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│
│
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
の
意
義
に
お
い
て
│
│

細

川

正

義

一

夏
目
漱
石
が
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
一
二
月
九
日
に
亡
く
な
っ
て
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
に
な
っ
て
の
文
壇
は
新
旧
交
代
が
急

速
に
進
み
、
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
山
本
芳
明
氏
が
「
大
正
六
年
│
│
文
壇
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
」
で

指
摘
し
た
こ
と
が
的
確
に
言
い
得
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
大
正
六
年
の
文
壇
の
転
換
に
最
も
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
大
正

六
年
一
〇
月
に
発
表
さ
れ
た
志
賀
直
哉
の
『
和
解
』
の
登
場
で
あ
ろ
う
。『
和
解
』
は
志
賀
の
長
年
の
父
親
と
の
不
和
が
解
消
さ
れ
た
喜

び
を
素
材
に
し
た
作
品
で
あ
る
が
文
壇
で
は
「
自
ら
の
生
活
を
描
い
て
芸
術
に
昇
華
し
得
た
作
品
」
と
し
て
芸
術
的
に
高
く
評
価
さ
れ
た

作
品
で
あ
る
。
志
賀
は
白
樺
派
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
が
そ
の
彼
の
積
年
の
父
と
の
不
和
の
問
題
を
作
品
化
し
た
『
和
解
』
の
成
功
を

き
っ
か
け
に
、
白
樺
派
の
作
家
た
ち
の
存
在
が
大
き
く
な
り
、
自
然
主
義
作
家
た
ち
へ
の
攻
撃
も
活
発
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
も

正
宗
白
鳥
が
批
判
の
対
象
と
な
り
、
彼
の
非
人
格
的
で
、
生
活
態
度
が
「
不
真
面
目
」
な
こ
と
、
創
作
に
対
し
て
も
「
瑣
末
主
義
的
自
然

主
義
」
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
更
に
白
鳥
を
筆
頭
に
自
然
主
義
作
家
た
ち
に
対
し
て
白
樺
派
作
家
た
ち
は
徹
底
し
て

批
判
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
批
判
さ
れ
た
自
然
主
義
者
た
ち
が
批
判
の
対
象
と
し
た
の
が
漱
石
と
い
う
後
ろ
盾
を
失
っ
た
芥
川
で
あ

一



っ
た
。
た
と
え
ば
、
芥
川
が
『
澄
江
堂
雑
記
』
の
中
に
「
告
白
」
と
し
て
記
し
た
一
文
に

「
も
つ
と
己
れ
の
生
活
を
書
け
、
も
つ
と
大
胆
に
告
白
し
ろ
」
と
は
屡
、
諸
君
の
勧
め
る
言
葉
で
あ
る
。
僕
も
告
白
を
せ
ぬ
訳
で
は

な
い
。
僕
の
小
説
は
多
少
に
も
せ
よ
、
僕
の
体
験
の
告
白
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
諸
君
は
承
知
し
な
い
。
諸
君
の
僕
に
勧
め
る
の
は
僕

自
身
を
主
人
公
に
し
、
僕
の
身
の
上
に
起
つ
た
事
件
を
臆
面
も
な
し
に
書
け
と
云
ふ
の
で
あ
る
。⑴

と
あ
る
の
が
当
時
の
状
況
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。（
こ
こ
で
の
「
諸
君
」
は
自
然
主
義
作
家
た
ち
を
指
し
て
い
る
。）
芥
川
は
そ
う
し

た
、
自
然
主
義
者
達
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る
執
拗
な
批
判
に
対
し
て
、
決
し
て
彼
ら
の
批
判
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、「
芸
術
と
実
人
生
の

困
難
な
課
題
を
解
決
す
る
別
な
論
理
」
を
も
っ
て
独
自
の
芸
術
営
為
の
方
法
を
取
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
山
本
芳
明
氏
は
注
目
し

て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
三
好
行
雄
の
次
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。

作
者
は
よ
り
悲
劇
的
な
状
況
を
設
定
し
て
、
創
造
精
神
の
は
げ
し
い
燃
焼
の
な
か
に
だ
け
生
き
る
作
家
の
人
生
を
発
見
し
、
そ
の
ほ

か
の
実
生
活
の
す
べ
て
を
人
生
の
残
滓
と
し
て
き
り
す
て
る
き
び
し
い
芸
術
家
の
態
度
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
あ
る
。⑵

そ
し
て
山
本
氏
は
更
に
、
三
好
は
芥
川
が
こ
の
よ
う
に
「
自
然
主
義
末
裔
」
た
ち
へ
の
反
発
と
し
て
取
っ
た
方
法
を
も
っ
て
「
所
謂
芸
術

至
上
主
義
を
想
定
し
て
い
る
」
が
、
む
し
ろ
、

新
し
い
時
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
否
応
な
く
投
げ
か
け
て
き
た
問
題
提
起
に
対
す
る
、
芥
川
な
り
の
解
決
と
し
て
把
握
し
た
い
と
思

う
。

と
し
て
、
大
正
六
年
を
境
に
生
じ
て
き
た
文
壇
の
変
動
の
中
で
芥
川
が
「
創
造
精
神
の
は
げ
し
い
燃
焼
の
な
か
に
」「
実
生
活
の
す
べ
て

を
」
託
し
た
形
で
新
た
な
芸
術
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
と
し
て
い
る
⑶
。
両
者
の
論
を
踏
ま
え
て
芥
川
文
芸
の
有
り
様
を
捉
え
る
な
ら

ば
、
山
本
氏
が
指
摘
す
る
芸
術
へ
の
姿
勢
が
、
具
体
的
な
形
と
し
て
三
好
の
指
摘
す
る
「
芸
術
至
上
主
義
」
を
標
榜
す
る
創
作
と
し
て
評

価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
見
方
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
芥
川
の
『
芸
術
そ
の
他
』（
一
九
一
九

・
一
一
）
の
次
の
一
文
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。
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・
芸
術
家
は
何
よ
り
も
作
品
の
完
成
を
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
芸
術
に
奉
仕
す
る
事
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
ふ
だ
ら

う
。（
略
）
芸
術
に
奉
仕
す
る
以
上
、
僕
等
の
作
品
の
与
へ
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
ま
づ
芸
術
的
感
激
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

に
は
唯
僕
等
が
作
品
の
完
成
を
期
す
る
よ
り
外
に
途
は
な
い
の
だ
。

・
芸
術
は
表
現
に
始
ま
つ
て
表
現
に
終
る
。
画
を
描
か
な
い
画
家
、
詩
を
作
ら
な
い
詩
人
、
な
ど
と
云
ふ
言
葉
は
、
比
喩
と
し
て
以
外

に
は
何
等
の
意
味
も
な
い
言
葉
だ
。

・
芸
術
活
動
は
ど
ん
な
天
才
で
も
、
意
識
的
な
も
の
な
の
だ
。⑷

自
然
主
義
者
た
ち
の
よ
う
に
「
人
生
」
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
「
芸
術
」
で
は
無
く
、「
芸
術
」
は
あ
く
ま
で
も
「
芸
術
的

感
激
」
を
第
一
の
目
的
と
し
て
「
何
よ
り
も
作
品
の
完
成
を
期
」
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
事
を
主
張
し
た
一
文
で
あ
り
、
当

時
の
芥
川
が
持
っ
て
い
た
強
い
芸
術
へ
の
意
欲
で
あ
り
芸
術
へ
の
姿
勢
が
、
明
確
に
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
う
し
た
芥
川
の
芸
術
営
為
の
方
法
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
の
が
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
一
〇
月
二
〇
日
か
ら
一
一
月
四
日
ま
で

「
大
阪
毎
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
『
戯
作
三
昧
』
で
あ
り
、
大
正
七
年
五
月
発
表
の
『
地
獄
変
』、
同
年
九
月
発
表
の
『
奉
教
人
の
死
』

で
あ
る
。『
戯
作
三
昧
』
は
滝
沢
馬
琴
の
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
執
筆
中
の
或
る
一
日
の
出
来
事
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
日
常
生
活
か

ら
来
る
煩
わ
し
さ
や
不
快
感
を
味
わ
い
、
芸
術
家
と
し
て
の
自
分
へ
の
世
間
の
評
価
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
対
す
る
不
安
を
感
じ
る
出
来

事
を
体
験
し
た
夜
、
孫
太
郎
の
無
邪
気
な
言
葉
に
「
別
人
の
や
う
な
悦
び
」
を
感
じ
た
後
『
八
犬
伝
』
の
稿
を
書
き
始
め
て
、
芸
術
家
で

な
け
れ
ば
味
到
出
来
な
い
、
現
世
の
一
切
を
忘
れ
た
「
不
可
思
議
な
悦
び
」「
恍
惚
た
る
悲
壮
の
感
激
」
に
身
を
委
ね
る
姿
を
描
い
た
作

品
で
あ
る
。
芥
川
が
芸
術
家
馬
琴
に
自
己
を
投
影
さ
せ
て
描
い
た
作
品
で
、「
芸
術
的
感
激
」
に
浸
る
芸
術
家
の
芸
術
至
上
の
境
地
が
見

事
に
描
か
れ
た
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
馬
琴
の
芸
術
三
昧
の
境
地
と
対
極
に
あ
る
「
人
生
」
に
対
し
、
清
水
康

次
氏
が
「「
人
生
」
と
い
う
も
の
は
（
略
）
お
百
の
一
言
に
か
き
け
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
芥
川
は
「
人
生
」
と
い
う
も
の
の
重

心
を
、
ど
こ
へ
置
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。」
と
疑
問
を
呈
し
⑸
、
三
好
行
雄
は
、
芥
川
の
そ
う
し
た
「
人
生
」
を
見
据
え
つ
つ
、
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そ
の
中
で
体
験
す
る
「
芸
術
」
に
至
高
の
価
値
を
置
い
た
と
こ
ろ
に
「
芸
術
と
人
生
に
た
い
す
る
鋭
角
的
な
姿
勢
」
を
示
し
た
作
品
で
あ

る
と
捉
え
て
い
る
⑹
。
ま
た
、
関
口
安
義
氏
は
、
そ
の
よ
う
に
「
人
生
」
の
中
か
ら
「
芸
術
三
昧
」「
芸
術
至
上
」
の
境
地
に
達
す
る
馬

琴
の
姿
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
、
自
ら
も
「
芸
術
」
を
志
向
す
る
人
生
を
今
後
強
い
姿
勢
で
歩
も
う
と
す
る
「
芥
川
の
人
生
に
対
す
る
覚

悟
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
⑺
。
そ
の
よ
う
に
諸
氏
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
『
戯
作
三
昧
』
は
「
芸
術
」
と
「
人
生
」
を

対
極
に
見
据
え
て
描
い
た
作
品
で
あ
り
、
芥
川
の
こ
れ
か
ら
進
む
べ
き
「
芸
術
」
へ
の
姿
勢
を
示
し
た
作
品
と
し
て
評
価
で
き
る
作
品
で

あ
る
と
云
え
よ
う
。

恐
ら
く
、
芥
川
に
と
っ
て
は
ま
ず
、
自
然
主
義
者
た
ち
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、「
何
よ
り
も
ま
づ
芸
術
的
感
激
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

と
い
う
芸
術
観
に
お
い
て
自
ら
の
芸
術
家
と
し
て
の
磁
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
こ
の
『
戯
作
三
昧
』
の
意
図
で
あ
っ
た
と
い
う
事
が
出

来
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
へ
の
確
信
を
強
く
認
識
し
得
た
う
え
で
、
次
に
、
ま
さ
に
「
芸
術
」
と
真
っ
直
ぐ
に
対
峙
し
た
芸
術
家
の
格
闘

を
凝
視
し
た
『
地
獄
変
』
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

『
地
獄
変
』
は
、
時
の
最
大
の
権
力
者
堀
河
の
大
殿
に
願
い
出
て
実
現
し
た
〈
雪
解
の
御
所
〉
の
場
面
で
、
娘
が
檳
榔
毛
の
車
と
共
に

炎
上
す
る
事
態
を
「
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
」
を
も
っ
て
「
食
い
入
る
ば
か
り
の
眼
つ
き
を
し
て
」
眺
め
て
い
た
絵
師
良
秀
が
、
猿
が
火

焔
の
中
の
娘
の
も
と
に
飛
び
込
ん
だ
の
を
き
っ
か
け
に
、
さ
っ
き
ま
で
と
は
違
っ
て
「
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
を
、
皺
だ
ら
け
な
満
面

に
浮
べ
な
が
ら
」、「
両
腕
を
し
っ
か
り
胸
に
組
ん
で
、
佇
ん
で
い
る
」
姿
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
姿
は
ま
さ
に
「
そ
れ
に
魂
を
奪
わ
れ
て

立
ち
す
く
ん
で
い
る
」
よ
う
に
映
っ
た
と
語
り
手
は
書
き
と
め
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
一
ヶ
月
ほ
ど
経
て
地
獄
変
屏
風
図
は
見
事
に
完
成
す

る
。
三
好
行
雄
は
そ
う
し
た
良
秀
像
に
、「
芸
術
家
と
し
て
の
芥
川
龍
之
介
が
夢
想
す
る
理
想
の
人
間
像
」⑻
を
見
て
い
る
が
、
良
秀
の

「
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
」
の
中
に
芥
川
の
芸
術
至
上
の
理
想
の
境
地
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
更
に
三
好
が

良
秀
の
人
生
は
娘
の
死
と
と
も
に
終
る
。
全
人
生
を
人
生
の
「
残
滓
」
と
し
て
ほ
う
む
る
こ
と
な
し
に
、
芸
術
家
の
意
味
は
よ
く
存
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立
し
え
ぬ
と
い
う
の
が
、「
戯
作
三
昧
」
を
つ
ぐ
「
地
獄
変
」
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。⑼

と
指
摘
し
て
い
る
評
価
が
代
表
す
る
よ
う
に
、『
地
獄
変
』
の
良
秀
像
を
通
し
て
、
芥
川
は
見
事
に
芸
術
至
上
の
境
地
を
達
成
す
る
こ
と

が
出
来
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
菊
池
弘
氏
が

良
秀
を
あ
そ
こ
で
死
な
せ
ま
し
た
ね
。
そ
こ
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
芥
川
は
物
を
見
て
描
く
作
家
で
あ
っ

た
、
人
間
の
深
層
に
ま
で
メ
ス
を
入
れ
る
と
い
う
方
法
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
蛇
や
耳
木
菟
を
け
し
か
け
て
弟
子
の
逃
げ
る
有

様
を
じ
っ
と
見
て
い
る
良
秀
で
あ
る
と
書
い
て
あ
っ
て
、
良
秀
の
性
格
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
良
秀
の
意
識
の
内
部
に
立
ち

入
っ
た
か
た
ち
で
の
良
秀
の
描
写
は
な
い
わ
け
で
す
。
芸
術
至
上
主
義
の
態
度
で
意
識
的
創
作
活
動
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
れ
ば
、
当
然
人
間
の
深
層
の
追
求
に
進
ま
な
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。「
袈
裟
と
盛
遠
」
で
独
自
の
形
式
を
用
い
た
こ
と
は
芥

川
の
意
識
が
よ
り
深
い
内
面
へ
移
り
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。⑽

と
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
こ
で
芸
術
至
上
の
達
成
と
と
も
に
良
秀
を
死
な
せ
た
こ
と
が
、
以
後
の
芥
川
文
芸
の
展
開
に
影
響
を
与
え
た
こ
と

も
見
逃
せ
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
晩
年
芥
川
は
『
歯
車
』
の
中
で
も
、「「
地
獄
変
」
の
主
人
公
│
│
良
秀
と
云
う
画
師
の
運
命
だ
っ
た
」

と
、
芥
川
の
分
身
で
あ
る
「
僕
」
が
良
秀
を
芸
術
と
引
き
換
え
に
死
な
せ
た
こ
と
を
悔
恨
の
思
い
で
振
り
返
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
、

お
そ
ら
く
『
地
獄
変
』
を
書
き
上
げ
た
あ
と
、
芥
川
が
分
身
と
し
て
「
芸
術
」
と
対
峙
さ
せ
た
芸
術
家
像
で
あ
る
良
秀
の
死
を
代
償
に
芸

術
至
上
を
描
き
得
た
と
い
う
事
は
、『
地
獄
変
』
執
筆
直
後
に
お
い
て
も
芥
川
の
上
に
何
ら
か
の
影
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
大
正
八
年
以
降
の
芥
川
の
芸
術
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
良
秀
の
死
を
も

っ
て
地
獄
変
屏
風
絵
を
完
成
さ
せ
た
芥
川
が
、
菊
池
弘
氏
が
「
芸
術
至
上
主
義
の
態
度
で
意
識
的
創
作
活
動
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
れ
ば
、
当
然
人
間
の
深
層
の
追
求
に
進
ま
な
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
地
獄
変
』
ま
で
直
線
的
に
芸
術
と
向
き
合

っ
て
き
た
視
点
を
、
方
向
を
変
え
て
自
己
の
内
面
の
方
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
に
お

い
て
芥
川
が
キ
リ
ス
ト
教
を
題
材
に
し
た
作
品
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
作
品
世
界
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
視
点
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が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
こ
で
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
生
き
る
人
間
を
見
つ
め
て
い
た
と
い
う
事
実

は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二

芥
川
が
キ
リ
ス
ト
教
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
か
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
て
い
る
の
が
晩
年

の
遺
稿
と
も
な
っ
た
『
西
方
の
人
』
冒
頭
の
一
文
で
あ
る
。

わ
た
し
は
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
を
│
│
殊
に
カ
ト
リ
ツ
ク
教
を
愛
し
て
ゐ
た
。（
略
）
そ
れ
か
ら
又
何

年
か
前
に
は
ク
リ
ス
ト
教
の
為
に
殉
じ
た
ク
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
或
興
味
を
感
じ
て
ゐ
た
。
殉
教
者
の
心
理
は
わ
た
し
に
は
あ
ら
ゆ

る
狂
信
者
の
心
理
の
や
う
に
病
的
な
興
味
を
与
へ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
や
つ
と
こ
の
頃
に
な
つ
て
四
人
の
伝
記
作
者
の
わ
た
し

た
ち
に
伝
へ
た
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
。
ク
リ
ス
ト
は
今
日
の
わ
た
し
に
は
行
路
の
人
の
や
う
に
見
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
そ
れ
は
或
は
紅
毛
人
た
ち
は
勿
論
、
今
日
の
青
年
た
ち
に
は
笑
は
れ
る
で
あ
ら
う
。（
略
）
日
本
に
生
ま
れ
た
「
わ
た
し
の
ク

リ
ス
ト
」
は
必
ず
し
も
ガ
リ
ラ
ヤ
の
湖
を
眺
め
て
ゐ
な
い
。
赤
あ
か
と
実
の
つ
た
柿
の
木
の
下
に
長
崎
の
入
江
も
見
え
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。

（
１

こ
の
人
を
見
よ
）⑾

こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
合
い
が
「
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
芸
術
的
」
に
愛
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
と
す
る
芥
川
の
言
葉
は
ま
た
「
あ

る
鞭
」
の僕

は
年
少
の
時

硝
子
画
の
窓
や
振
り
香
炉
や
コ
ン
タ
ス
の
為
に
基
督
教
を
愛
し
た

そ
の
後
僕
の
心
を
捉
へ
た
も
の
は
聖
人
や

福
者
の
伝
記
だ
つ
た

僕
は
彼
等
の
捨
命
の
事
蹟
に
心
理
的
或
は
戯
曲
的
興
味
を
感
じ

そ
の
為
に
又
基
督
教
を
愛
し
た

即
ち
僕

は
基
督
教
を
愛
し
な
が
ら

基
督
教
的
信
仰
に
は
徹
頭
徹
尾
冷
淡
だ
つ
た

し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
好
か
つ
た

僕
は
千
九
百
二
十
二
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年
来

基
督
教
的
信
仰
或
は
基
督
教
徒
を
嘲
る
為
に
屡
短
編
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
艸
し
た

し
か
も
そ
れ
ら
の
短
編
は
や
は
り
い
つ

も
基
督
教
の
芸
術
的
荘
厳
を
道
具
に
し
て
ゐ
た

即
ち
僕
は
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
つ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
つ
た

僕
の

罰
を
受
け
た
の
は
必
ず
し
も
そ
の
為
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い

け
れ
ど
も
僕
は
そ
の
為
に
も
罰
を
受
け
た
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
る
⑿

と
語
る
言
葉
と
符
合
し
て
、
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
の
か
か
わ
り
の
有
り
様
を
知
る
上
で
重
要
な
箇
所
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。
即
ち
芥
川
に

お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
合
い
は
、
は
じ
め
は
全
く
信
仰
と
は
無
縁
な
と
こ
ろ
で
唯
「
芸
術
的
」
興
味
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
彼
の
き
り
し
た
ん
物
作
品
を
論
じ
る
時
に
は
こ
う
い
っ
た
芥
川
の
言
葉
が
重
視
さ
れ
て
、
芥
川
の
き
り
し
た
ん
物
作
品
は
キ
リ

ス
ト
教
を
扱
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
笹
渕
友
一
は
「
信
仰
と
は
没
交
渉
の
問
題
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、

宗
教
的
感
動
の
芸
術
化
と
い
う
、
お
そ
ら
く
芥
川
が
最
初
に
抱
い
て
い
た
命
題
か
ら
む
し
ろ
宗
教
的
感
動
か
ら
芸
術
的
感
動
へ
の
変

質
と
い
う
方
向
に
「
奉
教
人
の
死
」
を
傾
斜
さ
せ
た
⒀

と
捉
え
、
三
好
行
雄
は

「
奉
教
人
の
死
」
に
え
が
か
れ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
へ
の
宗
教
的
感
動
で
も
な
け
れ
ば
、
迫
害
に
耐
え
た
殉
教
者
の
美
で
も
な

い
。
こ
こ
に
は
宗
教
的
感
情
の
断
片
さ
え
発
見
で
き
な
い
。⒁

と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
面
に
於
い
て
の
要
素
は
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
。
或
は
石
割
透
氏
は
、

「
奉
教
人
の
死
」
の
作
者
は
、
沈
黙
に
終
始
し
た
彼
女
の
聖
ら
か
な
生
と
、
彼
女
を
誤
解
し
、
迫
害
し
よ
う
と
し
た
自
ら
の
罪
を

忘
却
し
な
が
ら
、
彼
女
の
生
を
賞
讃
す
る
こ
と
で
自
ら
の
聖
性
を
語
ろ
う
と
す
る
切
支
丹
の
徒
の
俗
悪
さ
を
、
同
時
に
見
て
と
り
、

孤
高
な
る
彼
女
の
生
を
、
そ
れ
と
相
対
化
し
た
中
で
浮
き
上
ら
せ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
作
者
と
、
作
者
を
囲
繞
す
る
当
時
の
文
壇
を

含
め
た
現
実
と
の
関
係
を
、
象
徴
す
る
様
相
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
周
囲
の
俗
悪
さ
か
ら
逆
に
照
射
さ
れ
る
形
で
、
逆
に
人
間
の
〈
孤

独
な
栄
光
〉
が
浮
か
び
上
が
る
、
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
「
奉
教
人
の
死
」
は
、「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」「
二
つ
の
手
紙
」、
ま

た
「
戯
作
三
昧
」
な
ど
と
も
、
性
質
が
似
て
い
る
、
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。⒂
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と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
罪
」
と
の
対
峙
の
中
で
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
最
後
に
注
目
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
宗
教
性
に
お
い
て
で
は

な
く
創
作
の
方
法
に
於
い
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、『
奉
教
人
の
死
』
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
面
で
評
価
す
る
論
は
あ
ま
り
な
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
実
は
こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
信
仰
の
面
で
あ
っ
た
り
、
キ
リ

ス
ト
教
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
そ
の
時
に
、
た
と
え
「
芸
術
的
」
興
味
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
を
意
識
し
た
上
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
眼
差
し
を
注
い
で
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
点
例
え
ば
『
奉
教
人
の

死
』
執
筆
よ
り
も
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
先
の
『
西
方
の
人
』「
こ
の
人
を
見
よ
」
で
は
、
か
つ
て
は
「
芸
術
的
」
に
捉
え
て
い
た
キ
リ

ス
ト
教
に
対
し
て
、
し
か
し
最
後
に
は
「
ク
リ
ス
ト
は
今
日
の
わ
た
し
に
は
行
路
の
人
の
や
う
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
言
い
、

「
あ
る
鞭
」
で
も
「
僕
は
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
っ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
芥
川
の
ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
な
自
白
を
記
し
て
い
る
の
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
方
向
性
を
考
え
る
と
、
芥
川
が
た
と
え

キ
リ
ス
ト
教
を
芸
術
と
対
置
し
た
視
点
で
と
ら
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
愛
し
て
ゐ
た
」
と
い
い
、「
ク
リ
ス

ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
芥
川
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
関
心
の
有
り
様
、
そ
の
影
響
を
見
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
彼
が
愛
す
る
と
実
感
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
彼
に
と
っ
て
如
何
な
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
か
。
ま
ず
手
が

か
り
と
し
て
、『
西
方
の
人
』
で
示
し
た
「
彼
是
十
年
ば
か
り
前
」
と
は
お
よ
そ
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
以
前
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
一
月
二
一
日
付
で
井
川
（
恒
藤
）
恭
に
宛
て
た
次
の
書
簡
が
あ
る
。

し
ひ
て
神
の
信
仰
を
求
む
る
必
要
な
し

信
仰
を
窮
屈
な
る
神
の
形
式
に
あ
て
は
む
れ
ば
こ
そ
有
無
の
論
も
お
こ
れ

自
分
は
「
こ

の
も
の
」
の
信
仰
あ
り

こ
は
「
芸
術
」
の
信
仰
な
り

こ
の
信
仰
の
下
に
感
ず
る
法
悦
が
他
の
信
仰
の
与
ふ
る
法
悦
に
劣
れ
り
と

も
思
は
れ
ず

す
べ
て
の
も
の
は
信
仰
と
な
ら
ず
ん
ば
駄
目
也

ひ
と
り
宗
教
に
於
て
の
み
な
ら
ず

ひ
と
り
芸
術
に
於
い
て
の
み
な
ら
ず

す
べ
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て
信
仰
と
な
り
て
は
じ
め
て
命
あ
ら
む
⒃

先
に
引
用
の
『
西
方
の
人
』「
こ
の
人
を
見
よ
」
に
お
い
て
芥
川
は
「
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
」
と
書
い
た
よ
う
に
、
芥
川

に
と
っ
て
は
そ
の
生
涯
に
於
い
て
「
キ
リ
ス
ト
」
に
見
た
の
は
、
自
分
と
同
じ
苦
悩
を
背
負
っ
て
立
つ
人
間
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
の
苦
悩

へ
の
共
鳴
で
あ
っ
た
。
先
の
引
用
に
続
く
「
こ
の
人
を
見
よ
」
で
は
「「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
は
必
ず
し
も
ガ
リ
ラ
ヤ
の
湖
を
眺
め
て

ゐ
な
い
。
赤
あ
か
と
実
の
つ
た
柿
の
木
の
下
に
長
崎
の
入
江
も
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
続
け
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
に
於
い
て
の

〈
キ
リ
ス
ト
〉
は
常
に
日
本
人
と
し
て
の
自
分
に
も
認
識
で
き
る
、
自
己
と
同
じ
平
面
上
で
認
識
で
き
る
範
囲
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
要

素
が
多
分
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
芥
川
自
身
が
、
青
春
時
代
か
ら
孤
独
感
と
暗
さ
に
お
い
て
認
識
し
て
き
た
実
生
活

と
の
対
峙
に
於
い
て
「
キ
リ
ス
ト
」
の
存
在
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
点
に
立
っ
て
、
芥
川
の
言
う
「
ク
リ
ス
ト
教
」

に
対
し
て
「
芸
術
的
」
興
味
と
す
る
言
葉
の
示
す
と
こ
ろ
を
考
え
れ
ば
、
芥
川
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
教
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か

の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

即
ち
、
芸
術
的
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
と
を
対
置
的
に
お
こ
う
と
す
る
芥
川
に
と
っ
て
は
、
芸
術
に
託
す
る
も
の
と
、
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
に
託
す
る
も
の
と
が
代
置
出
来
得
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
が
、
当
時
の
芥
川
の
心
情
に
注
目
す

る
と
、
と
り
わ
け
、
先
に
引
用
し
た
井
川
宛
て
の
書
簡
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
も
の
は
信
仰
と
な
ら
ず
ん
ば
駄
目
也

ひ
と
り
宗
教
に
於

い
て
の
み
な
ら
ず

ひ
と
り
芸
術
に
於
い
て
の
み
な
ら
ず

す
べ
て
信
仰
と
な
り
て
は
じ
め
て
命
あ
ら
む
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
い
け
な
い
点
だ
と
言
え
る
。
即
ち
、
両
者
を
対
置
的
に
於
い
た
意
識
と
し
て
は
そ
れ
は
ま
た
「
す
べ
て
信
仰
と
な
」
る
ほ
ど
に
両

者
が
密
接
に
対
峙
し
て
志
向
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
人
間
芥
川
と
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
が
芥
川
の
中
で
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ

う
に
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
即
ち
、
芸
術
と
キ
リ
ス
ト
教
と
人
間
芥
川
、
こ
の
三
者
の
関
わ
り
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
彼
の
キ

リ
ス
ト
教
に
対
す
る
意
識
を
信
仰
の
欠
如
と
い
う
理
由
だ
け
で
斥
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、「
信
仰
」
に
比
す
る
ほ
ど
の
強

い
意
識
を
も
っ
て
、
芸
術
と
対
峙
す
る
芥
川
を
支
え
促
す
も
の
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
身
近
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。

『
奉
教
人
の
死
』
を
明
確
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
て
論
じ
た
注
目
す
べ
き
論
と
し
て
は
佐
藤
泰
正
が
、
作
品
の
成
立
契

機
を
「
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
の
文
学
的
肉
化
を
め
ぐ
っ
て
、
芥
川
が
試
み
ん
と
し
」
た
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
と
し
、
い
か
に
し
て
「「
聖

者
」
を
描
き
う
る
か
」、「
一
片
の
無
償
の
愛
（
ア
ガ
ペ
エ
）
の
行
為
」
を
描
き
う
る
か
と
い
う
課
題
の
前
に
そ
の
主
題
が
展
開
さ
れ
て
い

く
と
い
っ
た
立
場
で
論
じ
て
い
る
。
佐
藤
の
論
は
、
言
い
換
え
れ
ば
『
地
獄
変
』
で
展
開
さ
れ
た
芸
術
至
上
の
姿
勢
が
こ
の
『
奉
教
人
の

死
』
で
は
、
芸
術
は
む
し
ろ
「
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
」⒄
を
描
く
た
め
の
方
法
と
し
て
の
位
置
に
あ
り
、
そ
の
「
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
」
を
芸

術
世
界
の
中
に
「
い
か
に
し
て
」
描
き
得
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
於
い
て
作
品
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
芥
川
の

実
生
活
と
芸
術
と
宗
教
の
三
者
の
密
接
な
関
わ
り
、
そ
し
て
『
地
獄
変
』
に
お
い
て
良
秀
の
死
を
も
っ
て
芸
術
至
上
の
境
地
を
描
い
た
そ

の
後
の
展
開
の
必
然
性
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
佐
藤
が
示
し
た
い
か
に
し
て
「「
聖
者
」
を
描
き
う
る
か
」「
そ
の
「
感
覚
的
な
」
描
写
の

只
中
に
、
作
の
主
想
│
│
無
償
の
愛
を
う
た
う
」
と
い
う
課
題
は
、『
地
獄
変
』
以
降
、
自
己
の
深
層
に
眼
差
し
を
注
ぎ
つ
つ
芸
術
家
の

道
を
求
め
て
い
く
芥
川
の
必
然
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
つ
つ
以
下
具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
。

三

作
品
構
成
の
特
徴
と
し
て
は
ま
ず
語
り
手
の
設
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。
語
り
手
の
設
定
に
つ
い
て
は
前
作
『
地
獄
変
』
の
方
法
を
踏
襲
し

み
も
の

た
も
の
と
言
え
る
が
、『
地
獄
変
』
で
は
二
〇
年
来
奉
公
し
て
い
る
側
近
の
侍
が
、「
あ
の
や
う
な
凄
じ
い
見
物
に
出
遭
つ
た
事
は
、
つ
い

ぞ
又
と
な
か
つ
た
位
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
し
て
過
去
に
起
っ
た
事
件
の
顛
末
を
語
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
凄
ま
じ
い

み
も
の

見
物
」
と
言
う
よ
う
に
語
り
手
は
事
件
の
全
容
を
知
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
な
に
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
も
初
め
か
ら
明
確
に
し
て
い

る
。
そ
れ
は
『
奉
教
人
の
死
』
に
お
い
て
も
「
去
ん
ぬ
る
頃
」「「
え
け
れ
し
あ
」（
寺
院
）
に
「「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
と
申
す
こ
の
国
の
少
年
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が
ご
ざ
っ
た
。」「
そ
の
信
心
の
堅
固
な
は
、
幼
い
に
も
似
ず
「
す
ぺ
り
お
れ
す
」（
長
老
衆
）
が
舌
を
捲
く
ば
か
り
で
あ
つ
た
」
と
書
き

出
し
て
お
り
、
か
つ
て
、「
え
け
れ
し
あ
」
に
纏
わ
る
信
仰
心
の
篤
い
「
ろ
う
れ
ん
ぞ
」
と
い
う
「
少
年
」
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
る
人
生
が

あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
直
接
知
っ
て
い
る
語
り
手
が
、
そ
の
特
異
な
人
生
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
物
語
が
語
り
出
さ

れ
て
い
る
点
に
共
通
し
た
手
法
が
認
め
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
語
り
手
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
『
奉
教
人
の
死
』
の
作
品
世
界

は
、
出
来
事
の
全
容
を
知
る
語
り
手
に
よ
っ
て
、

○
さ
る
程
に
三
年
あ
ま
り
の
年
月
は
、
流
る
ゝ
や
う
に
す
ぎ
た
に
由
つ
て
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
は
や
が
て
元
服
も
す
べ
き
時
節
と
な

つ
た
。

○
こ
の
国
の
諺
に
も
、
光
陰
に
関
守
な
し
と
申
す
通
り
、（
略
）
一
年
あ
ま
り
の
年
月
は
、
瞬
く
ひ
ま
に
過
ぎ
た
と
思
召
さ
れ
い
。

と
い
っ
た
語
り
方
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
一
切
の
無
駄
を
省
い
て
、
三
好
行
雄
が

事
実
が
事
実
の
上
に
か
さ
な
っ
て
ゆ
く
加
速
度
が
読
者
を
け
っ
し
て
あ
と
も
ど
り
さ
せ
な
い

と
指
摘
さ
れ
る
⒅
よ
う
に
、「
火
事
場
の
情
景
」
に
於
け
る
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
「
最
後
」
の
「
殉
教
」
に
よ
る
感
動
に
向
っ
て
加
速
度

的
に
集
約
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
以
外
の
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
人
生
の
一
切
を
切
り
捨
て
る
と
い
っ
た
、
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
破
る
恐
れ

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
程
の
危
険
を
あ
え
て
犯
し
て
ま
で
、
作
品
は
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
人
生
の
凝
縮
さ
れ
た
一
点
に
集
約
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
平
岡
敏
夫
氏
が
、

た
し
か
に
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
半
生
が
伏
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
最
期
」
が
生
き
て
く
る
。「
な
べ
て
、
人
の
世
の

尊
さ
は
、
何
も
の
に
も
換
え
難
い
、
刹
那
の
感
動
に
極
る
」
と
い
う
こ
と
ば
は
「
小
説
全
体
の
主
題
」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

り
、「『
ろ
お
れ
ん
ぞ
』
が
最
期
を
知
る
も
の
は
、『
ろ
お
れ
ん
ぞ
』
の
一
生
を
知
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
ば
が
生
き
て
く
る
の
で
あ

る
。⒆

と
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
事
件
の
全
容
を
知
っ
て
い
る
位
置
に
設
定
さ
れ
た
語
り
手
が
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
語
っ
て
い
く
作
品
の
も
う

一
つ
の
特
徴
は
、
そ
の
語
り
手
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
文
体
で
あ
ろ
う
。

『
奉
教
人
の
死
』
は
芥
川
自
ら
、
作
品
の
終
り
に
長
崎
耶
蘇
会
出
版
の
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」
下
巻
第
二
章
に
典
拠
を
得
た
も
の

で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
全
く
芥
川
の
創
作
で
あ
っ
て
、
内
田
魯
庵
が

篇
末
著
者
が
所
蔵
の
切
支
丹
本
『
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
』
か
ら
材
を
取
つ
た
と
い
ふ
記
事
を
見
た
切
支
丹
党
は
恰
も
メ
シ
ア
の
再

臨
を
聞
い
た
や
う
な
シ
ョ
ッ
ク
に
打
た
れ
た
。
今
思
ふ
と
馬
鹿
々
々
し
い
が
、
何
し
ろ
ド
コ
か
に
マ
ダ
世
に
知
ら
れ
な
い
切
支
丹
本

が
秘
蔵
さ
れ
て
ゐ
て
イ
ツ
か
は
世
に
出
る
時
が
必
ず
有
る
に
違
ひ
な
い
と
信
じ
切
つ
て
ゐ
た
最
中
だ
か
ら
『
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ

の

ぼ

あ
』
な
ど
と
い
ふ
ツ
イ
ぞ
聞
い
た
事
の
無
い
書
名
を
も
少
し
も
疑
は
ず
に
逆
上
せ
上
つ
た
の
で
、
ア
ト
に
な
つ
て
こ
そ
い
ろ
い
ろ
疑

点
も
生
じ
た
が
、
之
を
聞
い
た
瞬
間
は
疑
ふ
余
地
は
無
く
夢
中
に
な
つ
て
了
つ
た
。
夫
ま
で
芥
川
君
と
は
面
識
も
無
く
書
信
を
通
じ

た
事
さ
へ
無
か
つ
た
の
だ
が
、
恁
う
な
つ
て
は
矢
も
楯
も
堪
ら
ず
、
即
時
に
飛
札
を
芥
川
氏
の
寓
居
の
鎌
倉
へ
飛
ば
し
て
『
れ
げ
ん

だ
・
お
う
れ
あ
』
の
内
見
を
申
し
込
ん
だ
。⒇

と
生
々
し
く
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
好
書
家
の
あ
い
だ
で
物
議
を
か
も
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
と
は

別
に
実
際
の
典
拠
が
あ
っ
た
こ
と
は
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
柊
源
一
、
上
田
哲
な
ど
に
よ
っ
て
「
サ
ン
タ
マ

リ
ア
ノ
御
作
業
」「
聖
マ
リ
ナ
童
貞
伝
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「
サ
ン
タ
マ
リ
ア
ノ
御
作
業
」
と
「
聖
マ
リ
ナ
童
貞
伝
」
か
ら
の
典

拠
に
つ
い
て
は
両
氏
の
詳
細
な
実
証
に
委
ね
る
と
し
て
�
、
一
方
三
好
は
芥
川
が
作
品
に
追
記
を
施
し
た
の
は
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ

あ
」
の
典
拠
の
仮
構
を
ほ
ど
こ
す
た
め
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
御
出
以
来
五
百
九
十
六
年
、
慶
長
二
年
三
月
上
旬
鏤
刻
也
」
と
記
す
こ
と

で
、
む
し
ろ
文
禄
慶
長
期
の
口
語
で
語
る
語
り
手
の
設
定
と
、「
天
草
本
平
家
物
語
」
の
文
体
を
導
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る
�
。
確
か
に
語
り
手
の
用
い
る
「
去
ん
ぬ
る
頃
…
…
こ
の
国
の
少
年
が
ご
ざ
っ
た
。」
或
は
「
…
…
居
っ
た
げ
で
ご
ざ
る
。」
と
い
っ
た

特
異
な
口
調
が
作
品
構
成
上
の
重
要
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
こ
れ
ら
の
文
体
が
作
品
構
成
上
の
如
何
な
る
意
味
を
担
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っ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
三
好
の
云
う
文
禄
慶
長
期
の
「
天
草
本
平
家
物
語
」
に
習
っ
た
文
体
は
、
当
然
そ
の
時
代
と
場

所
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。
芥
川
の
歴
史
小
説
が
歴
史
を
テ
ー
マ
表
現
の
手
段
と
し
て
と
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
芥
川

自
身
『
澄
江
堂
雑
記
』
の
中
で
も
述
べ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
読
者
に
時
代
と
場
所
を
印
象
づ
け
る
文
体
は
、
伊
藤
四
士
郎
の
「
歴

史
小
説
の
仮
構
の
世
界
」
へ
導
び
か
せ
る
為
の
芥
川
の
「
周
到
な
配
慮
」
で
あ
る
と
す
る
指
摘
�
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、『
奉
教
人
の
死
』

が
芥
川
に
於
け
る
歴
史
小
説
形
態
で
あ
る
た
め
の
最
も
重
要
な
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
故
に
こ
の
場
合
、
そ
の

文
体
が
特
異
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
作
品
が
独
自
の
〈
場
〉
を
獲
得
し
、
そ
の
独
立
し
た
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
出
来
事
が
そ
れ
故

に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
し
て
く
る
と
い
う
効
果
が
考
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
文
体
が
特
異
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
を
他
か
ら
切
り

離
し
た
形
で
一
層
内
的
至
向
性
を
も
っ
た
統
一
世
界
へ
と
導
い
て
い
く
効
果
も
考
え
ら
れ
る
。
事
件
の
全
容
を
知
っ
た
位
置
に
設
定
さ
れ

る
語
り
手
と
、
そ
の
語
り
手
に
用
い
ら
れ
る
文
体
と
の
不
可
分
な
関
係
の
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
語
り
手
と
文
体
の
関
係

は
、『
地
獄
変
』
に
も
共
通
す
る
が
、
芸
術
至
上
の
境
地
を
よ
り
強
固
に
、
よ
り
鮮
明
さ
を
持
っ
て
描
く
た
め
に
芥
川
が
駆
使
し
た
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
事
件
を
全
て
過
去
の
も
の
と
し
て
語
り
あ
か
し
て
い
く
語
り
手
の
口
調
は
「
ご
ざ
る
」「
ご
ざ
っ
た
」
と
い
っ
た
よ
う
に

断
定
的
に
語
る
の
は
当
然
で
あ
も
あ
る
が
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
と
文
体
は
、
そ
の
断
定
的
語
り
方
が
一

層
効
果
的
に
な
っ
て
作
品
世
界
と
読
者
の
間
に
立
つ
語
り
手
の
存
在
を
明
確
に
し
、
そ
の
読
者
の
位
置
か
ら
一
線
を
引
き
作
品
世
界
に
客

観
性
を
与
え
、
読
者
を
作
品
の
個
々
の
出
来
事
に
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
な
く
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
「
最
後
」
に
向
っ
て
直
線
的
に
導
び

い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
作
品
世
界
は
、
序
文
の

た
と
ひ
三
百
歳
の
齢
を
保
ち
楽
し
み
身
に
余
る
と
云
ふ
と
も
未
来
永
久
の
果
し
な
き
楽
し
み
に
比
ぶ
れ
ば
夢
幻
の
如
し

の
一
文
と
、
作
中
の
一
の
結
末
の
箇
所

「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
が
最
後
を
知
る
も
の
は
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
一
生
を
知
る
も
の
で
は
ご
ざ
る
ま
い
か
。

が
見
事
に
付
合
し
て
、
超
時
間
的
に
、「「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
が
最
後
」
の
最
も
価
値
あ
る
一
点
に
集
約
さ
れ
た
統
一
世
界
を
展
開
し
て
い
く
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の
で
あ
る
。

四

『
奉
教
人
の
死
』
で
語
り
手
が
語
ろ
う
と
し
た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
、〈
火
事
場
の
情
景
〉
に
於
け
る
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
「
最
後
」
の

「
殉
教
」
の
場
面
の
「
刹
那
の
感
動
」
を
語
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
作
品
は
、
傘
張
り
の
娘
の
証
言
に
よ
っ
て
生
じ
た
周
囲
の
疑
惑
、
孤
独

に
耐
え
て
、
信
仰
を
保
ち
つ
づ
け
、
身
を
捨
て
て
猛
火
の
中
へ
飛
び
込
ん
で
赤
子
を
救
い
出
し
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
行
為
を
中
心
に
展

開
さ
れ
る
。

『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
中
で

彼
は
い
つ
死
ん
で
も
悔
い
な
い
や
う
に
烈
し
い
生
活
を
す
る
つ
も
り
だ
つ
た
。（
三
十
五

道
化
人
形
）�

と
書
い
た
芥
川
は
、『
西
方
の
人
』
で
は

一
度
で
も
悔
い
改
め
た
も
の
は
│
│
美
し
い
一
瞬
間
を
持
つ
た
も
の
は
い
つ
も
「
限
り
な
き
命
」
に
入
つ
て
ゐ
る
。（
２０

エ
ホ

バ
）�

と
書
き
と
め
る
。『
或
阿
呆
の
一
生
』
は
冒
頭
に
久
米
正
雄
宛
に
「
僕
は
今
最
も
不
幸
な
幸
福
の
中
に
暮
ら
し
て
ゐ
る
」
と
書
い
た
一
文

を
加
え
て
い
る
。「
最
も
不
幸
な
幸
福
」
と
は
ま
さ
に
死
へ
踏
み
出
し
た
〈
今
〉
の
心
情
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
聖

書
』
の
中
の
イ
エ
ス
に
最
後
ま
で
問
を
発
し
続
け
た
『
西
方
の
人
』
で
は
人
生
へ
の
深
い
諦
念
と
、「
死
」
を
眼
前
に
し
て
懸
命
に
何
か

を
模
索
し
託
そ
う
と
し
た
必
死
の
問
い
か
け
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
最
晩
年
の
二
作
品
に
お
け
る
引
用
箇
所
は
、『
奉
教
人
の
死
』
に

お
け
る
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
「
刹
那
の
感
動
」
を
語
ろ
う
と
す
る
芥
川
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
重
要
で
あ
る
。『
或
阿
呆
の
一
生
』『
西
方

の
人
』
に
於
い
て
は
間
近
に
認
識
す
る
死
へ
の
恐
れ
の
中
で
、
そ
れ
で
も
残
さ
れ
た
時
間
を
悔
い
の
無
い
よ
う
に
「
烈
し
い
生
活
」
を
す
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る
こ
と
で
「
限
り
な
き
命
」
へ
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
望
み
を
託
そ
う
と
す
る
懸
命
さ
が
う
か
が
え
る
の
だ
が
、

『
奉
教
人
の
死
』
で
は
、「
美
し
い
一
瞬
間
」
を
「
限
り
な
き
命
」
へ
昇
華
す
る
こ
と
へ
の
願
い
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
死
を
も
恐

れ
ず
に
赤
子
を
救
い
出
し
た
、
ま
さ
に
い
か
な
る
解
釈
を
も
超
え
た
「
烈
し
い
生
活
」
の
証
を
語
り
手
を
通
し
た
客
観
的
な
視
点
で
、
一

種
の
憧
憬
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
傘
張
の
娘
の
虚
偽
の
言
葉
や
娘
の
妊
娠
と
い
っ
た
皮
相
的
な
現
象
の
み
で
そ
れ
ま
で

の
三
年
あ
ま
り
も
の
日
々
の
こ
と
を
簡
単
に
反
古
に
し
て
、
安
易
に
判
断
を
下
し
て
き
た
民
衆
や
伴
天
連
た
ち
を
通
し
て
、
芥
川
が
こ
れ

ま
で
に
体
験
し
て
き
た
深
い
絶
望
と
虚
無
に
満
ち
た
実
生
活
の
暗
さ
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
実
生
活
と
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
一
瞬

間
の
生
命
の
燃
焼
、
極
言
す
れ
ば
そ
の
「
ろ
う
れ
ん
ぞ
」
が
最
後
に
見
せ
た
「
安
ら
か
な
ほ
ほ
笑
み
」
を
見
事
に
美
化
さ
れ
た
理
想
の
世

界
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
佐
古
純
一
郎
が
「
殉
教
の
美
学
」�
と
称
し
た
『
奉
教
人
の
死
』
で
芥
川
が

描
こ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
「
殉
教
」
の
一
瞬
に
あ
る
美
的
感
動
で
あ
っ
た
。

芥
川
は
後
に
「
一
つ
の
作
が
出
来
上
る
ま
で
」
で

そ
の
火
事
の
と
こ
ろ
は
初
め
ち
つ
と
も
書
く
気
が
し
な
か
つ
た
の
で
、
只
主
人
公
が
病
気
か
何
ん
か
に
な
つ
て
、
静
か
に
死
ん
で
行

く
と
こ
ろ
を
書
く
つ
も
り
で
あ
つ
た
。�

と
振
り
返
り
、
途
中
で
急
に
「
火
事
場
の
景
色
を
思
ひ
つ
い
て
」
取
り
入
れ
る
よ
う
に
変
更
し
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
こ
の
火
事
場
の
情

景
と
は
、
前
作
『
地
獄
変
』
で
も
艮
秀
を
「
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
」
に
導
び
い
た
、
牛
車
炎
上
の
場
面
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
の

た
ぎ

『
地
獄
変
』
の
場
面
に
於
い
て
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
真
っ
赤
に
「
燃
え
沸
つ
て
ゐ
る
」
炎
は
、
芥
川
に
と
っ
て
生
命
の
燃
焼
で
あ
り
、

人
生
の
「
一
瞬
間
」
の
凝
縮
し
た
達
成
の
時
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
の
引
用
文
に
加
え
、
こ
れ
ま
で
も
度
々

指
摘
さ
れ
て
き
た
、

架
空
線
は
不
相
変
鋭
い
火
花
を
放
つ
て
ゐ
た
。
彼
は
人
生
を
見
渡
し
て
も
何
も
特
に
欲
し
い
も
の
は
な
か
つ
た
。
が
、
こ
の
紫
色
の

火
花
だ
け
は
│
│
凄
ま
じ
い
空
中
の
火
花
だ
け
は
命
と
取
り
換
へ
て
も
つ
か
ま
へ
た
か
つ
た
。（
八

火
花
）�
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の
一
文
に
お
い
て
も
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
芥
川
が
火
事
場
の
情
景
を
思
い
つ
い
た
の
が
作
品
執
筆
の
ど
の
あ
た
り
だ
っ
た
か
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
が
無
実
の
罪
を
背
負
っ
て
教
会
を
追
放
さ
れ
る
時
、「
ろ
わ
ん
ぞ
」
の
頭
上
に
「
ゆ
ら
ぐ
日

輪
」
に
つ
い
て
、
火
事
場
の
場
面
で
語
り
手
が
、

何
故
か
そ
の
時
、
心
の
眼
に
は
凩
に
揺
る
る
日
輪
の
光
を
浴
び
て
「
さ
ん
た
る
ち
や
」
の
門
に
立
ち
き
は
ま
つ
た
美
し
げ
な
「
ろ
お

れ
ん
ぞ
」
の
姿
が
浮
ん
だ
と
申
す
。

と
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
そ
の
段
階
で
、
結
末
の
火
事
場
の
情
景
で
の
燃
え
さ
か
る
炎
を
背
に
し
て
立
つ
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
姿
が
暗
示

さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
凩
に
揺
ら
ぐ
日
輪
」
を
背
に
「
う
な
だ
れ
て
」
教
会
を
去
っ
て
い
っ
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
が
、
そ

の
姿
を
再
び
あ
ら
わ
し
た
の
も
「
恐
ろ
し
い
風
が
吹
き
渡
」
り
、
燃
え
さ
か
る
炎
を
背
に
し
て
で
あ
っ
た
。「
凩
に
揺
ら
ぐ
日
輪
」
を
背

に
し
た
「
う
な
だ
れ
」
た
姿
か
ら
燃
え
さ
か
る
家
を
「
目
も
は
な
た
ず
」
見
つ
め
て
い
る
姿
へ
、
生
命
の
凝
縮
で
あ
り
燃
焼
で
あ
り
を
示

す
赤
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
た
二
つ
の
場
面
を
背
に
し
て
の
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
姿
は
、
語
り
手
が
こ
の
作
品
で
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い

た
か
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
結
末
に
凝
縮
さ
れ
た
人
生
を
語
る
の
に
ま
さ
に
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
品
は
語
り
手
の
目
的
に
従
っ
て
、
火
事
場
の
情
景
か
ら
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
殉
教
の
場
面
へ
と
、
一
気
に
高
調
し
て
い
く
。『
地
獄

変
』
で
牛
車
炎
上
の
光
景
の
中
か
ら
良
秀
に
芸
術
至
上
の
道
を
獲
得
さ
せ
た
芥
川
は
、
い
ま
火
事
場
の
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
行
為
に
接
し

て
、
作
品
を
急
速
に
そ
の
感
動
の
頂
点
に
向
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
作
品
世
界
が
宗
教
的
感
動
よ
り
も
芸
術
的
感
動
の
も
と
に
展
開
さ
れ
る

と
指
摘
さ
れ
る
の
は
笹
淵
友
一
で
あ
る
が
、
こ
の
火
事
場
の
情
景
に
接
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
感
動
の
世
界
は
確
か
に
『
地
獄
変
』
の
世

界
と
無
縁
で
は
な
い
。
炎
の
中
に
身
を
捨
て
て
赤
子
を
救
っ
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
「
安
ら
か
な
ほ
ほ
笑
み
を
脣
に
止
め
た
ま
ま
、
静
か

に
息
」
絶
え
た
そ
の
姿
の
う
え
に
は
、
良
秀
の
「
恍
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
」
と
同
質
の
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
よ
う
。
平
岡
敏
夫

氏
は

殉
教
の
道
を
歩
ん
だ
「
こ
の
国
の
う
ら
若
い
女
」。
こ
の
「
刹
那
の
感
動
」
は
た
ん
に
殉
教
と
い
う
行
為
か
ら
の
み
生
じ
た
も
の
で
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は
な
い
。
そ
れ
が
「
こ
の
国
の
う
ら
若
い
女
」
の
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
深
く
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
読
者
よ
り
も
作

者
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
り
真
実
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。『
聖
人
伝
』
は
（
略
）
そ
の
忍
耐
・
難
行
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
惨
憺
た

る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
の
書
が
作
ら
れ
た
意
味
が
深
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
宗
教
の
書
で
あ
る
。
芥
川
に
お
い
て
は
、

そ
の
「
殉
教
」
は
美
、
す
な
わ
ち
「
う
ら
若
い
女
」
と
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
美
は
「
こ
の
国
」
と
結
び
つ
い
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
奉
教
人
の
死
」
は
、
む
ろ
ん
宗
教
の
書
で
は
な
く
、
美
の
書
で
あ
り
、
日
本
的
（「
長
崎
」
的
を
ふ

く
む
）
美
の
書
で
あ
る
。�

と
作
品
を
「
日
本
的
美
の
書
」
で
あ
り
、
美
的
感
動
に
主
題
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
『
奉
教
人
の
死
』
が

『
戯
作
三
昧
』『
地
獄
変
』
と
同
じ
芸
術
至
上
を
標
榜
す
る
作
品
の
列
に
於
い
て
の
み
処
理
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
主

張
で
あ
る
。
例
え
ば
平
岡
敏
夫
氏
は
芸
術
的
感
動
に
主
題
が
あ
る
と
し
つ
つ
も
、

芥
川
は
「
霊
魂
」
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。「
見
ら
れ
い
。『
し
め
お
ん
』
見
ら
れ
い
。」
と
く
り

返
す
場
面
の
高
潮
は
た
ん
に
美
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
美
と
不
可
分
の
「
霊
魂
」
が
そ
こ
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。�

と
し
て
、「
美
」
と
不
可
分
に
あ
る
「
霊
魂
」
に
も
注
目
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
作

品
世
界
が
い
か
に
芸
術
的
感
動
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
こ
こ
で
特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
素
材
を
取
り
上
げ
、
彼
が
愛
す
る
と
実
感
す
る

キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
目
を
注
ぎ
な
が
ら
作
品
を
描
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
り
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
る
感
動
も
伴
天
連
た
ち
が
祈

り
を
唱
え
る
中
で
殉
教
を
と
げ
て
い
く
ろ
お
れ
ん
ぞ
の
姿
故
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
ろ
お

れ
ん
ぞ
」
の
最
後
に
あ
る
「
刹
那
の
感
動
」
に
対
し
て
、
そ
れ
が
、
信
仰
に
生
命
を
捧
げ
た
人
間
の
真
実
世
界
の
美
し
さ
に
対
す
る
も
の

で
あ
り
、
語
り
手
が
そ
の
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
最
後
の
「
安
ら
か
な
ほ
ゝ
笑
み
」
を
「
は
ら
い
そ
」
の
「
ぐ
ろ
り
や
」
を
仰
ぎ
見
つ
づ
け

て
い
た
と
明
確
に
言
い
切
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
色
彩
を
題
材
に
し
た
作
品
を
、
作
品
世
界
が
護
教
的
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
文
芸
的
価
値
が
計
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
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の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
作
者
が
そ
こ
に
何
を
信
じ
、
何
を
託
そ
う
と
し
、
何
を
見
据
え
て
い
た
の
か
、
そ
こ
ま
で
深
く
探
ら
な
い
限
り
作

品
の
主
題
は
解
き
明
か
さ
れ
得
な
い
。
先
に
も
一
部
を
引
用
し
た
が
、
佐
藤
泰
正
は
『
奉
教
人
の
死
』
の
主
題
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

作
者
は
「
聖
者
」
を
描
き
う
る
か
、
否
、「
聖
者
」
の
生
涯
は
描
き
え
ず
と
も
、
な
お
一
片
の
無
償
の
愛
（
ア
ガ
ペ
エ
）
の
行
為
を
、

主
題
と
し
て
描
き
う
る
か
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
直
面
し
て
試
み
た
、
そ
の
手
法
に
こ
そ
芥
川
の
独
創
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。�

或
は
関
口
安
義
氏
は

芥
川
は
無
私
の
愛
│
│
井
川
恭
の
言
う
「
純
一
の
愛
」
の
存
在
を
疑
い
な
が
ら
、
一
方
で
『
新
約
聖
書
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
キ
リ

ス
ト
教
的
な
愛
（
ア
ガ
ペ
ー
）
を
常
に
求
め
て
い
た
。「
奉
教
人
の
死
」
に
は
、
そ
う
し
た
無
私
の
愛
・
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
が
確
か
に

謳
わ
れ
て
い
る
。�

と
述
べ
て
い
る
。
佐
藤
や
関
口
氏
の
指
摘
す
る
一
片
の
無
償
の
愛
（
ア
ガ
ペ
エ
）
の
行
為
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
前
提
に
掲
げ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
芥
川
の
描
く
火
事
場
の
情
景
に
於
け
る
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
象
徴
的
行
動
は
、
冒
頭
で
「
信
心
の
堅
固
な
は
、
幼
い
に

も
似
ず
「
す
ぺ
り
お
れ
す
」（
長
老
衆
）
が
舌
を
捲
く
ば
か
り
で
あ
つ
た
」
と
紹
介
さ
れ
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
、
ま
さ
に
そ
の
信
仰
に

基
づ
い
た
一
片
の
無
償
の
愛
の
行
為
の
実
践
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
語
り
手
が
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
物
語
で
語
ろ
う
と
し
た
の
は
ま
さ

に
こ
の
一
点
で
あ
る
。
伴
天
連
た
ち
の
祈
り
を
「
御
経
を
誦
せ
ら
れ
る
声
が
、
お
ご
そ
か
に
悲
し
く
耳
に
入
つ
た
」
と
や
や
冷
め
た
語
り

方
で
退
け
、
宗
教
的
感
動
よ
り
も
芸
術
的
感
動
の
中
に
作
品
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
語
り
手
の
高
調
し
た
口

調
が
信
仰
心
の
篤
い
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
一
片
の
無
償
の
愛
の
行
為
を
見
事
な
ま
で
に
美
し
い
感
動
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ

そ
、
き
り
し
た
ん
物
文
芸
と
し
て
の
『
奉
教
人
の
死
』
を
捉
え
る
上
で
最
も
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
は
ら
い
そ
」
の
「
ぐ
ろ

り
あ
」
を
仰
ぎ
見
つ
つ
「
安
ら
か
な
ほ
ほ
笑
み
」
を
浮
べ
て
息
絶
え
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
姿
こ
そ
、
真
実
世
界
へ
の
飛
翔
に
美
化
さ
れ

た
人
間
の
実
在
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
芥
川
が
、
一
種
の
仰
望
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
深
く
眼
を
注
い
で
い
た
、
そ
の
芥
川
の
心
情

芥
川
龍
之
介
『
奉
教
人
の
死
』
論

一
八



が
全
的
に
託
さ
れ
た
姿
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

註⑴

芥
川
龍
之
介
『
澄
江
堂
雑
記
』（
告
白
）『
芥
川
龍
之
介
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
よ
り
刊
行
開
始
の
も
の
を
使
用
）
第
十

巻
、
二
八
二
頁
。

⑵

三
好
行
雄
「
奉
教
人
の
死
」『
作
品
論
の
試
み
』
至
文
堂
（
三
好
行
雄
著
作
集
、
第
五
巻
、
一
八
〇
〜
一
八
一
頁
）

⑶

山
本
芳
明
「
大
正
六
年
│
│
文
壇
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
」『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
』
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
一
二
月
一
六
日
、
ひ

つ
じ
書
房
、
一
〇
五
〜
一
〇
六
頁
。

⑷

芥
川
龍
之
介
『
芸
術
そ
の
他
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
五
巻
、
一
六
四
〜
一
六
九
頁
。

⑸

清
水
康
次
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』
和
泉
書
院

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
四
月

一
二
五
頁
。

⑹

三
好
行
雄
「
あ
る
芸
術
家
の
生
涯
│
│
「
戯
作
三
昧
」
と
「
地
獄
変
」」（
初
出
「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
六
二
年
八
月
号
、「
三
好
行
雄
著
作
集
第

三
巻
『
芥
川
龍
之
介
論
』
筑
摩
書
房
」
所
収
、
九
七
頁
）。

⑺

関
口
安
義
「
自
己
確
立
の
ド
ラ
マ
│
│
「
戯
作
三
昧
」
の
世
界
」「
文
教
大
学
国
文
」
第
三
五
号
、
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
三
月

⑻

三
好
行
雄
、
注
⑹
に
同
じ
。
九
五
頁
。

⑼

三
好
行
雄
、
注
⑹
に
同
じ
。
一
〇
九
頁
。

⑽

菊
池
弘
「
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
「
芥
川
龍
之
介
の
志
向
し
た
も
の
」」「
国
文
学
」
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
二
月
号

学
燈
社
（
越
智
春
雄
、

菊
池
弘
、
平
岡
敏
夫
、（
司
会
）
三
好
行
雄
）

⑾

芥
川
龍
之
介
『
西
方
の
人
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
一
五
巻
、
二
四
六
頁
。

⑿

芥
川
龍
之
介
「
あ
る
鞭
」（
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
頃
の
作
品
）、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
、
二
二
一
頁
。

⒀

笹
淵
友
一
「「
奉
教
人
の
死
」
と
「
じ
ゅ
り
あ
の
吉
助
」」、「
ソ
フ
ィ
ア
」
上
智
大
学
、
第
十
七
巻
三
号
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
一
二
月
三

〇
日
、
二
六
頁
。

⒁

三
好
行
雄
「
奉
教
人
の
死
」『
作
品
論
の
試
み
』
至
文
堂
（
三
好
行
雄
著
作
集
、
第
五
巻
、
一
六
〇
頁
）。

⒂

石
割
透
「「
奉
教
人
の
死
」
│
│
語
る
こ
と
と
沈
黙
と
│
│
」（『〈
芥
川
〉
と
呼
ば
れ
た
芸
術
家
│
中
期
作
品
の
世
界
』
一
九
九
二
年
八
月
、
有
精

堂
、
一
七
七
〜
一
七
八
頁
）。

芥
川
龍
之
介
『
奉
教
人
の
死
』
論

一
九



⒃

井
川
恭
宛
書
簡
、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
七
巻
、
一
七
五
頁
。

⒄

佐
藤
泰
正
「『
奉
教
人
の
死
』
と
『
お
ぎ
ん
』」（
初
出
「
国
文
学
研
究
」
第
五
号
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
一
〇
月
、『
芥
川
龍
之
介
論
』
翰

林
書
房
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
九
月
二
〇
日
、
四
八
頁
、
四
一
頁
）。

⒅

三
好
行
堆
、
注
⑵
に
同
じ
。
一
六
三
頁
。

⒆

平
岡
敏
夫
「
奉
教
人
の
死
」『
芥
川
龍
之
介
│
│
抒
情
の
美
学
』
一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
一
一
月
、
大
修
館
書
店
、
二
六
二
頁
。

⒇

内
田
魯
庵
「
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
」『
文
芸
春
秋
』
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
九
月
。

�

柊
源
一
の
「
サ
ン
タ
マ
リ
ナ
ノ
御
作
業
」
説
、
上
田
哲
の
「
聖
マ
リ
ナ
童
貞
伝
」
説
に
つ
い
て
の
考
証
は
三
好
行
雄
の
『
作
品
論
の
試
み
』「
奉

教
人
の
死
」
論
に
詳
し
い
。

�

三
好
行
雄
、
注
⑵
に
同
じ
。
一
六
二
頁
。

�

伊
藤
四
士
良
「『
奉
教
人
の
死
』
に
関
す
る
ノ
オ
ト
」、
駒
尺
喜
美
編
『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
八
木
書
店
、
所
収
、
七
〇
頁
。

�

芥
川
龍
之
介
『
或
る
阿
呆
の
一
生
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
六
巻
、
五
六
頁
。

�

芥
川
龍
之
介
『
西
方
の
人
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
五
巻
、
二
五
九
頁
。

�

佐
古
純
一
郎
「
芥
川
龍
之
介
に
於
け
る
芸
術
の
運
命
」（『
近
代
日
本
文
学
の
倫
理
的
探
究
』
審
美
社
、
所
収
）

�

芥
川
龍
之
介
「
一
つ
の
作
が
出
来
上
る
ま
で
│
│
「
枯
野
抄
」
│
│
「
奉
教
人
の
死
」
│
│
」（
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
四
月
一
日
、「
文
章
倶
楽

部
」
第
五
年
第
四
号
（『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
六
巻
、
五
二
頁
））。

�

芥
川
龍
之
介
『
或
る
阿
呆
の
一
生
』「
火
花
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
六
巻
、
四
三
頁
。

	

平
岡
敏
夫
、
前
掲
書
、
二
七
二
〜
二
七
三
頁
。




平
岡
敏
夫
、
前
掲
書
、
二
七
四
頁
。

�

佐
藤
泰
正
、
前
掲
書
、
一
六
頁
。

�

関
口
安
義
「
奉
教
人
の
死
」「
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
」
第
４
号
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
九
月
三
〇
日
（『
芥
川
龍
之
介
新
論
』
翰
林
書

房
、
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
五
月
一
一
日
、
一
〇
七
頁
）。

│
│
文
学
部
教
授
│
│

芥
川
龍
之
介
『
奉
教
人
の
死
』
論

二
〇


