
台
湾
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
宗
教
意
識
に

関
す
る
一
考
察
（
三
）
―
現
地
調
査
に
お
け
る
現
状
と
課
題
― 

安
部 

力 

  
 
 
 
 
 

は
じ
め
に 

 

本
稿
は
、
前
二
稿
(1)
に
続
い
て
、
現
代
の
台
湾
（
中
華
民
国
）
の
人
々
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
・

キ
リ
ス
ト
教
信
者
（
以
下
「
天
主
教
徒
」
と
す
る
）
の
持
つ
「
宗
教
意
識
」
を
探
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
行
っ
た
、
現
地
調
査
の
総
括
及
び
今
後
の
課
題
に
関
す
る
報
告
で
あ
る
。 

ま
ず
、
前
稿
作
成
以
降
に
行
っ
た
現
地
調
査
で
得
た
新
し
い
知
見
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に

本
テ
ー
マ
に
関
し
て
行
っ
た
現
地
調
査
と
比
較
・
関
連
づ
け
な
が
ら
紹
介
し
た
い
。 

 

 
 
 
 
 
 

一
、「
本
地
化
」
の
状
況
に
つ
い
て
(2) 

 

２
０
１
０
年
８
月
と
２
０
１
１
年
３
月
に
行
っ
た
現
地
調
査
で
は
台
北
市
内
の
天
主
教
系
教

堂
を
中
心
に
訪
問
し
、台
北
市
内
の
天
主
教
徒
の
実
情
に
つ
い
て
伺
っ
た
。（
文
章
中
に
出
て
く

る
各
天
主
堂
に
振
ら
れ
て
い
る
番
号
は
本
文
注
末
に
掲
げ
て
い
る
、
訪
問
し
た
各
天
主
堂
（
教

会
）
の
番
号
に
対
応
し
て
い
る
。） 

 

ま
ず
右
下
の
写
真
上
は
台
北
市
通
化
街
に
あ
る
「
12
聖
玫
瑰
堂
」
に
付
設
さ
れ
て
い
る
信
光

幼
稚
園
で
あ
る
が
、
こ
の
教
会
の
謝
又
雪
女
史
（
天
主
教
徒
）
に
話
を
伺
え
た
。「
こ
の
教
会
に

集
ま
る
信
者
は
３
０
０
人
ほ
ど
で
、
幼
稚
園
児
は
１
５
０
人
い
る
が
、
そ
の
中
の
天
主
教
徒
は

１
０
人
に
満
た
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
台
北
市
が
属
す
台
北
総
教
区
全
体
で
は
８
万
６

千
人
ほ
ど
の
信
者
が
い
る
が
(3)
、
調
査
で
訪
れ
た
教
会
付
設
の
幼
稚
園
で
信
者
の
子
供
ば
か
り

（
も
し
く
は
子
供
が
洗
礼
を
受
け
る
な
ど
し
て
信
者
で
あ
る
）、と
い
う
幼
稚
園
は
多
く
な
か
っ

た
(4)
。
こ
の
天
主
堂
を
訪
問
し
て
目
に
つ
い
た
の
は
、
右
下
の
写
真
下
に
あ
る
「
掲
示
板
」
で

あ
る
。
一
見
、
普
通
の
信
者
向
け
掲
示
板
の
よ
う
で
あ
る
が
、
屋
根
が
「
中
華
風
」
の
造
り
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
単
純
に
「
建
築
者
の
好
み
」
で
あ
る
と
片
付
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

が
、
そ
れ
故
に
「
意
識
」
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
。
天
主
堂
の
造
り
と
比
較
す
る
と
唐
突

な
印
象
は
否
め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
例
は
今
回
の
訪
問
調
査
に
お
い
て
い
く
つ
も
見
ら
れ
た
。 

 
 
 
 

 
 

 

例
え
ば
、
左
の
写
真
上
は
台
湾
の
「
天
主
教
研
究
」
の
中
心
で
あ
る
輔
仁
大
学
構
内
に
あ
る

「
マ
リ
ア
を
祀
っ
た
建
物
」
で
あ
る
が
、
そ
の
屋
根
（
造
り
）
は
や
は
り
「
中
華
風
」
で
あ
る

し
、
左
の
写
真
下
の
「
台
北
総
主
教
公
署
（
台
北
地
区
の
総
主
教
が
教
会
事
務
を
行
う
場
所
）
」
の

屋
根
も
ま
た
同
じ
造
り
で
あ
る
。
特
に
「
総
主
教
公
署
」
の
屋
根
は
こ
の
よ
う
な
形
状
で
あ
る
必
要

は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
台
湾
」
を
意
識
し
て
造
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 

 

 
こ
の
よ
う
な
「
建
築
物
」
そ
の
も
の
以
外
に
、
教
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
像
や
マ

リ
ア
像
を
祀
る
「
祭
壇
」
等
に
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
次
頁
の
写
真
は
そ
れ
ぞ
れ
上
が

「
５
聖
女
小
德
蘭
朝
聖
地
」
の
教
堂
内
に
あ
る
聖
母
子
像
の
祭
壇
で
あ
り
、
下
が
「
19
聖
道
明

堂
」
の
教
堂
内
に
あ
る
イ
エ
ス
像
の
祭
壇
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
も
「
中
華
風
」
の
屋
根
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、
台
湾
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

12聖玫瑰堂付設信光

幼稚園入り口 

同天主堂入り口横掲示板 

51輔仁大学構内 

33台北総主教公署 
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（
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
(5)
）
が
「
本
地
化
」
も
し
く
は
「
習
合
」
の
傾
向
を
見
せ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
こ
れ
ら
は
「
見
か
け
上
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
聖
女
小
德

蘭
朝
聖
地
教
堂
の
門
柱
に
は
左
の
写
真
上
の
よ
う
な
「
図
像
」
も
貼
ら
れ
て
い
た
。 

 
 

 
 

こ
の
右
の
写
真
上
の
図
像
が
「
天
使
」
で
あ
る
こ
と
（
教
会
に
貼
ら
れ
て
い
る
翼
の
あ
る
絵
）

は
理
解
し
や
す
い
が
、
ミ
カ
エ
ル
な
の
か
ガ
ブ
リ
エ
ル
な
の
か
等
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
書

か
れ
て
い
る
文
字
か
ら
「
護
符
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
で
あ
る
可
能

性
は
高
い
。
そ
れ
は
「
25
永
春
天
主
堂
」
に
は
右
の
写
真
下
の
よ
う
な
「
護
符
」
が
貼
ら
れ
て

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
右
下
の
図
像
は
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
の
イ
コ
ン
に
由
来
し
た
絵
で
あ
る
た

め
、
こ
の
よ
う
な
図
像
が
「
キ
リ
ス
ト
教
の
ミ
カ
エ
ル
を
描
い
た
護
符
で
あ
る
」
こ
と
は
容
易

に
看
取
で
き
る
が
、
右
上
の
よ
う
に
「
中
華
風
」
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
る
と
、
一
見
し
て
「
何
を

描
い
た
護
符
」
な
の
か
理
解
し
に
く
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
右
上
の
よ
う
な
ア
レ
ン
ジ
を
産
む

土
壌
が
台
湾
に
あ
る
こ
と
の
一
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
図
像
」
に
関
す
る
「
本
地
化
」（
中
華
風
ア
レ
ン
ジ
）
や
、
そ
れ
が
台
湾
で
信

仰
さ
れ
て
い
る
「
媽
祖
」
や
「
註
生
娘
娘
」
な
ど
と
習
合
す
る
印
象
を
与
え
る
例
に
つ
い
て
は
、

既
に
「
前
稿
（
二
）」
で
言
及
し
た
。
そ
れ
ら
に
今
回
得
た
知
見
を
加
え
て
お
き
た
い
。 

 

「
27
聖
母
升
天
堂
」
を
訪
問
し
た
際
、
教
堂
の
神
父
さ
ん
に
、
道
路
を
挟
ん
で
向
か
い
に
あ

る
文
徳
女
子
高
級
中
学
を
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
学
校
は
元
々
「
天
主
教
耶
穌
聖
嬰
方
済
修
女
会

（F
ra

n
cisca

n
 S

iste
rs o

f th
e
 H

o
ly

 In
fa

n
t J

e
su

s

）」
が
創
建
し
た
も
の
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク

の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
系
の
学
校
で
あ
る
。こ
こ
で
は
程
淑
貞
校
長
先
生
に
学
校
の
来
歴
や
状
況
、

そ
し
て
現
在
の
台
湾
に
お
け
る
天
主
教
徒
に
つ
い
て
話
を
伺
え
た
。
こ
の
学
校
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
が
、
私
が
台
湾
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
見
ら
れ
る
マ
リ
ア
像
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
左

の
写
真
上
の
よ
う
な
マ
リ
ア
像
を
見
せ
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
リ
ア
像
が
、
一
般
的
に

我
々
が
目
に
す
る
こ
と
の
多
い
マ
リ
ア
像
で
あ
り
、
そ
れ
は
左
の
写
真
下
（
21
聖
若
望
鮑
思
高

（
ヨ
ハ
ン
・
ボ
ス
コ
）
堂
）
に
も
あ
る
よ
う
な
「
純
粋
に
西
洋
風
」
の
マ
リ
ア
像
で
あ
る
。 

 
 
 

 

 

こ
れ
ら
の
よ
う
な
聖
母
子
像
や
マ
リ
ア
像
ば
か
り
で
あ
れ
ば
、
私
の
関
心
も
こ
こ
で
断
念
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
で
は
左
の
写
真
の
よ
う
な
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が 

 
 

５聖女小德蘭朝聖地教堂内 

19聖道明堂教堂内 

５聖女小德蘭朝聖地教堂門柱 

25永春天主堂門柱 

27文徳女子高級中学のマリア像 

21聖若望鮑思高堂内の聖母子像 

 

 

聖保禄孝女会付設上智文化事業文物

供應社で「土産物」として売られて

いた木製のマリア像とヨセフ像 
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で
き
た
。
こ
の
二
つ
の
像
は
お
土
産
品
で
あ
る
が
、
売
ら
れ
て
い
る
場
所
が
「
聖
保
禄
孝
女
会

付
設
上
智
文
化
事
業
文
物
供
應
社
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
関
係
物
品
の
販
売
所
で
な
け
れ
ば
、

す
ぐ
に
「
マ
リ
ア
と
ヨ
セ
フ
」
と
は
気
付
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
マ
リ
ア
像
は
「
合
掌
し
て

お
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
女
性
の
像
」と
い
う
認
識
を
出
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
れ
が
、

前
頁
の
「
27
文
徳
女
子
高
級
中
学
」
で
見
せ
て
頂
い
た
マ
リ
ア
像
（
特
に
向
か
っ
て
右
側
の
マ
リ

ア
像
）
と
同
じ
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
を
連
想
す
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
け
れ
ば
難
し

い
よ
う
に
思
う
が
、
そ
れ
ほ
ど
ア
レ
ン
ジ
が
進
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
更
に
こ
の
木
製
の
お
土

産
品
シ
リ
ー
ズ
に
は
左
の
写
真
の
よ
う
な
「
聖
母
子
像
」
も
あ
る
。 

 

 

こ
れ
も
同
じ
く
聖
保
禄
孝
女
会
文
物
供
應
社
で
売
ら
れ
て
い
た
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
台
湾

で
言
う
所
の
道
教
系
の
神
で
あ
る
「
註
生
娘
娘
」
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
（
左
の
写
真
）。 

 
 

 

こ
の
よ
う
な
中
華
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
聖
母
子
像
は
「
お
土
産
」
に
限
ら
ず
、
台
南
市
の

「
53
中
華
聖
母
主
教
座
堂
」
に
も
実
際
に
左
の
写
真
の
よ
う
な
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
(6)
。 

 

 

こ
の
３
枚
の
写
真
を
見
る
限
り
、
や
は
り
台
湾
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
図
像
が
台
湾
風
に

ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
聖
母
子
像
」
は
天
主
教
徒
向

け
の
お
土
産
に
限
ら
ず
、
一
般
向
け
の
左
の
写
真
の
よ
う
な
玩
具
に
も
見
ら
れ
る
。 

 
 
 
 
 

 

 

こ
の
よ
う
に
、
こ
と
「
聖
母
子
像
」
に
関
し
て
は
現
在
の
台
湾
で
は
非
常
に
「
本
地
化
」
さ

れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
(7)
。 

 

以
上
が
「
聖
マ
リ
ア
像
」
及
び
「
聖
母
子
像
」
に
関
し
て
今
回
の
現
地
調
査
で
得
た
知
見
で

あ
る
。
前
稿
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
宗
教
が
「
根
付
い
て
い
く
（
伸
張
す
る
）」
過
程
で

見
ら
れ
る
状
況
が
、
現
在
の
台
湾
で
意
識
す
る
・
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
進
行
し
て
い
る
こ
と

は
看
取
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
「
天
主
教
徒
の
意
識
を
表
す
も
の
」
と
す
る
に
は
拙

速
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
「
外
来
の
宗
教
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
た
め
に
必
要
な
過
程
」

を
示
す
物
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
外
に
、
今
回
の
訪
問
調
査
で
は

次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
っ
た
の
で
、
考
察
を
交
え
て
紹
介
し
た
い
。 

 

二
、
天
主
教
（
施
設
）
関
係
者
の
意
識 

  

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
事
例
は
、
先
に
も
紹
介
し
た
「
文
徳
女
子
高
級
中
学
」
で
あ
る
。
こ
の
学

校
を
訪
問
し
た
の
は
全
く
の
偶
然
で
あ
り
、
「
27
聖
母
升
天
堂
」
の
神
父
さ
ん
に
紹
介
さ
れ
な
け

れ
ば
興
味
を
示
す
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
27
聖
母
升
天
堂
」
の
全
景
写
真
を
撮
る
た

め
に
こ
の
学
校
の
門
前
を
右
往
左
往
は
し
て
い
た
が
、
興
味
を
惹
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
何
よ

り
「
天
主
教
系
の
学
校
」
と
は
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
、
こ
の
学
校
が
「
文
徳
」

と
い
う
名
前
の
学
校
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
聖
母
升
天
堂
の
隣
に
は
「
方
済
中
学
」
が
あ

る
が
、
こ
れ
が
一
見
し
て
「
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
系
の
学
校
」
で
あ
る
こ
と
は
、
天
主
教
の
研
究

者
で
あ
れ
ば
察
し
は
つ
く
。
し
か
し
「
文
徳
」
と
聞
い
て
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
と
即
座
に
繋
が

る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
よ
う
に
思
う
。
無
論
私
の
不
勉
強
に
よ
る
点
も
大
き
い
が
、
台
湾
の

土産物として売ら

れていた木製の聖

母子像 

台北市の道教廟で

ある保安宮の註生

娘娘像 

53台南市中華聖母主

教座堂の庭内に建つ

聖母子像 

「Ｑ版聖像系列」の中

華聖母子 

 

Ｑ版聖像系列のパンフ

レット 
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学
校
名
が
、
よ
く
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
面
し
て
い
る
通
り
の
名
前
か
ら
採
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
（
左
の
写
真
上
）」
と
推
測
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
し
、
建
物
自
体
に
も
あ
ま
り
「
キ

リ
ス
ト
教
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
左
の
写
真
下
）。 

 
 
 
 

 
 

 

こ
の
よ
う
な
認
識
で
あ
っ
た
た
め
、
神
父
に
紹
介
頂
い
た
時
に
は
、
自
分
の
不
明
を
恥
じ
る

一
方
で
、
名
前
の
由
来
を
是
非
聞
い
て
み
た
い
と
い
う
興
味
を
持
つ
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の
学

校
で
は
、
先
述
の
通
り
程
淑
貞
校
長
先
生
に
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
の
校
名
の

由
来
を
尋
ね
て
み
た
。
以
下
は
そ
の
内
容
で
あ
る
。 

 

「
元
々
、
こ
の
学
校
は
１
９
６
６
年
に
天
主
教
耶
穌
聖
嬰
方
済
（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
）
修
女
会

に
よ
っ
て
、「
方
済
中
学
女
子
部
」
と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
１
９
６
９
年
に
「
高

中
部
（
高
校
に
あ
た
る
）」
を
加
え
、
１
９
７
１
年
に
校
名
を
「
文
徳
女
子
高
級
中
学
校
」
と

し
ま
し
た
。
校
名
は
聖
ボ
ナ
ベ
ン
チ
ュ
ラ
（B

o
n

a
v
e
n

tu
ra

）
か
ら
頂
き
、
「
文
徳
」
と
し

ま
し
た
。
校
訓
は
「
宣
文
崇
徳
、
效
賢
仰
聖
、
品
徳
第
一
、
學
業
為
重
」
と
し
て
い
ま
す
。

学
生
数
は
約
１
２
０
０
名
で
す
が
、そ
の
う
ち
天
主
教
徒
で
あ
る
学
生
は
２
０
名
ほ
ど
で
す
。

教
員
も
半
分
は
信
者
で
す
が
、
も
う
半
分
は
本
校
の
教
育
理
念
に
賛
同
し
た
人
々
で
す
。」 

こ
の
話
を
伺
っ
た
際
、
ま
ず
思
っ
た
の
は
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
学
校
と
似
た
状
況
だ
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
学
生
が
信
者
で
あ
る
割
合
は
よ
り
少
な
い
が
、
教
員
も
信
者
で

あ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
の
時
点
で
は
「
文
徳
」
が
聖
ボ
ナ
ベ
ン
チ
ュ
ラ
か
ら
来
て
い
た
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
大
変
失
礼
且
つ
恥
ず
か
し
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
以
上
、
校
名
に
つ
い

て
尋
ね
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
調
べ
て
み
た
事
か
ら
、
い
く
つ
か
の
疑
問

が
生
じ
た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
現
在
の
「
台
湾
天
主
教
手
冊
」（
２
０
１
０
年
）
で
は
こ
の
文
徳

女
子
高
級
中
学
校
は
英
名
が
「S

t.F
ra

n
cis G

irls’ H
ig

h
 S

ch
o
o
l

」
と
な
っ
て
お
り
、
創
設
当

初
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
手
冊
」
の
方
の
ミ
ス
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、「
文
徳
」
と
聖

ボ
ナ
ベ
ン
チ
ュ
ラ
と
の
つ
な
が
り
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
聖
ボ
ナ
ベ
ン
チ
ュ
ラ
は
ト
マ

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
並
ぶ
中
世
ス
コ
ラ
学
の
代
表
的
神
学
者
で
あ
り
、「
熾
天
使
的
博
士
」
と
も

呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
総
会
長
を
も
務
め
た
人
物
で
あ
る
(8)
。
こ
の
来
歴
か
ら
す
れ
ば
、

元
々
「
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
」
が
創
設
し
た
学
校
の
名
前
に
そ
の
ボ
ナ
ベ
ン
チ
ュ
ラ
の
名
前
を
冠

す
る
こ
と
は
違
和
感
が
な
い
。
し
か
し
、
本
来
、
ボ
ナ
ベ
ン
チ
ュ
ラ
を
「
漢
字
表
記
」
す
る
際

に
は
「
波
拿
文
都
拉
」
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
(9)
。
こ
の
「
訳
名
」
と
「
文
徳
」

を
比
較
す
る
と
「
文
都
」
の
部
分
を
採
っ
て
「
文
徳
」
と
し
た
可
能
性
は
あ
る
し
、「
ボ
ナ
ベ
ン

チ
ュ
ラ
」
を
略
称
す
る
場
合
に
「
文
徳
」
と
台
湾
で
言
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
当
時
真
相
を
尋
ね
る
ま
で
に
到
ら
な
か
っ
た
た
め
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
何
故
「
文
徳
」
と
い
う
名
前
に
変
更
し
た
の
か
。
現
段
階
で
の
推
測
が
許
さ

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。 

 

「
天
主
教
会
系
の
学
校
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、「
方
済
」
と
い
う
校
名
を

残
す
方
が
、
台
湾
に
お
い
て
も
「
方
済
会
系
」
の
天
主
堂
も
多
い
た
め
、
知
名
度
は
高
い
は
ず

で
あ
る
。
事
実
、
向
か
い
に
あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
系
の
男
子
校
は
「
方
済
中
学
」
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
一
方
で
「
門
戸
を
広
く
開
放
す
る
」
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
よ
り
一
般
的

な
校
名
を
考
え
た
方
が
良
い
。
簡
単
に
言
え
ば
「
良
い
言
葉
・
文
字
」
を
使
っ
た
校
名
で
あ
る
。

そ
こ
で
通
り
の
名
前
に
も
あ
る
「
文
徳
」
に
着
目
し
た
。
こ
れ
は
校
訓
で
も
あ
る
「
宣
文
崇
徳
」

（
左
の
写
真
上
）
と
も
合
致
す
る
上
、
場
所
も
「
文
徳
路
」
と
覚
え
や
す
い
。
そ
し
て
「
ボ
ナ

ベ
ン
チ
ュ
ラ
」
の
訳
名
で
あ
る
「
波
拿
文
都
拉
」
に
結
び
つ
け
易
く
も
あ
る
。」 

 

こ
の
よ
う
な
見
方
が
か
な
り
穿
っ
て
い
る
こ
と
は
自
覚
し
て
い
る
が
、
私
自
身
ど
う
し
て
も

「
文
徳
」
と
「
ボ
ナ
ベ
ン
チ
ュ
ラ
」
が
結
び
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
文
徳
女

子
高
級
中
学
校
構
内
に
あ
る
「
聖
ボ
ナ
ベ
ン
チ
ュ
ラ
」
の
像
（
左
の
写
真
下
）
を
見
て
も
そ
の

訳
名
と
の
つ
な
が
り
が
し
っ
く
り
来
な
か
っ
た
。 

 
 
 

 

し
か
し
見
方
を
変
え
て
、
こ
れ
が
台
湾
に
お
け
る
天
主
教
系
の
学
校
が
、
一
般
の
台
湾
の
人
々

文徳女子高級中学校の門前にある通

りの名前を示す交通標識 

文徳女子高級中学校の校舎 

校内にある聖文徳の像 

「宣文崇徳」の校訓を示す門

柱。左奥に見える十字架のあ

る建物が 27 聖母升天堂 
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に
向
け
て
学
校
を
記
憶
し
て
も
ら
う
た
め
の
「
配
慮
・
工
夫
」
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
こ
の

「
文
徳
」
と
い
う
名
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
に
な
る
。
そ
れ
は
「
西
洋
」
の
も
の
で
あ
る
天

主
教
を
台
湾
の
「
漢
字
文
化
」
に
翻
訳
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
浸
透
」
を
図
る
、
と
い
う

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
本
地
化
」
の
一
例
と
捉
え
直
す
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。「
聖
波
拿

文
都
拉
女
子
学
校
」で
は
恐
ら
く
良
い
意
味
で
記
憶
に
は
残
り
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
よ
り
は
「
文
徳
路
」
に
あ
る
「
宣
文
崇
徳
」
が
校
訓
の
「
文
徳
女
子
学
校
」、
と
い
う
印
象

の
方
が
記
憶
に
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、「
文
徳
」

に
校
名
を
変
更
す
る
際
に
「
ボ
ナ
ベ
ン
チ
ュ
ラ
」
と
結
び
つ
け
る
苦
心
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
な
様
々
な
天
主
教
の「
現
地
へ
の
浸
透（
本
地
化
）」の
努
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

次
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。
そ
れ
は
天
主
教
系
の
幼
稚

園
を
管
理
す
る
園
長
さ
ん
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
９
聖
三
堂
付
設
幼
稚
園
」
を
訪
問
し
た
際
、

園
長
で
あ
る
王
尹
盈
さ
ん
に
伺
っ
た
お
話
で
あ
る
。
天
主
教
徒
で
は
な
い
が
、「
天
主
教
」
の
幼

稚
園
で
園
長
を
務
め
る
一
台
湾
人
の
「
宗
教
意
識
」
を
表
す
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
し
て
示
唆
に
富

む
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。 

「
聖
三
堂
（
幼
稚
園
）
で
は
、
信
・
望
・
愛
の
三
つ
の
徳
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
い
ま
す
。
３

月
１
１
日
の
東
日
本
大
震
災
の
際
に
は
、
園
児
も
募
金
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
元
々
、
こ
の

教
会
は
５
０
年
ほ
ど
前
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
神
父
さ
ん
が
布
教
を
目
的
に
台
北
へ
や
っ
て
き
て
、

教
会
建
設
用
の
土
地
を
購
入
す
る
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
で
募
金
を
し
、建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

現
在
、
平
日
は
朝
７
時
半
か
ら
ミ
サ
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
高
齢
の
信
者
さ
ん
が
１
０
人
程

お
見
え
に
な
り
ま
す
。
幼
稚
園
児
は
全
部
で
１
３
０
人
ほ
ど
居
ま
す
が
、
天
主
教
信
者
は
４

人
で
す
。
幼
稚
園
の
授
業
の
一
環
と
し
て
天
主
教
の
教
理
を
教
え
る
時
間
が
あ
り
ま
す
が
、

入
信
を
強
制
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
教
理
を
「
理
解
」
し
た
上
で
「
自
分
で
信
仰
を
選
ぶ
」
こ

と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
私
（
園
長
先
生
）
自
身
は
、
仏
教
徒
で
す
し
、
１
６
才
の
頃
、
こ

の
幼
稚
園
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
今
に
到
っ
て
い
ま
す
が
、

仏
教
徒
だ
か
ら
と
言
っ
て
何
か
の
不
利
益
を
蒙
っ
た
り
嫌
な
思
い
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
入
信
を
奨
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
両
親
が
生
き
て
い
る

間
は
改
宗
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
両
親
は
本
省
人
（
注
…
一
般
的
に
１
９
４
５
年
に

中
華
民
国
が
復
帰
す
る
以
前
か
ら
台
湾
に
居
住
し
て
い
た
人
々
を
指
す
。
福
建
省
出
身
の

人
々
が
多
い
）
で
す
の
で
、
仏
教
と
媽
祖
を
信
仰
し
て
い
ま
す
（
注
…
元
々
媽
祖
は
「
道
教
」

の
神
で
あ
る
が
、
台
湾
で
は
共
存
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
）。
台
湾
で
の
天
主
教
は
外
来

宗
教
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
少
数
派
で
す
。
台
湾
に
は
や
は
り
台
湾
の
宗
教
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
が
長
年
付
き
合
っ
て
き
た
天
主
教
信
者
の
方
々
の
う
ち
、
特
に
高
齢
の
方
々
に

も
大
変
な
人
格
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、天
主
教
の
教
え
に
よ
っ
て
も「
良
き
人（「
好

人
」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
）」
は
育
成
さ
れ
る
の
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
普
遍
的
な
倫
理

性
と
い
う
点
で
は
ど
ち
ら
の
宗
教
に
よ
っ
て
も
問
題
は
無
く
（「
都
没
有
問
題
」）、「
実
践
の

上
で
良
き
人
」
で
あ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ

れ
の
宗
教
が
持
つ
倫
理
の
基
礎
・
出
発
点
は
違
い
ま
す
が
、「
精
神
的
な
拠
り
所
」
を
決
め
る

の
は
「
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
」
と
い
う
部
分
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、「
台
湾
人
」
と
し
て

は
祖
先
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
「（
自
分
の
）
根
」
を
考
え
る
た
め
に
「（
親
へ
の
）
孝
行
」

は
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
天
主
教
徒
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
、「
親

（
の
恩
）」
は
い
つ
も
心
に
持
っ
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
か
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
台
北
市
内
に
は
多
く
の
教
会
が
あ
り
な
が
ら
、
神
父
の
な
り
手
が
い
ま
せ
ん
。
仏
教
で

も
状
況
は
同
じ
よ
う
で
、
そ
れ
は
「
妻
帯
」
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
に
「
子
供
」
が
持
て

ず
、「
親
か
ら
子
供
へ
繋
が
る
根
」
が
切
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
難

し
い
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。」（
内
容
は
筆
者
が
適
宜
要
約
し
て
あ
る
。） 

こ
こ
で
は
、
天
主
教
は
外
来
の
宗
教
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
良
き
人
（
台
湾
人
）」
を
形
成
す
る

上
で
有
益
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
台
湾
の
「
宗
教
的
寛
容
」
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
歴
史
が
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
現
段
階
で
可
能
な

「
個
人
」
の
姿
勢
と
し
て
は
見
る
べ
き
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
台
湾
で
は
こ
の
よ

う
な
「
宗
教
的
寛
容
」
や
「
宗
教
間
対
話
」
の
書
籍
も
多
く
、「
融
和
的
」
傾
向
を
強
く
感
じ
る

(10)
。
そ
れ
故
、「
本
地
化
」
傾
向
を
感
じ
る
こ
と
も
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
無
論
そ
れ
だ
け
で
は

乗
り
越
え
ら
れ
な
い
問
題
が
大
き
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
参
考
資
料
と
し
て
訳
出
し

た
『
教
友
問
答
手
冊 

天
主
教
的
祖
先
崇
敬
』
に
事
細
か
に
「
異
宗
教
へ
の
対
応
」
が
説
明
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
看
取
で
き
、
そ
れ
故
、
園
長
先
生
も
「
親
へ
の
孝
行
」
に
言
及
さ
れ
て
、

そ
の
「
表
れ
」
と
し
て
の
儀
礼
（
一
端
と
し
て
の
「
葬
礼
」）
の
意
義
も
問
わ
れ
て
く
る
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
実
践
」
面
だ
け
で
な
く
、
教
義
的
な
垣
根
は
よ
り
根
が
深
く
解
決
困
難

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
垣
根
を
ど
う
や
っ
て
取
り
除
き
超
え
て
い
く
の
か
。
こ
の
点
で
、
台
湾

に
お
け
る
「
宗
教
的
寛
容
」
が
真
の
意
味
で
今
後
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
我
々
自
身

が
問
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
実
践
」
を
重
ん
じ
て
「
共
通
性
（
普
遍
性
）」
を
見

出
し
て
い
く
の
か
、「
原
理
原
則
」（
神
学
的
・
教
理
的
に
超
え
ら
れ
な
い
壁
）
を
残
し
た
ま
ま

新
し
い
解
決
方
法
を
見
出
し
て
い
く
の
か
。 
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現
代
の
台
湾
に
お
け
る
「
宗
教
的
寛
容
」
に
見
ら
れ
る
特
徴
は
、
歴
史
的
に
東
ア
ジ
ア
が
抱

え
て
き
た
「
文
化
的
衝
突
」
へ
の
重
要
な
試
金
石
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
筆
者
の
関
心
と
し
て

あ
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
所
謂
「
典
礼
問
題
」
の
根
本
的
課
題
と
そ
の
解
決
も
現
代
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
証
左
で
あ
る
と
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

以
上
、
本
テ
ー
マ
に
関
す
る
現
地
調
査
で
得
た
知
見
を
紹
介
し
て
き
た
が
、「
本
地
化
」
が
進

む
現
状
を
素
描
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
台
湾
に
と
っ
て
、
ひ
い
て
は
「
東
ア
ジ
ア
地

域
」
に
お
け
る
天
主
教
と
は
ど
の
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
す
べ
き
な
の
か
。

明
末
に
東
ア
ジ
ア
に
到
来
し
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
達
が
目
指
し
た
も
の
。
そ
れ
は
恐
ら
く
現

在
ま
で
、
そ
し
て
今
後
も
「
東
洋
と
西
洋
」
と
い
う
括
り
で
見
る
場
合
の
一
つ
の
大
き
な
問
題

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
元
々
は
「
典
礼
問
題
」
に
よ
っ
て
解
決
を
見
な
か
っ
た
、
言
い
換
え
れ
ば

先
送
り
さ
れ
た
問
題
を
考
え
る
た
め
に
始
め
た
調
査
で
あ
っ
た
が
、
調
査
者
自
身
も
、
キ
リ
ス

ト
教
の
状
況
そ
の
も
の
も
未
だ
途
上
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
私
な
り

で
は
あ
る
が
「
現
在
の
過
程
」
を
記
録
し
、
考
察
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
解

決
策
や
解
答
を
明
示
で
き
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
今
後
も
そ
れ
を
見
据
え
て
調
査
・
考

察
を
続
け
て
い
き
た
い
。 

  

《
注
》 

(1)
本
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
拙
稿
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
台
湾
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ

ス
ト
教
信
者
の
宗
教
意
識
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
―
祖
先
祭
祀
を
め
ぐ
る
問
題
―
」（『
北
九

州
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』 

第
４
１
号 

平
成
２
０
年
）、「
台
湾
に
お
け
る
カ
ト
リ

ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
宗
教
意
識
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）
―
「
天
后
聖
母
」
に
つ
い
て

―
」（『
北
九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』 

第
４
２
号 

平
成
２
１
年
）。 

(2)
「
本
地
化
」
と
は
中
国
や
台
湾
等
「
東
ア
ジ
ア
」
の
キ
リ
ス
ト
教
を
語
る
際
、「
土
着
化
」「
本

色
化
」
と
も
呼
ば
れ
る
、
「
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
れ
を
受
容
す
る
民
族
と
し
て
の
個
性
を
も
つ
こ

と
」「
そ
の
民
族
の
文
化
。
社
会
の
中
に
根
を
下
ろ
す
こ
と
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
（
山
本
澄
子

『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
』
山
川
出
版
社
、
２
０
０
６
年
、
４
頁
）。
こ
こ
で
は
「
台
湾
の
風

俗
や
習
慣
を
反
映
し
た
特
徴
を
持
つ
（
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
）
も
の
」
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。 

(3)
２
０
０
９
年
の
集
計
に
よ
れ
ば
、
台
北
総
教
区
（
台
北
市
・
基
隆
市
・
台
北
縣
・
宜
蘭
縣
）

の
信
者
数
は
８
万
６
１
２
５
人
で
あ
り
、
台
湾
全
体
で
は
２
９
万
９
９
３
８
人
と
な
っ
て
い
る

（「
２
０
０
９
年
台
湾
地
区
天
主
教
会
教
務
統
計
表
」『
台
彎
天
主
教
手
冊
』
台
彎
地
区
主
教
團

秘
書
處
編
譯
、
天
主
教
教
務
協
進
會
出
版
社
、
２
０
１
０
年
２
月
）。（
但
し
、「
内
政
統
計
年
報

２
０
０
９
年
」
で
は
天
主
教
徒
は
「
１
７
万
７
６
４
１
」
と
な
っ
て
い
る
。） 

(4)
た
だ
し
、
「
１
聖
母
無
原
罪
主
教
座
堂
」
を
訪
問
し
た
際
は
、
天
主
堂
内
を
参
観
す
る
の
に

「
信
者
で
あ
る
か
ど
う
か
」
を
尋
ね
ら
れ
、
付
設
の
幼
稚
園
の
園
児
達
も
多
く
が
「
信
者
で
あ

る
」
と
伺
っ
た
。
現
在
の
台
湾
で
、
台
湾
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
契
機
で
「
入
信
」
し
て
い
く

の
か
、
そ
の
要
因
を
探
る
一
環
と
し
て
、
教
会
付
設
の
幼
稚
園
で
の
教
育
や
幼
稚
園
児
に
占
め

る
信
者
の
数
、
天
主
教
会
系
の
幼
稚
園
に
子
供
を
預
け
る
理
由
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、「
台
湾
の
人
々
の
宗
教
意
識
」
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
が
、
非
常
に
デ
リ

ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
た
め
、
信
頼
関
係
の
構
築
等
、
入
念
な
準
備
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

(5)
台
湾
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
調
査
す
る
過
程
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
（
特
に
長
老
教
会
系
）

の
教
会
を
訪
問
し
た
こ
と
も
あ
る
。「
信
者
」の
方
々
の
対
応
は
ほ
ぼ
カ
ト
リ
ッ
ク
と
同
じ
で
あ

っ
た
が
、
教
会
内
お
い
て
「
イ
エ
ス
像
」
や
「
マ
リ
ア
像
」
は
な
く
、「
図
像
」
に
関
し
て
は
ま

っ
た
く
「
本
地
化
」
の
傾
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
多
く
が
「
聖

書
の
み
」
を
基
本
方
針
と
し
、「
図
像
」
を
「
偶
像
」
と
し
て
排
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
一
方
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
そ
の
伸
張
過
程
に
お
い
て
様
々
な
習
合
を
繰
り
返
し
て
来

た
こ
と
は
既
に
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、
霜
田
美
樹
雄
著
『
新
装
版 

キ
リ
ス
ト

教
は
如
何
に
し
て
ロ
ー
マ
に
広
ま
っ
た
か
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
１
９
９
７
年
）
で
は
、
キ

リ
ス
ト
教
が
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
ロ
ー
マ
に
達
し
、
更
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域

に
伸
張
す
る
際
に
、
様
々
な
土
着
の
信
仰
を
包
摂
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）。 

(6)
こ
の
聖
母
子
像
に
つ
い
て
は
注
１
所
掲
の
拙
稿
（
二
）
で
触
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
聖
母
子
の
図
像
に
つ
い
て
も
前
稿
（
二
）
の
『
中
華
聖
母
敬
禮
史
話
』
を
取
り
上
げ
た

際
に
触
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。 

(7) 

本
稿
は
台
湾
に
お
け
る
「
本
地
化
」
が
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
例
え
ば
香
港
で
出
版
さ
れ
た

書
籍
に
は
次
頁
の
写
真
の
よ
う
な
表
紙
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
み
れ
ば
、
香
港

と
台
湾
の
状
況
は
近
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
他
、
各
地
域
の
特
色
を
反
映
し
た
聖
母
子
の
図

像
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ナ
ザ
レ
に
あ
る
「
受
胎
告
知
教
会
」
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

（h
ttp

://4
tra

v
e
l.jp

/o
v
e
rse

a
s/a

re
a
/m

id
d

le
_
e
a
st/isra

e
l/th

e
_
o
th

e
r_

citie
s_

o
f_

isra
e
l/

tra
v
e
lo

g
u

e
/1

0
0
4
3
9
0
2
/

） 
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(8)
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
４
巻
、
学
校
法
人
上
智
学
院
著
、
研
究
社
、
２
０
０
９
年
、

６
８
３
頁
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
」） 

(9)
『
基
督
教
詞
典
』
（
基
督
教
詞
典
編
写
組
編
、
北
京
語
言
学
院
出
版
社
、
１
９
９
４
年
、
７

１
２
頁
「
外
文
譯
名
対
照
表
」）
た
だ
し
、
一
概
に
「
校
名
の
漢
字
表
記
」
が
「
英
名
」
と
対
応

し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
例
も
多
い
。
例
え
ば
「
34
徐
匯
耶
穌
會
院
」
付
設
の

「
徐
匯
高
級
中
学
校
」
は
「S

t.Ig
n

a
tiu

s H
ig

h
 S

ch
o
o
l.

」
で
あ
る
し
、「
44
四
湖
遣
使
會
院
」

付
設
の
「
文
生
中
学
」
は
「S

t.V
in

ce
n

t H
ig

h
 S

ch
o
o
l.

」
で
あ
る
。
後
考
を
俟
ち
た
い
。 

(10)
例
え
ば
『
三
字
経
与
聖
経 

三
十
二
講
』（
房
志
榮
著
、
天
主
教
之
聲
雑
誌
出
版
社
、
２
０

０
５
年
）、『
釈
迦
牟
尼
與
耶
穌
基
督
』（
田
毓
英
著
、
光
啓
出
版
社
、
２
０
０
０
年
）、『
你
的
耶

穌 

我
的
佛
陀
』（
陳
世
賢
著
、
光
啓
文
化
事
業
、
２
０
０
７
年
）
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。 

《
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
訪
れ
た
主
な
天
主
教
系
教
堂
及
び
施
設
一
覧
（2008

～2011

）》 

【
台
北
市
内
】 

・
１
聖
母
無
原
罪
主
教
座
堂
（1

0
3

台
北
市
民
生
西
路2

4
5

號
） 

・
２
救
世
主
堂
（
華
山
堂
）（1

0
0

台
北
市
忠
孝
東
路
一
段1

1
2

號
） 

・
３
聖
維
雅
納
堂
（1

0
0
7
3

台
北
市
詔
安
街2

3
6

號
） 

・
４
耶
穌
救
主
堂
（1

0
8

台
北
市
柳
州
街4

1

號
） 

・
５
聖
女
小
德
蘭
朝
聖
地
（1

0
8

台
北
市
興
寧
街7

0

號
） 

・
６
復
活
堂
（1

0
8

台
北
市
大
理
街1

7
5

巷2

號
） 

・
７
玫
瑰
聖
母
堂
（1

0
8

台
北
市
萬
大
路4

0
5

號
） 

・
８
聖
母
顯
靈
聖
牌
堂
（1

0
6
5
6

台
北
市
延
吉
街2

5
4

號
） 

・
９
聖
三
堂
（
及
び
付
設
幼
稚
園
：1

1
0
4
6

台
北
市
松
仁
路2

2
8

巷1
5

號
） 

・
10
聖
家
堂
（1

0
6

台
北
市
新
生
南
路
二
段5

0

號
） 

・
11
仁
愛
天
主
堂
（1

0
6

台
北
市
仁
愛
路
三
段3

4

巷1
2

號
） 

・
12
聖
玫
瑰
堂
（1

0
6

台
北
市
通
化
街1

7
8

號
） 

・
13
聖
母
聖
心
堂
（1
0
6

台
北
市
和
平
東
路
二
段2

6
5

巷9

號
） 

・
14
古
亭
耶
穌
聖
心
堂
（1

0
0
8
9

台
北
市
辛
亥
路
一
段2

2

號
） 

・
15
聖
若
瑟
堂
（1

0
0

台
北
市
同
安
街7

2

巷1
9

號
） 

・
16
聖
瑪
竇
堂
（1

0
4

台
北
市
建
國
北
路
二
段6

4

巷2
5

號
） 

・
17
長
安
天
主
堂
（1

0
4

台
北
市
林
森
北
路7

3

號
） 

・
18
聖
多
福
堂
（1

0
4

台
北
市
中
山
北
路
三
段5

1

號) 

・
19
聖
道
明
堂
（1

0
4

台
北
市
吉
林
路3

7
8

號) 

・
20
聖
保
祿
天
主
堂
（1

0
4

台
北
市
北
安
路5

1
2

巷1

號
） 

・
21
聖
若
望
鮑
思
高
堂
（1

0
5

台
北
市
民
生
東
路
三
段1

2
3

號
） 

・
22
聖
若
瑟
堂
（1

0
5

台
北
市
八
德
路
三
段1

5
8

巷2
2

號
） 

・
23
中
華
之
后
堂
（1

0
5

台
北
市
南
京
東
路
四
段1

3
3

巷6

弄9

號
） 

・
24
南
京
東
路
聖
母
（1

0
5

台
北
市
南
京
東
路
五
段3

5
2

號
） 

・
25
永
春
天
主
堂
（1

1
0

台
北
市
松
山
路4

6
5

巷2

弄4

號
） 

・
26
法
蒂
瑪
聖
母
天
主
堂
（1

0
5

台
北
市
富
錦
街4

4
2
-2

號1

樓
）（
廃
墟
） 

・
27
聖
母
升
天
堂
（
內
湖
天
主
堂
）（1

1
4

台
北
市
內
湖
區
成
功
路
三
段6

7

號
） 

（
文
徳
女
子
高
級
中
學
：1

1
4

台
北
市
內
湖
區
成
功
路
三
段70

號
） 

・
28
耶
穌
聖
心
堂(

成
德
天
主
堂)

（1
1
5

台
北
市
忠
孝
東
路
六
段1

1
4

號
） 

・
29
聖
玫
瑰
堂
（
南
港
天
主
堂
）（1

1
5

台
北
市
南
港
區
研
究
院
路
一
段1

1
3

號
） 

・
30
耶
穌
君
王
堂(

士
林
天
主
堂)

（1
1
1

台
北
市
士
林
區
中
正
路2

6
4

號
） 

・
31
天
主
之
母
堂
（
天
母
天
主
堂
）（1

1
1

台
北
市
中
山
北
路
七
段1

7
1

號
） 

・
32
光
啓
耶
穌
會
院
（1

0
6

台
北
市
敦
化
南
路
一
段2

3
3

巷2
0

號
） 

・
33
天
主
教
台
北
總
主
教
公
署
（1

0
6
7
9

台
北
市
樂
利
路9

4

號
） 

・（
劍
潭
聖
母
聖
心
堂
：1

1
1

台
北
市
士
林
區
承
徳
路
四
段1

巷2
5

號
。
訪
問
時
は
既
に
使
用

さ
れ
て
お
ら
ず
、
移
転
後
の
よ
う
で
あ
っ
た
。） 

【
台
北
市
以
外
】 

・
34
徐
匯
耶
穌
會
院
（
併
設
：
聖
家
堂
會
院
及
び
徐
匯
高
級
中
学
校
、2

4
7

台
北
縣
蘆
州
郷
中

山
一
路1

號
） 

・
35
中
華
方
済
省
会
院
（2

4
3

台
北
縣
泰
山
郷
明
志
路
三
段2

6

號
） 

・
36
本
篤
會
尚
義
院(

台
北
縣
泰
山
郷
明
志
路
三
段9

6

巷1

號)

（
改
装
・
造
成
中
） 

・
37
聖
徳
蘭
堂
（6

2
1

嘉
義
縣
民
雄
郷
文
化
路2

8
-1

號
） 

・
38
聖
母
無
原
罪
堂
（6

2
2

嘉
義
縣
大
林
鎮
東
榮
街4

0

號
） 

こ
の
「
祈
禱
瑰
寶
」（
小
清
泉
編
輯
、
香
港

清
泉
出
版
社
、
２
０
０
５
年
）
の
表
紙
に

見
え
る
絵
は
、
香
港
出
身
の
朱
家
駒
（
１

９
６
０
年
生
）
の
画
家
の
作
品
で
あ
り
、

モ
チ
ー
フ
は
「
清
朝
」
の
恐
ら
く
皇
后
と

そ
の
息
子
で
あ
る
が
、
古
い
物
で
は
な
い
。 
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・
39
天
主
之
母
堂
（
併
設
：
竹
崎
天
主
堂
聖
嬰
幼
稚
園
、6

0
4

嘉
義
縣
竹
崎
郷
民
生
路6

號
） 

・
40
救
世
主
堂
（6

1
6

嘉
義
縣
新
港
郷
古
民
街1

4

號
） 

・
41
聖
若
望
主
教
座
堂
（6

0
0

嘉
義
市
民
権
路6

2

號
） 

・
42
七
苦
聖
母
堂
（6

0
0

嘉
義
市
民
生
北
路9

2

號
） 

・
43
嘉
義
市
聖
本
篤
會
院
（6

0
0

嘉
義
市
小
雅
路5

4
5

號
） 

・
44
四
湖
遣
使
會
院
及
び
文
生
中
学
（
併
設
：S

t.V
in

ce
n

t H
ig

h
 S

ch
o
o
l. 6

5
4

雲
林
縣
四
湖

郷
中
正
路2

6
8

號
） 

・
45
露
徳
聖
母
堂
（6

5
4

雲
林
縣
四
湖
郷
中
山
西
路9

5

號
） 

・
46
天
上
母
后
堂
（6

3
5

雲
林
縣
東
勢
郷
東
勢
西
路8

7

號
。
廃
墟
。） 

・
47
耶
穌
聖
心
堂
（6

3
2

雲
林
縣
虎
尾
鎮
北
平
路7

7

號
） 

・
48
聖
三
堂
（6

3
0

雲
林
縣
斗
南
鎮
新
興
街4

2

號
） 

・
49
聖
玫
瑰
堂
（6

4
0

雲
林
縣
斗
六
市
中
華
路8

0

號
） 

・
50
天
上
母
后
堂
（6

3
5

雲
林
縣
東
勢
郷
東
勢
西
路8

7

號
。
廃
墟
。） 

・
51
輔
仁
大
学
（2

4
2

台
北
縣
新
莊
市
中
正
路5

1
0

號
） 

・（
52
耶
穌
會
院 

6
1
3

嘉
義
縣
朴
子
市
文
明
路1

-9
號
。
住
所
地
に
所
在
し
て
い
な
い
。） 

・（
53
中
華
聖
母
主
教
座
堂
：7

0
0
4
7

台
南
市
開
山
路1

9
5
號
。
二
〇
〇
五
年
に
訪
問
。） 

（
住
所
は
実
際
に
訪
問
当
時
に
確
認
し
た
場
所
。
ま
た
、
三
年
ご
と
に
台
湾
で
発
行
さ
れ
て
い

る
『
台
彎
天
主
教
手
冊
』（
台
彎
地
区
主
教
團
秘
書
處
編
譯
、
天
主
教
教
務
協
進
會
出
版
社
、
二

〇
〇
四
、
二
〇
〇
七
、
二
〇
一
〇
）
も
参
照
し
た
。） 

 

【
参
考
資
料
】
こ
の
報
告
の
前
稿
に
あ
た
る
「
台
湾
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
信

者
の
宗
教
意
識
に
関
す
る
一
考
察
（
二
」）
に
引
き
続
き
、『
教
友
問
答
手
冊 

天
主
教
的
祖
先

崇
敬
』（
輔
神
研
究
小
組
編
著
、
光
啓
出
版
社
、
１
９
９
５
年
）
を
訳
出
す
る
。 

〔
現
代
語
訳
〕 

二
〇
、
我
が
家
に
は
仏
教
を
信
じ
る
人
が
い
て
、
死
者
の
誕
生
日
や
命
日
、
ま
た
中
元
普
渡
節

に
は
和
尚
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
て
法
事
を
頼
も
う
と
す
る
の
で
す
が
、
私
は
こ
れ
を
拒
絶
す
る

べ
き
で
し
ょ
う
か
。 

【
答
】
已
に
亡
く
な
っ
た
親
し
い
人
に
対
し
て
感
謝
と
敬
意
を
示
す
時
に
は
、
個
人
が
そ
れ
ぞ

れ
の
信
仰
す
る
宗
教
の
方
式
に
従
っ
て
示
せ
ば
良
い
し
、
そ
れ
が
一
人
一
人
の
持
っ
て
い
る
権

利
で
あ
る
。
も
し
、
家
族
の
中
で
仏
教
を
信
仰
し
て
、
和
尚
さ
ん
に
頼
ん
で
法
事
を
し
て
も
ら

お
う
と
い
う
人
が
い
る
の
な
ら
ば
、
私
達
は
そ
の
考
え
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

も
し
家
族
の
人
が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
否
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
達
は
積
極
的
に
神
父
や
信

者
仲
間
に
、
家
に
来
て
死
者
の
た
め
に
祈
り
を
捧
げ
た
り
、
供
養
し
た
り
し
て
も
ら
う
よ
う
に

す
る
と
良
い
。
ま
た
、
家
族
の
大
多
数
の
人
が
民
間
宗
教
を
信
仰
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
否
定

し
排
除
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
過
大
な
衝
突
や
、
あ
な
た
自
身
が
不
孝
者
で
あ
る
と
い
う
家

族
の
誤
解
と
悪
い
噂
が
立
つ
の
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
時
は
（
仕
方
な
く
）
そ
の
法

事
に
参
加
し
て
、
心
の
中
で
黙
祷
を
捧
げ
る
と
良
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
他
宗
教
の
儀
式
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
あ
な
た
の
「
信
仰
の
裏
切
り
」

を
示
す
の
で
は
な
く
て
、
あ
な
た
の
死
者
や
家
族
に
対
す
る
深
い
愛
と
尊
重
を
示
す
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。 

（
以
下
、
原
文
を
節
ご
と
に
挿
入
す
る
。
原
本
（
台
湾
）
は
繁
体
字
で
あ
る
が
、
で
き
る
範
囲

内
で
常
用
漢
字
に
な
お
し
て
あ
る
。） 

《
原
文
》
二
〇
、
我
家
有
人
信
仏
、
在
亡
者
的
生
辰
忌
日
・
中
元
普
渡
節
、
会
請
和
尚
来
作
法
事
、
我
応
該
拒
絶
嗎
？ 

【
答
】
対
已
亡
親
人
表
達
孝
思
、
而
用
個
人
宗
教
信
仰
的
方
式
表
達
、
這
是
毎
一
個
家
人
的
権
利
。
如
果
家
人
信
仏
、

而
請
和
尚
来
做
法
事
、
我
們
応
当
尊
重
。
如
果
家
人
並
不
排
斥
天
主
教
、
我
們
可
以
積
極
的
請
神
父
和
教
友
到
家
裡

来
為
亡
者
祈
祷
・
献
祭
。
当
家
人
大
多
数
信
仰
民
間
宗
教
、
排
斥
天
主
教
時
、
為
了
避
免
過
大
的
衝
突
、
或
使
家
人

誤
会
自
己
不
孝
、
立
下
悪
表
、
此
時
可
以
参
与
、
並
在
心
中
黙
祷
。
在
這
種
情
形
下
参
与
外
教
礼
儀
、
並
不
表
示
自

己
背
教
、
而
是
表
達
自
己
対
亡
者
和
家
人
一
份
深
遠
的
愛
与
尊
重
。 

 

二
一
、
我
が
家
の
先
祖
の
お
墓
（
或
い
は
遺
骨
）
は
、
代
々
皆
或
る
お
寺
の
中
に
あ
る
の
で
す

が
、
お
墓
参
り
の
時
は
ど
の
様
に
す
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
か
。 

【
答
】
も
し
、
家
族
の
人
や
若
し
く
は
他
の
仏
教
徒
の
人
と
一
緒
に
お
墓
参
り
に
行
き
、
和
尚

さ
ん
が
お
経
を
読
み
上
げ
る
時
、私
達
信
者
は
心
の
中
で
自
分
た
ち
の
祈
り
を
唱
え
れ
ば
よ
い
。 

 

但
し
、
も
し
家
族
全
員
が
已
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
て
お
り
、
し
か
し
先
祖
の
お
墓
を
（
お

寺
な
ど
か
ら
）
遷
せ
な
い
場
合
に
は
、
皆
で
お
墓
の
前
に
行
っ
て
一
緒
に
祈
り
を
捧
げ
さ
え
す

れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
も
し
お
寺
が
あ
な
た
達
に
代
わ
っ
て
お
墓
を
綺
麗
に
し
た
り
、
管
理
し
て

く
れ
る
な
ら
ば
、
お
寺
側
に
相
応
の
費
用
を
払
う
の
も
、
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
も
し
信
者
の
家
が
新
し
い
お
墓
を
作
る
の
な
ら
ば
、
最
も
良
い
方
法
は
公
共
の
墓
地
に
於
い

て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
方
式
に
従
っ
て
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
教
会
に
は
放
置
さ
れ
た

遺
骨
等
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
納
骨
堂
な
ど
も
あ
る
か
ら
、そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
も
出
来
る
。 

《
原
文
》
二
一
、
我
家
祖
先
之
墳
（
或
遺
骨
）、
代
代
都
在
某
寺
廟
中
、
掃
墓
時
該
怎
様
做
才
好
呢
？ 

【
答
】
若
与
家
人
或
其
他
仏
教
徒
一
起
去
掃
墓
、
在
和
尚
誦
経
時
、
教
友
在
心
中
做
自
己
的
祈
祷
。
但
是
、
若
全
家
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都
已
改
奉
天
主
教
、
而
祖
墳
尚
不
能
遷
移
的
話
、
諸
位
只
要
在
墳
前
一
起
祈
祷
即
可
。
若
寺
廟
替
你
們
整
理
照
顧
墓

地
、
付
給
寺
廟
応
得
的
酬
労
、
也
是
応
当
的
。
如
果
教
友
家
庭
作
新
墳
墓
、
最
好
在
公
共
墓
地
以
天
主
教
的
方
式
去

做
。
此
外
、
教
会
也
設
有
存
放
遺
骨
的
納
骨
堂
可
供
使
用
。 

 
二
二
、
先
祖
を
追
念
し
た
り
、
死
者
の
た
め
に
祈
り
を
捧
げ
る
時
、
死
者
が
好
き
だ
っ
た
果
物

や
お
酒
、
若
し
く
は
他
の
物
を
献
上
す
る
こ
と
は
出
来
ま
す
か
。 

【
答
】
中
国
の
伝
統
的
な
信
仰
に
於
い
て
、
詰
ま
る
所
礼
儀
と
は
何
な
の
か
。
礼
儀
と
は
人
が

道
理
を
折
に
触
れ
て
学
び
直
し
た
り
、
道
徳
観
念
を
養
っ
た
り
教
え
た
り
す
る
一
種
の
儀
式
で

あ
る
。古
代
の
人
々
も
礼
儀
を
通
し
て
皆
に
道
徳
を
修
養
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
た
。

旧
約
聖
書
に
お
け
る
礼
儀
の
大
多
数
も
、
神
に
対
す
る
尊
敬
を
表
わ
す
礼
儀
で
あ
る
。
当
然
そ

の
中
に
は
祈
り
を
捧
げ
る
者
が
罪
を
購
う
た
め
の
も
の
や
救
い
の
恩
典
を
求
め
る
と
い
う
、
違

っ
た
意
味
合
い
を
持
っ
た
も
の
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
疑

問
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
、
私
達
は
ま
ず
教
会
で
の
道
理
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

私
達
は
教
会
の
道
理
の
中
で
知
っ
て
い
る
が
、
人
は
息
を
引
き
取
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
神
の
前

に
行
き
、
神
の
裁
き
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
う
も
言
え
る
。
物
質
世
界
と
の
関

係
か
ら
離
れ
る
と
、
も
う
そ
れ
か
ら
は
食
物
や
そ
の
他
の
物
質
に
頼
る
必
要
も
な
い
。
そ
れ
が

所
謂
「
別
の
世
界
」
の
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

一
般
的
な
春
節
に
お
け
る
先
祖
を
祀
る
儀
式
に
於
い
て
、
生
花
や
果
物
を
供
え
る
こ
と
は
、

そ
れ
な
り
に
特
別
な
意
義
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
先
祖
達
が
そ
れ
ら
の
物
品
を
受
け
取

り
に
来
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
礼
儀
の
「
本
地
化
」
の
要
素
に
基
づ
い
て
、
教

会
は
信
者
達
に
、
先
人
に
向
か
っ
て
生
花
や
果
物
な
ど
を
供
え
て
、
子
孫
の
祖
先
に
対
す
る
追

慕
の
思
い
と
敬
意
を
表
わ
す
こ
と
を
許
可
し
て
は
い
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
教
会
が
、
奉
納
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
供
物
を
先
祖
達
が
受
け
取
り
に
来
て
い
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。 

 

ま
た
、
先
祖
を
敬
い
祀
る
こ
と
は
、
私
達
後
代
の
子
孫
が
先
祖
の
恩
沢
や
徳
義
に
思
い
を
馳

せ
た
り
、
水
の
由
っ
て
来
る
源
を
思
い
、
そ
の
根
源
で
あ
る
先
祖
を
忘
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示

す
た
め
の
表
現
方
式
で
あ
る
。
当
然
そ
の
中
に
は
「
慎
終
追
遠
（
既
出
・
第
１
項
な
ど
参
照
）」

の
意
識
も
含
ま
れ
て
い
る
。
先
人
の
徳
沢
に
倣
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
次
の
世
代
の
倫
理
道
徳
精

神
を
培
い
育
て
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
先
祖
の
祭
祀
に
於
い
て
ま
ず
重
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
は
私
達
の
誠
意
な

の
で
あ
っ
て
、
私
達
が
ど
の
よ
う
な
物
を
供
え
る
か
や
数
量
の
多
寡
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
外
面
的
な
行
為
に
於
い
て
、
最
も
重

要
な
の
は
私
達
へ
の
先
祖
の
思
い
や
先
祖
が
子
孫
に
残
そ
う
と
し
た
良
い
お
手
本
、
つ
ま
り
私

達
に
学
び
続
け
る
よ
う
示
し
た
も
の
を
汲
み
取
る
こ
と
で
あ
り
、
先
祖
の
偉
大
な
精
神
を
発
揚

す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。 

 

死
者
の
た
め
に
最
も
有
益
な
の
は
、
彼
ら
の
た
め
に
祈
り
を
捧
げ
、
供
養
し
、
骨
を
折
っ
て

苦
労
し
た
り
各
種
の
善
行
を
重
ね
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
こ
と
は
す
べ
て
外
面
の
形

式
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
死
者
を
助
け
る
こ
と
に
有
益
な
点
は
何
も
な
い
。
教
会
に
お
け
る
「
諸

聖
と
善
行
を
通
じ
る
」
と
い
う
道
理
が
私
達
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
先

祖
が
救
い
の
恩
沢
に
預
か
る
と
い
う
「
円
満
」、
つ
ま
り
天
国
に
於
い
て
永
遠
の
幸
福
を
享
受
す

る
と
い
う
こ
と
、
を
得
る
の
に
助
け
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
こ
と
は
単
な
る
形
式
に

過
ぎ
ず
、
死
者
に
と
っ
て
有
益
な
点
は
何
も
な
い
。 

 

中
国
の
伝
統
的
な
供
物
は
、
生
肉
や
生
魚
な
ど
の
生
臭
い
物
と
精
進
料
理
な
ど
の
二
つ
に
分

け
ら
れ
る
。
生
臭
物
と
し
て
の
供
物
に
は
大
三
牲
、
三
牲
、
小
三
牲
、
五
牲
等
の
区
別
が
あ
る
。

精
進
料
理
な
ど
の
供
物
と
し
て
は
、
線
香
や
ろ
う
そ
く
、
生
花
、
果
物
、
野
菜
と
ご
飯
、
し
ら

い
だ
米
、
お
茶
や
お
酒
等
で
あ
る
。
教
会
と
し
て
は
、
已
に
精
進
料
理
と
し
て
の
供
物
に
つ
い

て
は
適
応
し
て
い
る
が
、
生
臭
物
の
供
物
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
、
つ
ま
り
世
の
罪
を
除
く

子
羊
と
い
う
捧
げ
物
に
代
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
く
引
き
上
げ
る
と
し
て
い
る
。 

《
原
文
》 

二
二
、
紀
念
祖
先
或
為
亡
者
祈
祷
時
、
可
以
献
上
亡
者
喜
歓
的
水
果
・
酒
類
或
其
他
東
西
嗎
？ 

【
答
】
在
中
国
伝
統
的
信
仰
中
、
礼
儀
究
竟
是
什
么
呢
？
礼
儀
是
為
幇
助
人
温
習
道
理
、
培
養
並
教
授
道
徳
的
一
種

儀
式
。
古
時
候
的
人
也
藉
著
礼
儀
、
譲
大
家
了
解
修
養
道
徳
的
重
要
。
在
旧
約
的
礼
儀
中
、
絶
大
多
数
是
用
於
対
天

主
的
敬
礼
。
当
然
其
中
就
含
有
不
少
奉
献
者
的
贖
罪
或
求
恩
的
不
同
意
向
在
内
。
因
此
針
対
這
類
疑
問
、
我
們
就
該

先
了
解
教
会
的
道
理
。
我
們
在
教
会
的
道
理
中
知
道
、
人
一
断
了
気
、
便
須
面
対
天
主
、
接
受
天
主
的
賞
罰
。
也
就

是
説
、
与
物
質
界
脱
離
了
関
係
、
因
此
便
已
不
須
再
依
頼
食
物
或
其
他
物
質
、
来
維
持
所
謂
「
另
一
世
界
」
的
生
命
。 

 

而
一
般
在
春
節
祭
祖
時
、
供
奉
鮮
花
・
素
果
、
則
有
其
特
別
的
意
義
、
並
非
表
示
祖
先
們
可
来
享
受
這
些
物
品
。

基
於
礼
儀
本
地
化
的
因
素
、
教
会
許
可
教
友
向
先
人
献
上
鮮
花
・
素
果
等
、
来
表
示
子
孫
対
祖
先
的
追
思
与
敬
意
。

但
不
可
因
此
認
為
教
会
認
同
這
些
奉
献
的
祭
品
、
可
供
祖
先
們
来
享
用
。
再
者
、
祭
拝
祖
先
是
表
示
我
們
後
代
子
孫

緬
懐
祖
先
徳
沢
・
飲
水
思
源
、
不
忘
其
本
的
表
現
。
当
然
更
有
慎
終
追
遠
的
意
思
在
内
。
效
法
先
人
的
徳
表
、
藉
此

培
育
下
一
代
倫
理
道
徳
的
精
神
。
因
此
、
祭
拝
祖
先
首
先
重
在
我
們
的
誠
意
、
並
不
在
於
我
們
用
什
么
供
品
或
数
量

的
多
少
来
界
定
。
這
一
切
的
外
在
行
動
中
、
最
重
要
的
是
我
們
応
了
解
祖
先
的
精
神
及
留
給
後
代
子
孫
的
好
表
様
、

譲
我
們
来
継
続
学
習
並
発
揚
光
大
精
神
才
是
重
要
。
為
亡
者
最
有
助
益
的
是
為
他
們
祈
祷
、
献
祭
、
行
刻
苦
及
做
各
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（
二
〇
一
一
年
十
一
月
七
日 

受
理
） 

種
善
功
。
其
他
的
只
是
外
在
形
式
、
無
法
助
亡
者
得
到
益
処
。
教
会
諸
聖
相
通
功
的
道
理
告
訴
我
們
、
這
些
都
可
助

祖
先
得
到
救
恩
的
圓
満
、
享
受
天
堂
永
福
。
其
他
的
只
是
外
在
形
式
、
無
法
助
亡
者
得
到
益
処
。
中
国
伝
統
的
祭
品

分
為
葷
与
素
的
両
種
、
葷
祭
祭
品
有
大
三
牲
・
三
牲
・
小
三
牲
・
五
牲
等
区
別
。
素
祭
祭
品
為
、
香
・
花
・
果
・
菜

飯
・
粿
・
茶
酒
等
。
教
会
已
対
素
祭
祭
品
作
適
応
、
対
葷
祭
祭
品
、
須
以
基
督
―
除
免
世
罪
的
羔
羊
祭
品
作
為
提
昇
。 

 

二
三
、
法
壇
を
設
置
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
教
会
と
し
て
の
見
方
は
ど
の
様
な
も
の
で
す
か
。 

【
答
】
中
国
人
が
先
祖
を
敬
う
こ
と
は
、
悠
久
の
歴
史
を
持
ち
且
つ
良
い
伝
統
で
あ
る
。
教
会

に
於
い
て
も
信
者
達
に
常
に
先
人
の
た
め
に
祈
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。 

 

家
の
中
に
「
先
祖
の
位
牌
」
を
祀
る
法
壇
を
設
置
す
る
の
は
、
家
族
が
祈
り
を
捧
げ
る
場
所

と
い
う
一
つ
の
象
徴
に
過
ぎ
ず
、
特
に
差
し
支
え
は
な
い
。
た
だ
、
先
祖
を
供
養
す
る
た
め
の

法
壇
（
祭
壇
）
を
設
置
す
る
時
に
は
、
簡
素
質
朴
で
あ
る
べ
き
で
、
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
と
合
わ

な
い
一
切
の
像
や
飾
り
を
排
除
し
、
代
わ
り
に
十
字
架
に
磔
に
さ
れ
る
イ
エ
ス
像
か
或
い
は
教

会
の
（
発
行
し
て
い
る
）
図
像
を
設
置
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

そ
の
他
に
用
い
る
品
と
し
て
、
酒
杯
や
香
台
、
ろ
う
そ
く
な
ど
は
、
一
般
的
に
そ
れ
ら
を
販

売
す
る
店
で
購
入
し
て
良
い
。
購
入
す
る
時
に
は
、
他
宗
教
の
図
像
を
意
識
さ
せ
る
要
素
を
帯

び
て
い
な
い
器
物
で
あ
れ
ば
用
い
て
良
い
。 

 

先
祖
の
位
牌
を
作
る
時
に
は
、
正
確
且
つ
儀
礼
の
規
則
に
則
っ
た
位
牌
を
作
る
よ
う
心
が
け

る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
誰
々
の
第
何
代
の
物
、
或
い
は
位
牌
、
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
。

私
達
が
信
仰
す
る
神
は
三
位
一
体
の
神
で
あ
る
か
ら
、先
祖
の
位
牌
に
何
か
書
き
付
け
る
時
は
、

「
神
位
」
等
の
文
字
を
書
く
こ
と
は
避
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
位
牌
は
単
に
先

祖
を
代
表
さ
せ
る
一
種
の
象
徴
物
で
あ
り
、
霊
魂
が
そ
の
位
牌
に
宿
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
は
全
く
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
信
者
が
明
確
に
理
解
し
て
こ
そ
、
誤
解
や
信
仰
へ
の
偏

見
や
差
別
を
生
ま
な
い
よ
う
に
出
来
る
の
で
あ
る
。 

《
原
文
》
二
三
、
対
於
設
置
供
壇
、
教
会
的
看
法
如
何
呢
？ 

【
答
】
中
国
人
敬
祖
是
一
個
悠
久
而
且
好
的
伝
統
。
在
教
会
中
也
勧
信
友
們
要
常
為
先
人
祈
祷
。 

 

在
家
中
設
置
「
祖
先
牌
位
」
的
供
壇
、
只
是
家
庭
祈
祷
場
所
的
一
個
象
徴
而
已
、
並
無
不
可
。
只
是
在
設
置
祖
先

供
壇
時
、
応
求
簡
樸
、
去
除
一
些
与
基
督
信
仰
不
合
的
像
飾
、
而
改
用
十
字
架
苦
像
或
教
会
図
様
等
来
装
飾
擺
設
。

而
其
他
的
用
品
如
酒
杯
・
香
炉
・
燭
…
等
、
可
至
一
般
香
燭
店
購
買
便
可
。
選
購
時
、
只
要
不
帯
有
外
教
図
像
的
器

物
皆
可
使
用
。
在
刻
製
祖
先
牌
位
時
、
応
刻
製
正
確
且
合
乎
礼
規
的
牌
位
、
如
刻
製
某
氏
列
祖
列
宗
之
位
或
牌
位
。

由
於
我
們
所
信
仰
的
神
是
三
位
一
体
的
天
主
、
故
書
写
祖
先
牌
位
時
、
要
避
免
写
「
神
位
」
的
字
様
。
牌
位
只
是
代

表
祖
先
的
一
種
象
徴
物
、
並
非
表
示
其
霊
魂
就
附
在
牌
位
上
。
此
点
信
友
応
清
楚
明
白
、
才
不
致
造
成
誤
解
、
有
了

信
仰
的
偏
差
。 

 

二
四
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
死
者
の
た
め
だ
け
の
祈
祷
文
や
儀
礼
は
あ
り
ま
す
か
。 

【
答
】
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
で
は
、
死
者
の
た
め
だ
け
に
行
な
わ
れ
る
追
悼
や
出
棺
・
埋
葬
の

ミ
サ
が
あ
り
、
そ
の
中
で
用
い
ら
れ
る
、
死
者
の
た
め
だ
け
の
特
別
な
祈
祷
文
も
あ
る
。
ま
た

次
の
よ
う
な
死
者
の
た
め
の
短
い
祈
り
も
あ
る
。「
す
べ
て
の
信
者
の
霊
魂
が
、神
の
慈
愛
に
よ

っ
て
安
息
を
得
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
ア
ー
メ
ン
。」
他
に
も
聖
歌
の
中
に
も
死
者
の
た
め
の
祈
り

の
章
節
が
あ
る
。（
聖
歌
第
一
二
九
番
） 

 

善
い
行
い
を
す
る
時
や
、
祈
り
を
捧
げ
る
時
に
重
要
な
の
は
心
持
ち
で
あ
り
、
誠
心
誠
意
か

ら
の
短
い
祈
り
こ
そ
を
神
は
喜
ん
で
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
こ
の
よ
う
な

ミ
サ
で
専
門
に
用
い
ら
れ
る
祈
祷
文
、
或
い
は
一
般
的
な
死
者
の
た
め
の
祈
祷
文
や
霊
魂
を
鍛

え
る
祈
祷
文
、
短
い
祈
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
良
い
参
考
に
な
る
。 

 

信
者
達
は
自
由
に
、
心
か
ら
、
死
者
の
た
め
に
祈
り
を
捧
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
死

者
や
そ
の
家
族
や
友
人
の
求
め
に
沿
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
な
た
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
自
分

の
気
持
ち
に
従
っ
て
、死
者
の
た
め
に
一
編
の
良
い
と
思
わ
れ
る
祈
祷
文
を
用
い
て
祈
っ
た
り
、

先
祖
の
功
徳
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
が
祈
り
を
捧
げ
る
の
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

《
原
文
》
二
四
、
天
主
教
有
没
有
専
為
亡
者
祈
祷
之
類
的
経
文
或
礼
儀
？ 

【
答
】
在
天
主
教
会
中
、
有
専
為
亡
者
所
挙
行
的
追
思
或
殯
葬
的
彌
撒
、
其
中
就
有
専
為
亡
者
的
特
別
祈
祷
文
。
也

有
為
亡
者
的
祈
祷
短
誦
…
「
凡
諸
信
者
霊
魂
、
頼
天
主
仁
慈
息
止
安
所
、
亜
孟
！
」
還
用
聖
詠
「
来
為
亡
者
祈
祷
的

章
節
（
聖
詠
一
二
九
首
）。」 

 

行
善
功
祈
祷
、
重
在
心
態
、
誠
心
誠
意
的
短
短
代
祷
能
蒙
天
主
悦
納
。
以
上
這
些
彌
撒
専
用
祈
祷
文
、
或
一
般
為

亡
者
的
祈
祷
文
・
錬
霊
祷
文
、
短
誦
、
都
是
很
好
的
参
考
。
信
友
也
可
以
自
由
的
誠
心
為
亡
者
做
祈
祷
、
這
将
更
符

合
亡
者
及
其
家
人
朊
友
的
需
要
。
您
不
妨
也
可
自
行
？
由
内
心
為
亡
者
做
一
篇
好
的
祈
祷
文
、
為
祖
先
做
通
功
代
祷
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《
完
》 

【
本
稿
作
成
に
お
い
て
台
湾
師
範
大
学
の
藤
井
倫
明
氏
・
金
培
懿
氏
に
特
段
の
配
慮
を
賜
っ
た
。
こ

こ
に
、
特
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。】 

 

・
本
報
告
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
「
若
手
研
究
（
Ｂ
）
」
（
研
究
課
題
番
号
１
９
７
２
０

０
１
１
「
東
ア
ジ
ア
の
宗
族
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
影
響
‐
儒
教
規
範
に
基
づ
く
家
族
規

範
を
中
心
に
‐
」2

0
0
8

～2
0
1
0

年
度
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 
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