
っ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
後
の
関
根
は
、
戦
後

日
本
に
息
づ
く
如
上
の
知
的
状
況
や
キ
リ
ス
ト
教
界
の
動
向
と
対
峙
す
る

こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ド
イ
ツ
留
学
に
先
立
っ
て
、
既

に
西
欧
由
来
の
「
各
種
ノ
学
問
」
の
限
界
を
克
服
し
得
る
「
我
ガ
国
独
自

ノ
学
問
」
へ
の
眼
を
育
ん
で
い
た
関
根
が
、
帰
国
後
、
大
塚
的
な
視
点
よ

り
、
戦
前
来
の
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
を
め
ぐ
る
課
題
意
識
を
受
け
継

い
だ
、
北
森
的
な
使
命
感
に
共
感
を
抱
き
、
そ
の
自
覚
を
深
化
さ
せ
て
い

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
、
当
時
の
関
根
は
『
神

の
痛
み
の
神
学
』
を
相
当
の
興
味
を
持
っ
て
読
み
込
ん
で
い
る）
33
（

。

四

　関
根
の
初
発
の
志

　
　
　│「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
し
て
の
「
無
教
会
主
義
」

　か
く
し
て
関
根
の
如
上
の
関
心
の
最
初
の
結
実
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の

が
、
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
宗
教
革
命
の
論
理
│
無
教

会
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
的
基
礎
）
34
（

』
で
あ
っ
た
（
以
下
、
本
文
中
に
お
け
る

関
根
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
原
則
『
関
根
正
雄
著
作
集
』
に
よ
り
、
該
当

箇
所
は
文
中
括
弧
内
に
巻
数
・
頁
数
の
順
で
（2

：11

）
の
よ
う
に
表
記
）。

　本
書
は
関
根
が
無
教
会
の
独
立
伝
道
者
と
し
て
起
つ
直
前
に
著
さ
れ
て

い
る
点
で
、
そ
の
初
心
の
実
り
と
言
い
得
る
が
、
収
録
さ
れ
た
昭
和
二
十

三
年
の
一
文
「
無
教
会
主
義
の
弁
証
論
」
で
、
関
根
は
南
原
同
様
「
日
本

的
基
督
教
」
に
触
れ
、「
敗
戦
後
の
日
本
は
世
界
に
対
し
て
そ
の
門
戸
を

「
寺
子
屋
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
日
本
悲
劇
の
唯
一
の
関
心
事
た
る
痛
み
こ

そ
、
我
々
の
主
題
た
る
神
の
痛
み
に
も
っ
と
も
深
く
呼
応
す
る）
23
（

」
だ
け
に
、

「
日
本
と
い
う
『
住
居
の
界
』
を
与
え
ら
れ
し
我
）々
24
（

」
が
、「
神
の
姿
の
把

握
、
す
な
わ
ち
神
観
に
お
い
て
『
痛
み
』
へ
の
感
覚
と
い
う
我
々
の
こ
こ

ろ
を
提
げ
て
奉
仕
す
る）
25
（

」
な
ら
ば
、「
ギ
リ
シ
ャ
的
教
会
の
神
観
に
お
い

て
見
失
わ
れ
て
い
た
一
つ
の
決
定
的
な
神
の
姿
が
、
我
々
の
国
の
教
会
に

お
い
て
回
復
さ
れ
、
か
く
し
て
『
住
居
の
界
』
の
相
違
に
よ
っ
て
神
の
姿

を
『
探
り
て
見
出
す
』
こ
と
が
可
能
と
せ
ら
れ
る
」
と）
26
（

。
北
森
は
こ
う
主

張
し
た
。

　先
述
し
た
有
賀
も
ま
た
、
同
じ
昭
和
二
十
一
年
に
『
象
徴
的
神
学
）
27
（

』
を

公
刊
し
て
い
る
が
、
巻
頭
に
収
め
た
同
名
の
論
考
で
、「
わ
れ
わ
れ
が
ギ

リ
シ
ア
的
・
ラ
テ
ン
的
基
督
教
、
即
ち
西
洋
伝
来
の
基
督
教
か
ら
学
び
得

る
と
こ
ろ
の
も
の
に
も
お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
る）
28
（

」
と
「
西
洋
伝
来
の
基

督
教
」
を
相
対
化
し
、「
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
文
化
の
影
響
の
跡
を
超
え

て
基
督
教
信
仰
の
根
源
に
さ
か
の
ぼ）
29
（

」
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
「
言
挙
げ

せ
ぬ
根
源
的
精
神
）
30
（

」
と
し
て
の
「
日
本
精
神
）
31
（

」
に
よ
っ
て
「
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
霊
的
・
永
遠
的
福
音
の
精
神
を
根
源
的
に
把
握
す
る）
32
（

」
こ
と
の

必
要
性
を
問
い
か
け
て
い
た
。

　北
森
や
有
賀
の
以
上
の
視
座
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
戦
後
の
日
本
キ
リ

ス
ト
教
界
は
、「
西
欧
近
代
」
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
関
係
を
重

視
す
る
、
大
塚
久
雄
や
松
田
智
雄
の
「
近
代
主
義
」
的
な
課
題
意
識
に
染

め
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
な
か
っ
た
。
二
瓶
や
有
賀
、
そ
し
て
南
原
が
戦
時

中
に
示
し
た
志
、
す
な
わ
ち
「
西
洋
の
基
督
教
」
が
「
発
見
」
し
得
な
か
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定
の
資
格
に
し
ば
ら
れ
る
牧
師
の
数
で
は
足
り
な
い
し
、
一
定
の
囲
い
を

も
っ
た
教
会
で
は
真
に
正
し
く
世
俗
に
触
れ
得
な
い
」（2

：31

）。
昭
和

二
十
四
年
の
著
作
『
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教）
37
（

』
で
こ
う
問
い
か
け
る
関
根
は
、

「
俗
人
が
そ
の
俗
な
る
ま
ま
で
そ
の
生
活
全
般
に
於
て
伝
道
者
た
る
」

（
同
）
こ
と
、「
之
を
教
会
に
即
し
て
言
え
ば
、
制
度
的
・
客
観
的
な
教
会

を
や
め
、
各
人
が
そ
の
家
に
於
て
、
そ
の
職
場
に
於
て
伝
道
し
、
そ
こ
に

教
会
を
建
設
す
る
」（2

：32

）
こ
と
を
主
張
し
た
。

　こ
の
場
合
の
「
教
会
」
は
、『
宗
教
革
命
の
論
理
』
に
収
め
ら
れ
た
昭

和
二
十
四
年
の
論
文
「
無
教
会
基
督
教
の
論
理
」
に
お
い
て
、「『
二
、
三

人
我
が
名
に
よ
り
て
集
ま
る
所
に
は
我
も
そ
の
中
に
あ
り
』
と
基
督
は
言

わ
れ
た
。
教
会
の
本
質
は
こ
の
短
い
言
葉
の
中
に
道
破
し
つ
く
さ
れ
て
い

る
。
基
督
を
信
ず
る
者
が
基
督
を
中
心
に
集
ま
る
所
、
そ
の
集
ま
る
者
の

人
数
の
多
寡
を
問
わ
ず
、
基
督
の
教
会
は
現
に
そ
こ
に
あ
る
」（2

：

316

）
と
説
か
れ
た
そ
れ
で
あ
る
。
関
根
は
如
上
の
「
教
会
」
の
形
成
と

そ
れ
に
よ
る
伝
道
に
、
現
代
に
お
け
る
「
世
俗
性
」
の
克
服
を
期
待
し
た
。

と
い
う
の
も
、「
二
、
三
人
集
ま
る
所
、
已
に
完
全
な
る
無
教
会
召
団
は

実
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
否
潜
勢
的
に
は
各
人
が
一
人
一
人
教
会
を
主

体
的
に
担
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
世
の
如
何
な
る
力
も
か
か
る
態
勢
の

教
会
を
破
壊
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」（2

：320

）
し
、
そ
れ
は
ま
た
「
或

は
文
書
に
よ
り
、
或
は
口
か
ら
口
へ
の
伝
達
に
よ
っ
て
」（
同
）
も
拡
大

し
得
る
も
の
だ
け
に
、
そ
れ
は
「
順
境
に
も
逆
境
に
も
不
断
に
進
展
し
て

止
ま
な
い
」（
同
）
か
ら
で
あ
る
。

　「か
か
る
召エ

ク
レ
シ
ア団が
到
る
所
に
生
ず
る
時
、
近
代
社
会
の
世
俗
性
、
そ
の

開
放
し
た
。
鎖
国
的
日
本
は
過
ぎ
去
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
我
々
は
こ
の

時
代
に
於
て
こ
そ
真
摯
に
日
本
的
基
督
教
に
就
き
自
覚
を
新
た
に
す
べ
き

で
あ
ろ
う
」（2

：258

）
と
述
べ
た
後
、
続
け
て
、「
無
教
会
主
義
は
今

は
日
本
の
一
セ
ク
ト
と
し
て
止
る
べ
き
か
、
世
界
の
基
督
教
史
に
於
て
何

ら
か
の
寄
与
を
為
す
べ
き
か
の
大
な
る
岐
路
に
立
つ
も
の
と
い
う
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
」（2
：260

）
と
説
い
て
い
た
。
こ
こ
に
明
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
関
根
は
「
日
本
的
基
督
教
」
と
し
て
の
「
無
教
会
主
義
」
が
、

「
世
界
に
対
し
て
」
闡
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
世
界
の
基
督
教
史
に
於

て
何
ら
か
の
寄
与
を
為
す
」
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

　関
根
の
如
上
の
使
命
感
は
、
そ
の
「
信
念
」
に
留
ま
る
も
の
で
な
く
、

固
有
の
「
現
代
」
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
前
掲
「
無
教
会

主
義
の
弁
証
論
」
に
お
い
て
、「
無
教
会
主
義
の
具
体
的
な
る
対
立
物
は

現
代
の
世
俗
性
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
先
ず
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

（2

：277

）
と
あ
る
よ
う
に
、
関
根
は
同
時
代
の
特
質
を
「
世
俗
性
」
に

求
め
て
い
た
。
そ
の
「
世
俗
」
と
は
、
昭
和
四
十
二
年
の
論
考
「
世
俗
の

中
の
福
音
」
に
よ
れ
ば
、「
神
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
引
き
離
す
力
で
あ
り
、

窮
極
的
に
は
神
に
反
す
る
力
」（1

：274

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
面
へ
の

危
機
感
は
つ
と
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
昭
和
二
十
四
年
の
論
考

「
世
俗
性
の
問
題
」
に
お
い
て
、
関
根
は
「
持
続
的
な
福
音
の
敵
対
者
と

し
て
、
全
体
主
義
的
な
強
度
の
世
俗
性
の
滲
透
）
35
（

」
と
の
表
現
を
用
い
、

「
我
々
は
常
住
不
断
、
世
俗
性
と
い
う
カ
タ
コ
ン
ベ
に
押
入
れ
ら
れ
る
危

険
が
あ
る）
36
（

」
と
も
説
い
て
い
た
。

　か
く
も
「
強
度
の
世
俗
性
の
滲
透
」
を
見
る
「
現
代
」
は
、
も
は
や
「
一
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の
内
的
刷
新
に
先
鞭
を
つ
け
得
る
も
の
と
も
見
な
し
た
が
、
こ
の
点
で
も

両
者
は
近
か
っ
た）
39
（

。

　一
方
、
関
根
の
言
説
に
は
南
原
と
異
な
っ
て
、「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」

の
形
態
論
の
み
な
ら
ず
、
日
本
発
の
新
し
い
神
学
へ
の
志
向
が
は
ら
ま
れ

て
い
た
点
に
注
意
を
促
し
た
い
。
た
と
え
ば
関
根
は
『
旧
約
に
於
け
る
神

の
独
一
性
』
に
収
録
し
た
昭
和
二
十
一
年
の
論
考
「『
旧
約
神
学
』
に
於

け
る
歴
史
の
問
題
」
に
お
い
て
、「
旧
約
神
学
の
建
設
の
為
に
役
立
ち
得

る
哲
学
は
、
少
く
も
ギ
リ
シ
ヤ
的
・
ド
イ
ツ
観
念
論
的
思
惟
か
ら
離
れ
、

対
象
に
即
し
た
新
し
い
意
味
の
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（5

：91

│

92

）
と
述
べ
、
聖
書
解
釈
に
お
け
る
西
欧
由
来
の
思
惟
方
法
の
限
界
を

指
摘
す
る
と
共
に
、
中
村
獅
雄
の
哲
学
を
「
直
接
聖
書
に
即
し
て
啓
示
の

哲
学
的
理
解
に
、
真
に
独
創
的
な
る
尊
敬
す
べ
き
解
明
を
為
し
た
」（5

：

92

）
と
高
く
評
価
し
た
。

　こ
う
し
た
言
説
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
西
洋
の
基
督
教
」
が
「
発

見
」
し
得
な
か
っ
た
「
よ
り
深
き
も
の
」
を
、「
日
本
人
基
督
者
」
と
し

て
見
出
そ
う
と
す
る
関
根
の
志
に
は
、
そ
の
言
論
活
動
の
当
初
よ
り
、「
日

本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
を
「
西
洋
の
基
督
教
」
と
は
異
な
る
形
態
の
「
新
た

な
教
会
＝
無
教
会
主
義
」
と
し
て
説
い
た
南
原
的
な
視
点
の
み
な
ら
ず
、

神
学
に
お
け
る
「
ギ
リ
シ
ャ
的
思
惟
」
の
限
界
を
「
日
本
悲
劇
」
の
有
す

る
感
受
性
に
よ
っ
て
「
超
克
」
し
よ
う
と
し
た
北
森
的
な
課
題
意
識
が
息

づ
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
関
根
に
お
け
る
西
田
哲
学
へ
の
接
近
と
そ
れ

に
依
拠
し
た
神
学
の
提
唱
は
、
関
根
の
中
で
例
外
的
な
思
索
と
位
置
づ
け

る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
日
本
発
の
「
新
し
い
意
味
の
哲
学
」
に
よ
っ
て
、

頂
点
と
し
て
の
唯
物
論
的
共
産
主
義
は
内
面
よ
り
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い

で
あ
ろ
う
」（
同
）
と
関
根
は
主
張
す
る
。
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、「
俗
人

が
そ
の
俗
な
る
ま
ゝ
で
そ
の
生
活
全
般
に
於
て
伝
道
者
た
る
」
こ
と
に
よ

り
、「
強
度
の
世
俗
性
の
滲
透
」
を
見
る
諸
々
の
文
化
領
域
に
、「
地
の
塩
」

の
ご
と
く
キ
リ
ス
ト
教
を
「
滲
透
」
さ
せ
て
ゆ
く
、
漸
進
的
改
革
の
途
と

言
っ
て
よ
い）
38
（

。
関
根
は
こ
こ
に
も
従
来
の
制
度
的
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な

っ
た
「
無
教
会
主
義
」
の
「
現
代
」
的
意
義
を
、
換
言
す
れ
ば
「
西
洋
の

基
督
教
」
が
「
発
見
」
し
得
ず
代
わ
っ
て
「
日
本
的
基
督
教
」
が
至
り
着

い
た
「
よ
り
深
き
も
の
」
を
見
出
し
て
こ
う
述
べ
て
い
た
。
い
わ
く
「
世

俗
と
文
化
の
中
に
各
人
が
完
全
な
る
俗
人
と
し
て
而
も
伝
道
者
と
し
て
生

き
ぬ
き
得
る
態
勢
、
所
謂
万
人
祭
司
主
義
の
み
な
ら
ず
万
人
牧
師
主
義
を

文
字
通
り
に
実
践
し
得
る
態
勢
を
有
す
る
無
教
会
主
義
が
、
将
来
の
基
督

教
と
し
て
大
な
る
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
は
原
理
上
認
め
得
る
所
で
あ
ろ

う
」（
同
）
と
。

五

　お
わ
り
に

　
　
　│
南
原
と
の
異
同
が
示
唆
す
る
世
界

　関
根
が
そ
の
言
論
活
動
の
最
初
期
に
見
せ
た
、
以
上
の
「
無
教
会
主
義
」

理
解
は
、
戦
前
、「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
し
て
の
「『
無
教
会
』
主
義
」

の
闡
明
を
、「
東
洋
の
日
本
民
族
に
よ
っ
て
遂
行
」
さ
れ
る
べ
き
「
第
二

の
宗
教
改
革
」
と
位
置
づ
け
た
南
原
の
姿
勢
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
南
原
は
「『
無
教
会
』
主
義
」
に
つ
き
、
固
有
の
制
度
・
形
式
を
持
た

な
い
そ
の
形
態
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
諸
々
の
文
化
領
域
に
入
り
込
み
、
そ
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　（4
）
同
「
は
し
が
き
」
お
よ
び
池
田
元
「
難
波
田
経
済
学
と
国
家
論
│
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
権
威
主
義
国
家
」『
日
本
国
家
科
学
の
思
想
』
論
創
社
、
二
〇
一
一
年
、
一

八
│
二
〇
頁
。
な
お
「
近
代
の
超
克
」
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

拙
著
『
近
代
日
本
精
神
史
の
位
相
│
キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
る
思
索
と
経
験
』
聖

学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、
特
に
吉
満
義
彦
論
（
八
│
十
章
）
を
参
照
。

　（5
）
関
根
正
雄
「
序
論
│
課
題
と
方
法
」『
イ
ス
ラ
エ
ル
の
思
想
と
言
語
』
岩
波
書

店
、
一
九
六
二
年
、
九
頁
。
な
お
関
根
の
卒
業
論
文
に
関
し
て
は
関
根
正
雄
「
卒

論
の
思
出
」『
Ｅ
２
０
４
』
No.
５
、
一
九
五
六
年
二
月
、
前
掲
『
関
根
正
雄
著
作

集
』
別
巻
補
遣
を
参
照
。

　（6
）
同
。

　（7
）
同
時
代
の
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
に
つ
い
て
は
、
原
誠
「
戦
時
期
の
キ
リ

ス
ト
教
思
想
│
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
に
」『
国
家
を
超
え
ら
れ
な
か
っ
た

教
会

　15
年
戦
争
下
の
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出

版
局
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

　（8
）
二
瓶
要
蔵
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
二
瓶
要
蔵
論
序
説
│
新
渡
戸
門
下
・
矢
内
原

忠
雄
と
河
井
道
の
『
同
志
』
と
し
て
」『
新
渡
戸
稲
造
の
世
界
』
二
五
号
、
一
般

財
団
法
人
新
渡
戸
基
金
、
二
〇
一
六
年
九
月
を
参
照
。

　（9
）
二
瓶
要
蔵
「
昭
和
十
四
年
十
一
月
十
八
日
日
記
」『
宗
教
』
一
九
九
号
、
宗
教

社
、
昭
和
十
五
年
一
月
、
一
七
頁
。
な
お
『
宗
教
』
は
二
瓶
の
月
刊
個
人
伝
道

誌
で
あ
る
。

　（10
）
同
「
編
輯
だ
よ
り
」『
宗
教
』
一
九
六
号
、
昭
和
十
四
年
十
月
、
三
二
頁
。

　（11
）
同
「
編
輯
だ
よ
り
」『
宗
教
』
一
七
九
号
、
昭
和
十
三
年
五
月
、
三
二
頁
。

　（12
）
有
賀
鐵
太
郎
「
歴
史
的
問
題
と
し
て
の
十
字
架
」『
基
督
教
研
究
』
二
〇
巻
二

号
、
基
督
教
研
究
会
、
昭
和
十
八
年
三
月
、
九
四
頁
。

　（13
）
こ
の
時
期
の
日
本
基
督
教
団
を
め
ぐ
っ
て
は
、
原
誠
「
日
本
基
督
教
団
と
フ

ァ
シ
ズ
ム
時
代
」『
国
家
を
超
え
ら
れ
な
か
っ
た
教
会
』
を
参
照
。

　（14
）
関
根
正
雄
「
序
」『
旧
約
に
於
け
る
神
の
独
一
性
』
新
教
出
版
社
、
昭
和
二
十

二
年
、
二
│
三
頁
。

　（15
）
竹
内
好
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
│
魯
迅
を
手
が
か
り
と
し
て
」
東
京

大
学
東
洋
文
化
研
究
所
編
『
東
洋
文
化
講
座
』
三
巻
、
白
日
書
院
、
一
九
四
八
年
。

西
欧
神
学
の
乗
り
越
え
を
は
か
ろ
う
と
す
る
、
そ
の
若
き
日
以
来
の
「
日

本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
を
め
ぐ
る
課
題
意
識
の
展
開
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　そ
の
上
で
、
な
ぜ
関
根
は
特
に
西
田
哲
学
を
選
ん
だ
か
を
考
究
す
る
必

要
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
関
根
は
そ
の
信
仰
と
の
関
係
で
、
西
田
哲
学
と

い
う
日
本
発
の
「
新
し
い
意
味
の
哲
学
」
に
何
を
見
て
い
た
か
と
問
い
直

し
て
も
よ
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
冒
頭
で
記
し
た
よ
う
に
、

晩
年
の
関
根
は
、「
私
は
自
分
の
『
聖
書
神
学
思
想
史
』
を
京
都
学
派
の

『
無
』
の
哲
学
を
離
れ
て
考
え
得
ま
せ
ん
」
と
闡
明
し
た
が
、
す
ぐ
に
続

け
て
「
私
は
聖
書
は
神
秘
主
義
的
で
は
な
い
こ
と
、
絶
対
有
即
絶
対
無
の

神
の
啓
示
に
終
始
す
る
こ
と
を
自
分
の
立
場
と
し
、
東
洋
哲
学
一
般
の
絶

対
無
即
絶
対
有
と
は
違
う
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん）
40
（

」
と
も
説
い
て

い
る
点
が
示
唆
に
富
む
。
こ
う
し
た
言
及
に
は
、
関
根
が
日
本
発
の
「
新

し
い
意
味
の
哲
学
」
と
し
て
、
西
田
哲
学
を
特
に
注
視
し
た
理
由
が
含
ま

れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
の
解
析
に
つ
い
て
は
他
日
を

期
し
た
い）
41
（

。

　（1
）
関
根
正
雄
「
故
井
筒
俊
彦
会
員
追
悼
の
辞
」『
日
本
学
士
院
紀
要
』
四
八
│
一
、

一
九
九
三
年
五
月
、『
関
根
正
雄
著
作
集
』
別
巻
補
遺
、
教
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、

二
一
二
頁
。
な
お
関
根
の
伝
記
的
事
項
に
関
し
て
は
、『
新
・
預
言
と
福
音

　別

冊

　関
根
正
雄
葬
儀
特
集
』
新
・
預
言
と
福
音
社
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
の
「
故

人
略
歴
」
を
参
考
に
し
た
。

　（2
）
並
木
浩
一
「
関
根
正
雄
先
生
へ
の
感
謝
」『
福
音
と
世
界
』
五
五
巻
十
二
号
、

新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
、
七
一
頁
。

　（3
）
駒
込
武
他
編
著
『
戦
時
下
学
問
の
統
制
と
動
員

　日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の

研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
七
六
頁
。
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　（38
）
と
は
言
え
関
根
は
「
人
間
的
努
力
」
が
全
て
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
実

践
の
基
底
に
は
再
臨
信
仰
が
息
づ
い
て
い
た
。
こ
の
点
、「
無
教
会
主
義
の
論
理
」

他
、
昭
和
二
十
四
年
の
論
考
「
基
督
者
の
社
会
的
実
践
」（『
宗
教
革
命
の
論
理
』

所
収
、『
関
根
正
雄
著
作
集
』
二
巻
に
収
録
）
を
参
照
。

　（39
）
千
葉
眞
「『
宗
教
と
政
治
』
の
現
在
」
和
田
守
編
著
『
日
米
に
お
け
る
政
教
分

離
と
「
良
心
の
自
由
」』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
二
二
五
│
二
二
九

頁
。

　（40
）
関
根
正
雄
「
故
井
筒
俊
彦
会
員
追
悼
の
辞
」
前
掲
『
関
根
正
雄
著
作
集
』
別

巻
補
遺
、
二
一
三
頁
。

　（41
）
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
量
義
治
「
関
根
正
雄
先
生
の
神
観
の
特
質
│
イ

ザ
ヤ
の
贖
罪
体
験
の
解
釈
を
手
が
か
り
と
し
て
」『
緊
張

　哲
学
と
神
学
』
理
想

社
、
一
九
九
四
年
が
示
唆
に
富
む
。

（
む
ら
ま
つ
・
す
す
む
、
近
代
日
本
思
想
史
・
精
神
史
、 

聖
学
院
大
学
教
授
）

　（16
）
西
谷
啓
治
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
弘
文
堂
、
昭
和
二
十
四
年
。

　（17
）
保
田
與
重
郎
『
絶
対
平
和
論
』
ま
さ
き
会
祖
国
社
、
昭
和
二
十
五
年
。

　（18
）
こ
の
点
、
特
に
「
世
界
史
の
哲
学
」
の
論
議
に
か
か
わ
っ
た
思
想
家
た
ち
の

戦
後
に
つ
い
て
、
米
谷
匡
史
「『
世
界
史
の
哲
学
』
の
帰
結
│
戦
中
か
ら
戦
後
へ
」

『
現
代
思
想
』
二
三
巻
一
号
、
青
土
社
、
一
九
九
五
年
一
月
を
参
照
。

　（19
）
北
森
嘉
蔵
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
新
教
出
版
社
、
昭
和
二
十
一
年
。

　（20
）
北
森
嘉
蔵
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
教
文
館
、
二
〇
〇
九
年
、
五
八
頁
。

　（21
）
同
。

　（22
）
同
、
一
七
二
頁
。

　（23
）
同
、
一
七
六
頁
。

　（24
）
同
、
一
七
七
頁
。

　（25
）
同
。

　（26
）
同
。

　（27
）
有
賀
鐵
太
郎
『
象
徴
的
神
学
』
全
国
書
房
、
昭
和
二
十
一
年
。

　（28
）
『
有
賀
鐵
太
郎
著
作
集
』
三
巻
、
創
文
社
、
昭
和
五
十
六
年
、
六
八
│
六
九
頁
。

　（29
）
同
、
六
九
頁
。

　（30
）
同
。

　（31
）
同
。

　（32
）
同
。

　（33
）
後
掲
『
宗
教
革
命
の
論
理
』
で
も
北
森
の
言
う
「
神
の
痛
み
」
に
つ
い
て
説

き
及
び
（『
関
根
正
雄
著
作
集
』
二
巻
、
新
地
書
房
、
一
九
八
一
年
、
二
九
二
│

二
九
四
頁
）、
そ
の
言
及
に
基
づ
い
て
、
関
根
は
北
森
と
紙
上
対
論
・
対
談
も
行

っ
て
い
る
（
無
教
会
史
研
究
会
編
『
対
論
│
教
会
と
無
教
会
』
新
教
出
版
社
、

一
九
九
五
年
）。
当
時
の
関
根
は
北
森
を
か
な
り
意
識
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
両

者
の
課
題
意
識
の
近
さ
を
物
語
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　（34
）
関
根
正
雄
『
宗
教
革
命
の
論
理
│
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
的
基
礎
』
弘

文
堂
、
昭
和
二
十
四
年
。

　（35
）
関
根
正
雄
「
世
俗
性
の
問
題
」
前
掲
『
宗
教
革
命
の
論
理
』
一
七
三
頁
。

　（36
）
同
。

　（37
）
関
根
正
雄
『
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
』
弘
文
堂
、
昭
和
二
十
四
年
。


