
戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て

戦
後
の
小
林
秀
雄

―
―

そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ

っ
て

一

戦
後
の
小
林
に
お
け
る

〈宗
教
性
〉
の
深
ま
り
は
、
第
二
の

『
罪
と
罰
』

論
や

『白
痴
』
論
は
も
と
よ
り
、
『
ゴ
ツ
ホ
の
手
紙
』
や

『
近
代
絵
画
』
（特

に
セ
ザ
ン
ヌ
）
な
ど
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
特
に

『
罪
と
罰
』
論
に
お
け

る
視
覚
の
逆
転
な
ど
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
だ
が
、
ラ
ン
ボ
オ
を
論
じ
て
は

〈
砂
漠

へ
の
道
と
い
ふ
道
を
歩
み
尽
し
た
歩
行
者
よ
〉

〈
お
前
に
は
こ
ん
な

声
が
聞
え
て
来
な
い
か
―
―
ラ
ン
ボ
オ
よ
、
お
前
は
い
つ
も
私
か
ら
逃
げ
た

と
考
え
て
ゐ
た
か
〉
と
い
う
ク
ロ
オ
デ
ル
の
言
葉
に
ふ
れ
て
、
「
僕
は
ク
ロ

オ
デ
ル
の
信
仰
は
持
た
ぬ
。
然
し
、
往
時
は
拒
絶
し
た
彼
の
独
断
が
、
今

は
、
心
に
泌
み
渡
る
」
と
語
る
所
に
も
、
そ
の

〈信
〉
な
る
世
界

へ
の
傾
き

は
あ
ざ
や
か
に
見
え
て
来
よ
う
。

第
二
の

『白
痴
』
論
を
終

っ
て
、
自
分
に
は
つ
い
に
キ
リ
ス
ト
教
は
分
ら

ぬ
と
言
い
つ
つ
、
翌
年
か
ら
大
作

『本
居
宣
長
』
を
始
め
た
彼
は
、
ど
こ
へ

回
帰
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
こ
と
は
こ
こ
で
終
ら
ず
、
最
後
は

「
あ
ん
な
に

佐

藤

泰

正

隠
し
に
隠
し
た
人
は
ゐ
な
い
」
、
彼
こ
そ
は
最
も
日
本
的
な

「
ほ
う
と
う
の

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
」
と
言

っ
て
敬
慕
し
て
い
た
、
白
鳥
に
つ
い
て
の
論
を
書

こ
う
と
し
て
い
る
。
惜
し
く
も
未
完
に
終

っ
た
が
、
そ
の
真
意
は
何
か
。
逆

流
す
れ
ば
、
そ
の
初
源
の

一
点
は
た
し
か
に
あ
る
。
こ
の
彼
な
り
の
機
微
を

限
ら
れ
た
時
間
な
が
ら
語

っ
て
み
た
い
。

こ
れ
は
こ
の
夏
の
学
会

（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
九
州
支
部
、
夏
期
セ

ミ
ナ
ー
）
で
の
講
演
の
た
め
に
書
い
た
要
旨
だ
が
、
以
下
こ
れ
を
い
さ
さ
か

敷
衛
し
て
み
た
い
。

小
林
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
は
戦
前
、
昭
和
八
年

一
月

（『
永
遠
の
良

人
し

か
ら
始
ま

っ
て
い
る
が
、
戦
後

『
罪
と
罰
』
、
『
白
痴
』
に
つ
い
て
は

再
度
論
じ
て
い
る
。
そ
の
第
二
の

『
罪
と
罰
』
論

（『
「
罪
と
罰
」
に
つ
い

て
』
Ⅱ
、
昭
２３

・
‐１
、
「
創
元
」
第
二
輯
）
が
、
戦
前
の
そ
れ

（『
「
罪
と

罰
」
に
つ
い
て
』
Ｉ
、
第

一
回
は
昭
９

ｏ
２
、
「
行
動
」
。
第
二
回
は

「
文

士
ご
、
同
５
。
第
二
回
は
再
び

「行
動
」
、
同
７
）
と
大
き
く
変

っ
て
い
る
こ

と
は
、
我
々
の
眼
を
驚
か
す
も
の
が
あ
る
。
戦
前
の
論
で
は
、
ラ
ス
コ
ル
ニ
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コ
フ
は
終
始

〈道
化
〉
と
呼
ば
れ
る
。
彼
が

「
ソ
オ

ニ
ャ
の
足
下
に
俯
伏

す
」
の
も
、
「
ラ
ザ

ロ
の
復
活
を
読
む
こ
と
を
強
請
す
る
」
場
面
も
、
す
べ

て
は
そ
の

〈道
化
〉

〈欺
臓
〉
の

「頂
点
に
達
す
る
」
場
面
で
あ
り
、
「
彼

は
お
前
に
頭
を
下
げ
た
の
で
は
な
い
。
人
類
全
体
の
苦
痛
の
前
に
頭
を
下
げ

た
の
だ
」
と
い
う
、
あ
の
ソ
ー
ニ
ャ
ヘ
の
告
白
も
、
所
詮
は

「
ウ
ル
ト
ラ

ｏ

エ
ゴ
イ
ス
ト
の
叫
び
の
上
に
演
じ
ら
れ
た
悲
痛
な
欺
喘
」

で
あ
り
、

ソ
ー

ニ
ャ
も
ま
た

「
己
れ
の
本
性
を
映
す
に
最
も
好
都
合
な
鏡
」
と
し
て
の
、
彼

自
身
の

〈創
作
〉
に
過
ぎ
ぬ
と
さ
え
言
う
。

こ
の
は
げ
し
い
苛
立
ち
を
込
め
た
批
評
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
何
か
。
そ

れ
は
同
時
代
の
知
識
人
、
文
壇
人

へ
の
小
林
の
痛
烈
な
批
判
と
も
読
め
る

が
、
そ
れ
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の

作
品
自
体
が
評
者
自
身
を
映
す

「好
都
合
な
鏡
」
と
も
な

っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
「
批
評
と
は
他
人
の
作
品
を
ダ
シ
に
し
て
自
己
を
語
る
こ
と
だ
」

と
は
、
周
知
の
小
林
初
期
の
言
葉
だ
が
、
た
し
か
に
こ
こ
で
は
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
イ
の
作
品
自
体
が
無
意
識
裡
に
己
れ
を
語
る
た
め
の
ダ
シ
だ

っ
た
と
も

言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
小
林
は
後
に
な

っ
て
、
「
批
評
と
は
無
私

に
至
る
道
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
て
い
る
。

〈無
私
〉
と
は
ほ
か
な

ら
ぬ
、
分
析
と
か
批
評
と
か
い
っ
た
も
の
を
棄
て
て
、
相
手
の
な
か
に
ま
る

ご
と
自
分
が
入

っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
戦
後
の
第
二
の
論

は
、
ま
さ
し
く
そ
の
あ
か
し
と
も
い
う
べ
き
姿
を
も

っ
て
語
り
と
ら
れ
て
ゆ

ソ
ー
ニ
ャ
は
も
は
や
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
が
創
り
出
し
た

〈鏡
〉
な
ら
ぬ
、

「
何
故
世
の
中
に
は
、
こ
ん
な
不
幸
が
あ
る
の
か
、
と
い
ふ
彼
の
疑
間
に
応

ず
る
も

つ
と
も
大
き
な
疑
間
の
如
く
」
「
眼
前
に
立
ち
は
だ
か
」
る
。
「
こ
の

人
は
何
を
言
は
う
と
何
を
為
さ
う
と
、
神
様
は
御
存
じ
だ
。
こ
の
人
は
限
り

な
く
不
幸
な
人
だ
」
と

「見
抜
い
て
了
ふ
」
。
「
こ
れ
が
彼
女
の
人
間
認
識
の

全
部
で
あ
る
。
ソ
ー
ニ
ヤ
の
眼
は
、
根
低
的
に
は
又
作
者
の
眼
で
あ

つ
た
に

相
違
な
い
と
僕
は
信
じ
る
」
と
小
林
は
い
う
。
こ
れ
は
そ
の
変
化
の

一
例
だ

が
、
こ
う
し
て
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
も
の
は
、
も
は
や

〈道
化
〉
な
ら
ぬ
、

真
率
に
し
て
無
垢
な
る

「
無
心
の
子
」
で
あ
り
、
フ
一
イ
チ
エ
ア
ン
に
な
る

に
は
あ
ん
ま
り
烈
し
く
無
垢
で
あ
り
過
ぎ
た
」
。
「彼
が
体
現
し
た
も
の
は
、

精
神
の
自
由
な
気
違
ひ
染
み
た
無
償
性
で
あ
り
、
こ
れ
に
気
違
ひ
染
み
た
行

為
の
無
償
性
が
呼
応
す
る
と
こ
ろ
に
彼
の
悲
劇
が
完
成
す
る
」
。
こ
れ
は
も

は
や
い
か
な
る

「
犯
罪
小
説
で
も
心
理
小
説
で
も
」
な
く
、
「
如
何
に
生
く

べ
き
か
を
間
う
た
或
る

『
猛
り
狂

つ
た
良
心
』
の
記
録
な
の
で
あ
る
」
と
い

う
。こ

こ
に
は
も
は
や
こ
れ
を
論
じ
て
、
ひ
と

つ
の

「空
想
が
、
観
念
が
、
理

論
が
、
人
間
の
頭
の
な
か
で
、
ど
れ
ほ
ど
奇
怪
な
情
熱
と
化
す
る
か
」
、
そ

の
可
能
性
を
試
し
て
み
た
と
言
い
、
そ
こ
に
現
れ
る
も
の
は

〈道
化
〉
で
あ

り
、
す
べ
て
は

「
ウ
ル
ト
ラ

・
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
叫
び
の
上
に
演
じ
ら
れ
た
悲

痛
な
欺
晰
で
あ

つ
た
」
と
い
う
、
あ
の
す
べ
て
を

〈道
化
〉
と
見
、
喜
劇
と

み
る
眼
は
無
い
。
あ
る
も
の
は
無
垢
な
る
魂
の
演
じ
る
無
償
の
行
為
が
生
み

出
す
、
喜
劇
な
ら
ぬ
、
真
率
な
る

〈悲
劇
〉
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
い

う
。
こ
の
戦
前
、
戦
後
を
分

つ
、
余
り
に
も
明
ら
か
な
変
化
は
何
か
。
小
林

戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て
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戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ

っ
て

は
最
初
の

『
罪
と
罰
』
論
の
中
で
こ
う
語

っ
て
い
る
。
「主
観
の
極
限
ま
で

行
か
う
と
す
る
性
向
と
、
客
観
の
果
て
ま
で
歩
か
う
と
す
る
性
向
と
が
、
い

つ
も
紙

一
重
で
触
れ
合

つ
て
ゐ
る
様
な
、
さ
う
い
ふ
危
険
な
リ
ア
リ
ズ
ム
、

二
律
背
反
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
い
づ
れ
成
熟
す
べ
き
こ
の
作
家
の
制
作
方

法
で
あ

つ
た
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
持

つ
て
生
ま
れ
た
こ
の
作
家
の
精
神
の
相

で
は
あ
る
ま
い
か
。
精
神
の
身
振
り
で
は
な
い
の
か
」
と
。
こ
れ
は
こ
の
作

品
を
主
人
公
の
告
白
と
し
て
語
る
か
、
客
観
的
手
法
で
描
く
か
と
迷
い
つ

つ
、
作
者
の
じ
る
し
た

「創
作
ノ
ー
ト
」
の
メ
モ
に
ふ
れ
て
の
こ
と
だ
が
、

し
か
し
こ
れ
は
手
法
の
問
題
を
超
え
た
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
い
う
作
家

を

つ
ら
ぬ
く
根
源
的
な
志
向
だ
と
、
小
林
は
言

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
同

時
に
そ
れ
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
な
ら
ぬ
、
こ
れ
を
語
る
小
林
自
身
が
取
ろ

う
と
し
た
志
向
の
、
「精
神
の
身
振
り
」
で
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

小
林
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
と
は
、
こ
の
よ
う
な
自
身
の
奥
深
く
内

在
す
る
方
法
と
、

〈精
神
の
相
〉
が
、

〈身
振
り
〉
が
、
や
が
て
挑
舞
し
う

る

「確
然
た
る
場
」
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
の
エ
リ
オ
ッ

ト
の
い
う

〈客
観
的
相
関
物
〉
を
か
ち
え
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
か

っ
た

か
。

二

す
で
に
明
ら
か
で
も
あ
ろ
う
。
『罪
と
罰
』
を
め
ぐ
っ
て
、
戦
前
の
論
が

よ
り

「客
観
の
果
て
」
と
い
う
分
析
的
、
遠
心
的
志
向
を
深
め
た
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
戦
後
の
論
は

「主
観
の
極
限
」
ま
で
行
こ
う
と
す
る
分
析
な
ら
ぬ

綜
合
的
、
求
心
的
志
向
の
な
か
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
勿
論
こ
れ
を
論

者
自
体
の
ひ
と

つ
の
成
熟
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
こ
で
終
り
う
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
、
続
い
て
書
か
れ
た
第
二
の

『
白
痴
』
論
の
語
る
所
で
あ

ス
７
つ
。

し
か
し
こ
こ
で
ま
ず
、
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
戦
後
の

『
罪
と
罰
』

論
末
尾
の
、
あ
の

一
種
異
様
な
ま
で
の
主
体
の
昂
ぶ
り
で
あ
る
。
「
ラ
ス
コ

ル
ニ
コ
フ
は
、
労
役
の
合
ひ
間
、
丸
太
の
上
に
腰
を
下
し
、
荒
蓼
と
し
た
大

河
を
隔
て
、
遥
か
彼
方
に
拡
が
る
草
原
を
眺
め
る
。
太
陽
は
深
り
、
遊
牧
民

の
天
幕
が
点
在
し
て
ゐ
て
、
か
す
か
な
歌
声
が
聞
え
て
来
る
。
『
そ
こ
で
は
、

時
そ
の
も
の
が
歩
み
を
止
め
て
、
さ
な
が
ら
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
牧
群
の
時

代
が
、
未
だ
過
ぎ
去

つ
て
ゐ
な
い
様
で
あ

つ
た
ヒ
。
））
」
に

「
一
つ
の
眼
が

現
れ
て
、
僕、
の、
心
を、
差、
し、
覗、
く、
」
（傍
点
筆
者
、
以
下
同
）
と
小
林
は
言
う
。

「
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
と
い
ふ
人
生
の
あ
れ
こ
れ
の
立
場
を
悉
く
紛
失
し
た
人

間
が
、
さ
う
い
ふ

一
切
の
人
間
的
な
立
場
の
不
徹
底
、
曖
味
、
不
安
を
、
と

う
の
音
に
見
抜
い
て
了

つ
た
あ
る
も
う

一
つ
の
眼
に
見
据
え
ら
れ
て
ゐ
る
光

景
を
見
る
。
言
わ
ば
光、
源、
と、
映、
像、
と、
を、
同、
時、
１こ、
見、
る、
様、
な、
一
種、
の、
感、
覚、
を
経

験
す
る
」
と
い
う
。

彼
の
見
た

〈光
源
〉
と
は
何
か
。
彼
は
さ
ら
に
こ
う
書
く
。
「
ラ
ス
コ
ル

ニ
コ
フ
は
、
監
獄
に
入
れ
ら
れ
た
か
ら
孤
独
で
も
な
く
、
人
を
殺
し
た
か
ら

不
安
な
の
で
も
な
い
。
こ
の
影
は
、　
一
切
の
人
間
的
な
も
の
の
孤
立
と
不
安

を
語
る
異、
様、
な、
（こ、
れ、
こ、
そ、
真、
―こ、
異、
様、
で
あ、
る、
）
背、
光、
を、
背、
負、
っ
て、
ゐ、
る、
」

と
い
う
。
こ
う
し
て

「見
え
る
人
に
は
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
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を
見
て
了

つ
た
人
は
、
も
は
や

『
罪
と
罰
』
と
い
う
表
題
か
ら
逃
れ
る
事
は

出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
、
こ
の
表
題
に
つ
い
て
は
、　
一
と
言
も
語
り

は
し
な
か

つ
た
。
併
し
、
聞
え
る
も
の
に
は
聞
え
る
で
あ
ら
う
。
『
す
べ
て

信
仰
に
よ
ら
ぬ
こ
と
は
罪
な
り
』
（
ロ
マ
書
）
と
」
。
こ
れ
が
結
び
の
言
葉
だ

が
、
す
で
に
彼
の
い
う

〈光
源
〉
の
何
た
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

『
罪
と
罰
』
の
末
尾
に
は
、
寄
り
そ

っ
て
来
る
ソ
ー
ニ
ャ
の
ひ
ざ
を
泣
き

な
が
ら
抱
き
じ
め
る
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
の
姿
が
描
か
れ
る
。
彼
ら
ふ
た
り
の

「病
み
疲
れ
た
青
白
い
顔
に
は
、
新
生
活
に
向
か
う
近
き
未
来
の
更
生
、
完

全
な
復
活
の
曙
光
が
、
も
は
や
輝
い
て
い
る
の
で
あ

つ
た
。
愛
が
彼
ら
を
復

活
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
作
者
は
語

っ
て
い
る
。
し
か
し
小
林
は

〈光
源
〉

の
何
た
る
か
に
は
ふ
れ
て
は
い
る
が
、
男
女
二
人
の
愛
の
結
末
な
ど
と
い
う

所
に
は
眼
も
く
れ
ぬ
ご
と
く
、
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
作
者
の
明
言
す
る
二

人
の

〈復
活
〉
云
々
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
小
林
と

い
う
批
評
家
の
筆
の
赴
く
所
の
、
そ
の
根
源
の
相
の
何
た
る
か
は
す
で
に
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
異
形
な
背
光
を
帯
び
た
孤
独
な
青
年
の
姿
が
と

り
残
さ
れ
、
「
彼
が
求
め
る
魂
を
揺
が
す
様
な
悔
恨
」
は
来
な
い
。
い
や
作

者
は
あ
え
て

「
そ
れ
を
主
人
公
に
送
る
事
を
最
後
ま
で
拒
ん
だ
」
と
い
う
。

こ
う
し
て

「
す
べ
て
信
仰
に
よ
ら
ぬ
こ
と
は
罪
な
り
」
と
い
う

一
節
は
、

結
尾
の

一
句
な
ら
ぬ
、
す
べ
て
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
、
初
源
の

一
句
と
し
て

置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
来
よ
う
。
こ
の
物
語
の
終
り
は
何
処
か
。
ラ

ス
コ
ル
ニ
コ
フ
は
ソ
ー
ニ
ャ
に
つ
よ
く
促
が
さ
れ
、
自
首
せ
ん
と
し
て
警
察

に
向
か
う
。
彼
は
不
意
に

一
種
の
発
作
に
襲
わ
れ
る
よ
う
に
地
に
倒
れ
、
大

地
に
接
吻
す
る
。
よ
ろ
め
く
足
取
り
で
警
察
署
の
階
段
を
上
る
彼
は
こ
こ

で
、
彼
の
秘
密
を
知
る
唯

一
の
ラ
イ
バ
ル
と
も
い
う
べ
き
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ

ロ
フ
の
自
殺
を
耳
に
し
、
「未
だ
戦

つ
て
み
る
余
地
が
あ
る
」
と
し
て
引
返

す
。
し
か
し

「出
口
の
と
こ
ろ
で
、
彼
の
後
を
見
て
隠
れ
て
つ
け
て
来
た
ソ

オ
ニ
ヤ
の
蒼
白
な
絶
望
し
た
顔
に
、
バ
ツ
タ
リ
と
出
会
ふ
。
彼
は
ニ
ヤ
リ
と

笑

つ
て
再
び
階
段
を
上
る
―
―
」
。
こ
う
し
て

「
物
語
は
以
上
で
終

つ
た
」

の
だ
と
小
林
は
い
う
。

「妹
は
目
出
度
く
結
婚
し
た
。
母
親
は
可
哀
さ
う
に
狂
死
し
た
」
。
し
か
し

「
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
は
、
―
―
や
つ
ぱ
り
駄
目
だ

つ
た
」
。

つ
い
に
彼
に
関
し

て
は

「決
定
的
な
事
を
遂
に
書
く
事
が
出
来
な
か

つ
た
」
と
い
う
。
「
こ
ゝ

で
、
或
は
読
者
の
為
を
思

つ
て
書
き
始
め
ら
れ
た
か
も
知
れ
ぬ
こ
の
エ
ピ
ロ

オ
グ
は
、
作
者
自
身
に
向
き
直
り
、
言
は
ば
小
説
形
式
に
関
す
る
極
限
意
識

と
言
ふ
べ
き
異
様
な
終
止
符
を
う

つ
に
至

つ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か

し
そ
の

「
異
様
な
終
止
符
」
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
小
林
は
つ
い
に
説

明
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
見
る
べ
き
は
彼
自
身
の
論
の
末
尾
こ
そ
、
先
の

彼
の
言
葉
を
も
じ

っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
は

「
評
者
自
身
に
向
き
直
り
、
言
わ

ば
評
論
形
式
に
関
す
る
極
限
意
識
と
言
う
べ
き
異
様
な
終
止
符
を
う
つ
に
至

つ
た
」
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
す
で
に
小
林
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
を

一
貫
し
て
つ
ら
ぬ
く
も
の
の
何
た
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
は
作
品
の

物
語
的
分
析
や
評
価
に
は

一
顧
も
与
え
ず
、
た
だ
初
源
の

一
点
を
、
そ
の

〈光
源
〉
を
探
り
続
け
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
た
だ

一

点
に
熟
す
る
作
家
だ
と
は
小
林
の
言
だ
が
、
彼
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
自

戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て
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戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て

体
が
、
ま
さ
に
た
だ

一
点
に
熟
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
、
す
で
に
戦
後
の

『
罪
と
罰
』
論
の
語
る
所
は
見
え
て
来
た

が
、
こ
れ
に
続
く
第
二
の

『
白
痴
』
論
の
語
る
所
は
ど
う
か
。
作
者
は

『白

痴
』
の
第

〓
扁
を
書
き
終

っ
た
後
、
姪
の
ソ
フ
ィ
ヤ

・
イ
ヴ

ァ
ー
ヴ

ァ
に
次

の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
「
こ
の
作
の
観
念
は
、
も
う
長
い
間
常
に
私
が
心

引
か
れ
て
ゐ
た
も
の
」
で
、
「
根
本
の
考
え
は
、
無
条
件
に
美
し
い
人
間
を

表
現
し
よ
う
」
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
も

「
こ
ん
な
難
し
い
仕
事
は
、
世
の

中
に
な
い
」
。
さ
て
、
「
こ
の
世
に
、
真
に
美
し
い
姿
が
た
ゞ

一
つ
あ
る
」
。

そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
だ
。
「
そ
の
限
り
な
く
魅
力
的
な
姿
は
、
勿
論
、
限
り
な

い
驚
き
で
も
あ
る
」
。
た
だ
こ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
し

つ
つ
描
く
こ
と
は
至
難
の

わ
ざ
だ
。
「
だ
か
ら
全
く
の
失
敗
に
了
り
は
し
な
い
か
ひ
ど
く
恐
れ
て
ゐ
る
」

と
い
う
。

ま
た
後
の
あ
る
手
紙
で
は
、
こ
れ
は

「自
分
の
全
作
中
最
良
の
作
」
だ
と

言
い
、
「
作
品
の
出
来
は
弁
護
し
た
く
な
い
が
、
作
品
の
思
想
は
弁
護
し
た

い
」
と
言

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は

「読
者
は
、
〈白
痴
〉
の
結
末
に
、
不
意

打
ち
を
食

つ
た
や
う
に
驚
く
で
あ
ら
う
」
。
し
か
し

「結
末
は
、
結
末
と
し

て
な
ら
成
功
し
て
ゐ
る
と
思

つ
て
ゐ
る
」
。
「物
語
な
ど
ど
う
で
も
い
ゝ
。
大

事
な
の
は
私
の
観
念
で
す
」
と
も
語

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
小
林
の
第
二
の

『
白
痴
』
論
か
ら
拾

っ
た
も
の
だ
が
、
恐
ら
く
小
林
の
共
感
す
る
所
も
ま
た

「大
事
な
の
は
私
の
観
念
」
だ
、
思
想
だ
と
い
う
点
に
あ

っ
た
と
み
て
よ
か

ろ
う
。

作
者
は
そ
の

「創
作
ノ
ー
ト
」
に
、
く
り
返
し
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
を
念
頭
に

お
き

つ
つ

〈
キ
リ
ス
ト
公
爵
〉
と
呼
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
結
末
は
ど

う
か
。
読
者
は

一
読
し
て

「
あ
の
息
を
呑
む
や
う
な
破
局
の
印
象
を
忘
れ
る

事
は
出
来
な
い
」
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
フ）
」
で
我
々
は

「『
キ
リ
ス
ト
公
爵
』

を
理
解
す
る

一
切
の
観
点
を
遂
に
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
と
感

ず
る
事
」
で
も
あ
ら
う
と
、
小
林
は
い
う
。
ス
イ
ス
の
病
院
を
出
て
ペ
テ
ル

ブ
ル
グ
に
や
っ
て
来
た
主
人
公
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
は
、
ま
ず
ラ
ゴ
ー
ジ
ン
に
会

い
、
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
の
写
真
を

一
日
見
て
心
奪
わ
れ
、

ア
グ
ラ
ー
ヤ
を
恋

じ
、
彼
女
を
恋
し

つ
つ
も
、
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
ヘ
の
限
り
な
い
憐
憫
の
情
に
引

き
裂
か
れ
、
そ
れ
が
恋
仇
と
も
い
う
べ
き
ラ
ゴ
ー
ジ
ン
の
手
に
よ
っ
て
、
ナ

ス
タ
ー
シ
ャ
は
殺
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
を
起
じ
、
果
て
は
彼
女
の
亡
骸
の
傍

で
ラ
ゴ
ー
ジ
ン
は
正
気
を
失
い
、
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
は
再
び

〈白
痴
〉
と
な

っ

て
、
ス
イ
ス
の
療
養
所
に
帰
る
こ
と
と
な
る
。

「
キ
リ
ス
ト
公
爵
」
た
る
イ
メ
ー
ジ
は
こ
こ
に
み
ご
と
に
打
ち
く
だ
か
れ

た
と
小
林
の
語
る
ご
と
く
、
確
か
に
聖
な
る
も
の
、
超
越
者
、
権
威
あ
る
も

の
た
る
イ
メ
ー
ジ
は
無
惨
に
打
ち
く
だ
か
れ
た
か
に
み
え
る
が
、
し
か
し
ま

さ
に
こ
の
処
に
お
い
て
、
彼
は
ま
さ
し
く

〈
キ
リ
ス
ト
公
爵
〉
た
り
え
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
「人
間
の
外
に
、
上
に
あ
る
超
越
者
と
し
て
で
は
な
く
、

こ
の
現
実
の
只
中
に
、
生
の
疑
わ
し
さ
の
只
中
に
、
受
肉
し
、
内
在
す
る
も

の
と
し
て

（ま
さ
に
文
学
が
文
学
た
る
こ
と
の
次
元
に
於
て
）
、
『
白
痴
』
の

終
末
は
、
動
か
し
難
く
、
そ
こ
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
が
ま
さ
し
く
破
局
で
あ

り
、
陰
画
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
は
じ
め
て
、

そ
れ
は
ま
さ
し
く
真
の
陽
画
た
る
も
の
を
よ
く
示
す
」
（
「小
林
秀
雄
と
ド
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ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
し
。

こ
の
最
後
の
部
分
は
す
で
に
筆
者
自
身
、
四
十
数
年
前
に
書
い
た
も
の
の

引
用
だ
が
、
し
か
し
い
ま
こ
れ
を
再
び
引
き

つ
つ
、
こ
れ
が
単
な
る
小
林
の

論

へ
の
批
判
に
終

っ
て
い
な
い
こ
と
に
、
改
め
て
気
付
く
。
「
こ
こ
ま
で
書

い
て
ふ
と
思
う
、
小
林
の
批
評
も
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
語

っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
」
。
こ
れ
も
ま
た
先
の
部
分
に
続
く
所
だ
が
、
し
か
し
、
こ
と
の

急
所
は
、
恐
ら
く
こ
の
先
に
あ
る
。
こ
こ
で
あ
の
破
局
に
ふ
れ
た
小
林
の
言

葉
を
確
認
す
れ
ば
、
こ
う
あ
る
。

「
作
者
は
破
局
と
い
う
予
感
に
向

つ
て
ま

つ
し
ぐ
ら
に
書
い
た
と
い
う
風

に
感
じ
ら
れ
る
。
『
キ
リ
ス
ト
公
爵
』
か
ら
、
宗
教
的
な
も
の
も
倫
理
的
な

も
の
も
、
遂
に
現
れ
は
し
な
か

つ
た
。
文
字
通
り
の
破
局
で
あ

つ
て
、
こ
れ

を
悲
劇
と
さ
へ
呼
ぶ
事
は
出
来
ま
い
。
言
は
ば
、
た
だ
彼
と
い
ふ
謎
が
裸
に

な

つ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
き
る
疑
は
し
さ
が
、
鋭
く
究
極
的
な
形
を
取

つ
た
」
と
小
林
は
い
う
。

さ
ら
に
彼
は
続
け
て
い
う
。
「
作
者
は
言

つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
男

を
除
外
し
て
解
決
が
あ
る
事
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
私
は
、
彼
と

一
緒

に
居
た
い
、
解
決
と

一
緒
に
ゐ
た
く
は
な
い
」
と
。
こ
れ
が
あ
の
小
林
鍾
愛

の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
書
簡
中
の

一
節
、
「
た
と

へ
誰
か
が
キ
リ
ス
ト
は
真

理
の
埒
外
に
ゐ
る
と
い
ふ
事
を
僕
に
証
明
し
た
と
し
て
も
、
又
、
事
実
、
真

理
は
キ
リ
ス
ト
の
裡
に
は
な
い
と
し
て
も
、
僕
は
真
理
と
と
も
に
あ
る
よ

り
、
寧
ろ
キ
リ
ス
ト
と

一
緒
に
ゐ
た
い
」
と
い
う
、
彼
が
シ
ベ
リ
ア
流
刑
の

途
次
、
新
約
聖
書

一
巻
を
贈

っ
て
く
れ
た
女
性
、
フ
ォ
ン
ビ
ジ
ン
夫
人
に
宛

て
た
書
簡
中
の
こ
の

一
節
を
も
じ

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

る
ま
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
を
語
る
の
か
。

三

さ
て
、
こ
こ
で
再
び
小
林
の
戦
前
の

『
罪
と
罰
』
論
に
還

っ
て
い
え
ば
、

彼
自
身
最
も
心
に
残
る
場
面
と
し
て
、
あ
の
犯
行
後
の
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
が

殆
ど
放
心
状
態
で
街
を
歩
き

つ
つ
ネ
ヴ

ァ
河
の
ほ
と
り
に
差
し
か
か
り
、
通

り
す
が
り
に
ひ
と
り
の
女
が
彼
を
ま

っ
た
く
の
乞
食
と
見
た
の
か
、
手
に
に

ぎ
ら
せ
て
く
れ
た
、
そ
の
手
に
あ

っ
た
二
十

コ
ペ
イ
カ
の
銀
貨
を
ネ
ヴ

ァ
河

に
投
げ
込
み
、
「彼
に
は
、
こ
の
瞬
間
に
、
鋏
か
何
か
で
自
分
と
い
ふ
も
の

を
、　
一
切
の
人

一
切
の
物
か
ら
、
ぷ

つ
り
と
切
り
放
し
た
や
う
な
気
が
し

た
」
と
い
う
、
あ
の

一
節
を
か
な
り
長
々
と
引
き
、
「
こ
れ
が
ラ
ス
コ
ル
ニ

コ
フ
の
歌
」
で
あ
り
、
「
こ
の
歌
は
い
か
に
も
美
し
い
。
僕
は
こ
ゝ
に
殆
ど

ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
抒
情
詩
の
精
髄
を
感
ず
る
の
だ
が
」
、
読
者
の

「諸
君
は

ど
う
思
ふ
で
あ
ら
う
か
」
と
問
い
か
け
る
。
こ
う
し
て

「
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ

の
肯
定
的
な
面
は
遂
に
道
化
に
終

つ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
否
定
的
な
面
は
朗
々

た
る
歌
と
な

つ
て
ゐ
る
」
と
言
い
、
「彼
の
復
活
物
語
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

イ
は
省
略
し
た
ば
か
り
か
、
以
後
生
涯
こ
の
世
界
に
踏
み
込
ん
で
み
せ
て
は

く
れ
な
か

つ
た
」
。
し
か
し
こ
の

「橋
の
上
の
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
は
」
「
以
来

作
者
の
創
造
す
る
悉
く
の
人
物
が
跳
る
確
然
た
る
場
所
と
な

つ
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
。

こ
う
し
て

「
殺
人
の
経
験
は
彼
に
何
も
の
も
教

へ
て
く
れ
な
か

つ
た
」

戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て
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戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ

っ
て

が
、
「彼
は
た
ゞ
二
十

コ
ペ
イ
カ
の
銀
貨
を
ネ
ヴ

ァ
河
に
投
げ
込
む
事
を
学

ん
だ
」
。
「
た
だ
作
者
だ
け
が
、
こ
の
無
垢
な
動
作
に
罪
も
な
け
れ
ば
罰
も
な

い
事
を
理
解
し
て
ゐ
る
の
だ
」
。
「彼
は
孤
を
抱
い
て
う
ろ
つ
く
。
そ
し
て
現

実
が
傍
若
無
人
に
こ
の
中
を
横
行
す
る
に
任
せ
る
の
だ
。
彼
は
た
ゞ
こ
れ
に

堪

へ
忍
ぶ
。
『
あ
る
特
殊
な
憂
愁
ヒ

こ
そ
は
、
「
彼
の
孤
独
の
唯

一
の
正
当

な
表
現
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
す
で
に
我
々
は
こ
こ
で
論
者
の
筆
が
そ
の

ま
ま
、
『
白
痴
』
の
世
界
に
踏
み
込
ん
で
い
る
こ
と
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。

果
た
し
て
、
「
「来
る
べ
き

『
白
痴
』
は
こ、
の、
憂、
愁、
の、
一
段、
と、
兇、
暴、
な、
純、
僣
」

で
あ
り
、
「
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
は
ス
イ
ス
か
ら
還

つ
た
の
で
は
な
い
。
シ
ベ
リ

ヤ
か
ら
還

つ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
が
第

一
の

『
罪
と
罰
』
論
の
結

語
だ
が
、
な
ら
ば
こ
の
予
告
は
果
た
し
て
実
現
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ム
イ

シ
ュ
キ
ン
は
こ
の
課
題
に
答
え
る
べ
く
、
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
の
掛
け
た

「小

屋
の
傍
に
積
ん
だ
丸
太
か
ら
腰
を
上
げ
る
」
。
し
か
し

「世
界
中
に
こ
ん
な

難
し
い
事
は
な
い
」
と
言

っ
た
作
者
の
言
葉

（「創
作
ノ
ー
ト
し

に

「何
ん

の
誇
張
も
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
、
こ
の
時
、
十
七
歳
の
自
分
が
口

走

っ
た
言
葉
を
思
ひ
出
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
『
私
は

一
つ
の
計
画
を
立
て
て

ゐ
ま
す
、
狂
者
と
な
る
こ
と
Ｌ
。

こ
の
小
林
の
指
摘
は
あ
ざ
や
か
だ
が
、

こ
こ
で
も
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま

い
。
果
た
し
て
、
作
者
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
こ
れ
を
実
現
し
え
た
か
と
。

同
時
に
こ
の
問
い
は
ま
た
、
こ
れ
を
問
う
小
林
自
身
に
は
ね
返

っ
て
来
る
。

小
林
は
か

つ
て
こ
の
言
葉
と
対
置
し
て
、

〈心
の
貧
し
き
も
の
は
幸
ひ
な

り
〉
と
い
う
聖
書
の
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
自
身
、
自
分
の
処
女

評
論
と
呼
ぶ

「
芥
川
龍
之
介
―
美
神
と
宿
命
」
（昭
２

●
９
）
に
引
か
れ
て

い
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
芥
川
批
判
の
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
。
小
林
は
芥

川
を
目
し
て
、
大
正
と
い
う

「文
学
的
解
体
期
」
の

「
一
人
の
犠
牲
者
」
で

あ
る
と
言
い
、
彼
に
あ
る
も
の
は

「
理
智
の
情
熱
」
な
ら
ぬ

「
経
験
の
情

緒
」
に
過
ぎ
ぬ
と
断
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
芸
術
家
が

「現
実
に
肉
薄
し
よ
う

と
す
る
時
に
持

つ
武
器
は
逆
説
的
触
覚
で
あ
り
、
逆
説
的
測
鉛
」
だ
が
、

「
彼
の
発
見
す
る
様
々
な
逆
説
的
風
景
」
が

「豊
富
」
に
な
り

「精
妙
」
に

な
る
ほ
ど

「
現
実
は
必
ず
逃
げ
る
」
。
こ
う
し
て

「
逆
説
的
測
鉛
を
曳
く
も

の
は
、
測
鉛
の
重
さ
に
よ

つ
て
不
断
の
罪
を
受
け
る
」
。
こ
の
時
、
彼
は
自

身
の
宿
命
の

「
背
後
に
隠
れ
た
」
「
心
理
的
篇
弱
を
意
識
」
し
、
果
て
は

「
道
化
と
な
り
」
「
狂
者
と
な
る
」
。
「
若
年
の
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
イ
は
言

つ
た
。
『
今
私
に
唯

一
な
す
べ
き
事
が
残

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
発
狂
す
る
事

で
あ
る
』
と
」
。
し
か
し
芥
川
は
つ
い
に
こ
の

「
心
理
的
扇
弱
を
嘆
じ
た
事
」

は
な
く
、
彼
に
と

っ
て

「
測
鉛
は
永
遠
の
答
刑
」
な
ら
ぬ
、
「彼
が
発
明
し

た
衛
生
学
」
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
い
う
。

こ
の
芥
川
批
判
の

一
面
性
、
そ
の
負
性
に
つ
い
て
は
か

つ
て
論
じ
た
こ
と

も
あ
り
、
い
ま
こ
こ
で
は
ふ
れ
ぬ
が
、
し
か
し
こ
こ
に
引
か
れ
た
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
イ
若
年
の
言
葉
は
、
そ
の

「心
理
的
扇
弱
」
の
故
に
発
せ
ら
れ
た
も

の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
覚
悟
と
し
て
、
と
こ
と
ん
行

く
と
こ
ろ
ま
で
問
い
つ
め
て
み
よ
う
と
い
う
初
心
の
発
露
で
あ
り
、
先
の
小

林
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
中
に
引
く
所
も
そ
の
こ
と
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
芥
川
論
中
、
芸
術
家
の
、
の
っ
ぴ
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き
な
ら
ず
追
い
つ
め
ら
れ
た
究
極
の
場
所
に
お
い
て
し
い
ら
れ
た
覚
悟
の
い

ま
ひ
と

つ
の

一
端
と
し
て
、　
つ
ま
り
は
先
に
も
ふ
れ
た

「逆
説
的
測
鉛
」
を

曳
く
と
い
う

「人
生
上
の
」
「
不
断
の
引
き
算
」
の
あ
と
に
残
る

「
剰
余
」

と
い
う
、
こ
の

「最
後
の
算
術
的
美
を
如
何
に
し
て
始
末
し
よ
う
」
か
と
い

う
決
断
、
そ
れ
が

「最
上
の
作
家
達
の
究
極
の
問
題
」
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

「算
術
的
美
を
そ
の
ま
ま

一
つ
の
逆
説
に
変
ず
る
」
ほ
か
は
あ
る
ま
い
と
い

う
。こ

う
し
て

「
こ
の
瞬
間
に
於
け
る
言
葉
が
あ
る
。
『
心
の
貧
し
き
も
の
は

幸
ひ
な
り
』
と
」
。

こ
れ
は

「
逆
説
的
表
現
で
は
な
い
。
逆
説
そ
の
も
の

だ
。
」
「
つ
ま
リ
キ
リ
ス
ト
が
毒
を
も

つ
て
毒
を
制
す
る
如
く
、
こ
の
最
後
の

算
術
的
美
を
始
末
し
た
瞬
間
の

一
真
実
の
現
実
性
」
な
の
だ
と
い
う
。
こ
の

現
実
が

つ
い
に
解
き
え
ぬ
不
条
理
そ
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
ま
る
ご

と
引
き
受
け
よ
う
と
い
う
、
い
ま
ひ
と

つ
の
覚
悟
で
あ
り
、
こ
れ
を
す
ぐ
れ

て
求
心
的
な
覚
悟
、
志
向
と
す
れ
ば
、
先
の

「
発
狂
す
る
こ
と
」
と
は
、
求

心
な
ら
ぬ
、
遠
心
の
極
致
ま
で
歩
み
つ
く
そ
う
と
い
う
、
い
ま
ひ
と

つ
の
選

択
、
覚
悟
で
あ
ろ
う
。
小
林
が
自
身
処
女
評
論
と
呼
ぶ

一
文
の
な
か
に
、
こ

の
二
つ
の
言
葉
を
引
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
初
心
の
何
た
る
か
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
こ
の

〈遠
心
〉
と

〈求
心
〉
の
二
極
に
引
き
裂
か
れ

つ
つ

歩
み

つ
く
し
、
問
い
つ
く
し
て
み
よ
う
と
い
う
ひ
そ
か
な
覚
悟
は
終
生
、
小

林
の
内
面
に
深
く
伏
在
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
こ
の
こ
と
を
最

も
あ
ざ
や
か
に
語

っ
て
い
る
も
の
が
、
そ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
を

一
貫

し
て
流
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
再
び
戦
後
の
、
同
時
に
最
後
の
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
イ
論
と
し
て
の

『
白
痴
』
論
に
還
れ
ば
、
こ
と
の
核
心
は

『
罪
と

罰
』
論
の
場
合
と
ま
た
違

っ
て
、
戦
前
、
戦
後
と

一
貫
し
て
変
ら
ぬ
も
の
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

四

ま
ず
、
戦
前
の
論
を
引
け
ば
、
「作
者
の
描
き
た
か

つ
た
の
は
善
良
性
で

は
な
い
純
粋
性
」
で
あ
り
、
「
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
は
意
識
の
極
限
に
は
ゐ
な
い

と
し
て
も
心
理
の
極
限
に
ゐ
る
の
だ
」
。
そ
の

「
心
理
の
極
限
を
経
験
す
る

ム
イ
シ
ュ
キ
ン
と
い
ふ
人
間
の
痛
ま
し
い
姿
が
描
き
た
か

つ
た
の
だ
」
と
い

う
。
「最
も
見
事
な
人
間
」
、
最
も
美
し
い
人
間
を
描
こ
う
と
し
た
作
者
は
、

し
か
し

「
あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
、
宗
教
的
な
範
疇
を
無
視
し
、
た
ゞ
自
分
の
生

活
体
験
に
依
檬
し
て
、
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
の
う
ち
に
人
間
の
純
粋
性
を
追
求
」

し
よ
う
と
し
た
。
そ
の

「
運
命
そ
の
も
の
の
様
な
姿
」
に
注
が
れ
る
作
者
の

眼
は
い
か
に
も
熱
い
と
い
う
。

こ
こ
で
倫
理
的
、
宗
教
的
観
念
性
を
排
し

て
、
た
だ

「自
分
の
生
活
体
験
に
依
抜
し
て
」
と
い
う
時
、
こ
れ
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
自
身
の
持
病
で
あ

っ
た
病
履
、
ま
た
、
あ

の
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
練
兵
場
で
の
処
刑
を
ま
ぬ
が
れ
た
最
後
の
瞬
間
の
意
識
、

さ
ら
に
は
シ
ベ
リ
ア
で
の
四
年
間
の
苦
役
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
作
者
が

死
刑
直
前
の
意
識
を
め
ぐ

っ
て
、
冒
頭
三
度
に
わ
た

っ
て
こ
れ
を
ム
イ
シ
ュ

キ
ン
に
語
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
ま
い
。
生
の
極
限
を
体
験
し
た
果
て

の
、
余
剰
と
し
て
の
人
生
と
は
何
か
。
作
者
が
第
二
の

『
白
痴
』
論
に
至

っ

て
、
あ
の
余
命
は
わ
ず
か
に
二
週
間
と
い
う
、
言
わ
ば
ゆ
る
や
か
な
死
刑
の

戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て
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戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て

宣
告
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
受
け
た
青
年
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
告
白
に
、
長
々
と

言
葉
を
さ
い
て
い
る
こ
と
ひ
と

つ
に
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

『
白
痴
』
終
編
に
近
付
く
に
従

っ
て
、
読
者
は

「
あ
の
荒
涼
と
し
た
風
景

の
な
か
で
、
人
間
或
は
生
命
の
概
念
が
、
恐
し
い
ほ
ど
の
純
粋
さ
に
達
し
て

ゐ
る
事
に
気
が
附
く
筈
だ
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
と

つ
て
、
こ
の
純
粋
さ

の
象
徴
が
キ
リ
ス
ト
で
あ

っ
た
事
は
、
疑
ふ
余
地
が
な
い
」
と
い
う
時
、
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
な
か
で
、
極
限
の
死
刑
囚
と
も
い
う
べ
き
キ
リ
ス
ト
の

像
が
、
い
か
に
深
く
内
面
に
刻
ま
れ
て
い
た
か
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
ま
た
先
に
も
ふ
れ
た
第
二
の

『白
痴
』
論
の
あ
の
言
葉
と
も
か
さ
な
る
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る

〈聖
書
熟
読
〉
の
体
験
と
は
、

死
刑
を
赦
さ
れ
た
ひ
と
り
の
囚
人
が
、
さ
ら
な
る

「
一
人
の
異
様
な
死
刑
囚

に
出
会

つ
た
と
い
ふ
事
で
あ

つ
た
」
と
小
林
は
い
う
。
す
で
に
あ
の
フ
ォ
ン

ビ
ジ

ン
夫
人
に
宛
て
た
周
知
の
書
簡
を
も
じ

っ
た
小
林
の
言
葉
が
、
何
で

あ

っ
た
か
は
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

こ
の
世
の
真
理
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
と
共
に
あ
り
た
い
と
は
、
キ
リ
ス
ト
と

い
う
こ
の
極
限
の
死
刑
囚
の
、
そ
の
苦
し
み
、
そ
の
意
識
と
共
に
あ
り
た
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
問
い
つ
め
れ
ば
、
第

一
の

『白
痴
』
論
で
い

う
、
あ
の
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
の
心
理
の
極
限
と
い
う
言
葉
は
、
第
二
の
論
で
は

心
理
な
ら
ぬ

〈意
識
の
極
限
〉
と
い
う
言
葉
と
な
る
。

フ
ォ
ン
ビ
ジ
ン
夫
人

宛
の
書
簡
で
は
、
「世
の
中
に
キ
リ
ス
ト
よ
り
魅
力
あ
る
、
深
い
、
思
遣
り

の
あ
る
、
筋
の
通

つ
た
、
男
ら
し
い
、
完
全
な
人
は
ゐ
な
い
」
と
い
う
言
葉

を
受
け
て
、
こ
の
世
の
真
理
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
と
共
に
と
な
る
が
、
し
か
し

そ
の
う
ら
に
は
死
刑
囚
の
極
限
を
生
き
た
キ
リ
ス
ト
の
意
識
と
か
さ
ね
る
ご

と
く
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
自
身
の
体
験
が
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
て
第
二
の
論
で
は
こ
れ
を
も
じ
る
が
如
く
、
「
た
と

へ
、
私
の
苦
し
い
意
識
が
真
理
の
埒
外
に
あ
る
荒
唐
不
稽
な
も
の
で
あ
ら
う

と
も
、
私
は
自
分
の
苦
痛
と

一
緒
に
ゐ
た
い
。
真
理
と

一
緒
に
ゐ
た
く
な
い
」

と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は

「考

へ
た
に
相
違
な
い
」
と
い
う
言
葉
と
な
る
。

こ
れ
が
さ
ら
に
変
容
し
て
第
二
の
論
の
末
尾
で
は
、

こ
の
作
品
の
終
末
、

「
キ
リ
ス
ト
公
爵
」
と
ひ
そ
か
に
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
男
の

「
謎
が
裸
に
な

つ
た
の
で
」
あ
り
、
「
人
間
の
生
き
る
疑
は
じ
さ
が
、
鋭
い
究
極
的
な
形
を

取

つ
た
」
と
い
う
べ
く
、
こ
う
し
て

「作
者
は
言

つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
男
を
除
外
し
て
解
決
が
あ
る
事
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
私
は
、
彼

と

一
緒
に
ゐ
た
い
。
解
決
と

一
緒
に
ゐ
た
く
は
な
い
、
と
」
と
い
う
、
先
に

も
ふ
れ
た
あ
の
言
葉
が
続
く
。

こ
れ
が
、
こ
の
第
二
の

『
白
痴
』
論
の
結
語
と
い
っ
て
い
い
部
分
だ
が
、

同
時
に
小
林
が
十

一
年
の
空
白
を
経
て
、
最
後
の
短
章
を
書
き
加
え
た
意
図

の
す
べ
て
を
語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

こ
う
見
て
来
れ
ば
、
彼
は
こ
の
あ

と
、
結
局
キ
リ
ス
ト
教
は
自
分
に
は
分
ら
な
か

っ
た
と
言

っ
て
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
イ
の
世
界
か
ら
は
離
れ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
彼
が
真
に
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
イ
か
ら
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
か
ら
離
れ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
教
義

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
分
ら
な
い
と
言

っ
た
わ
け
で
、
彼
の
裡
な
る
キ
リ

ス
ト
は
、
イ
エ
ス
は
生
き
続
け
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
最
後
の
未
完

の
自
鳥
論
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
小
林
は
白
鳥
に
ふ
れ
て
、
「
た
い
へ
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ん
日
本
的
な
」
「
ほ
ん
と
う
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
「内
村
鑑
三
以
来
の
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
い
う
。
「
あ
ん
な
に
隠
し
に
隠
し
た
人
は
い
な

い
」
「自
然
主
義
と
い
う
衣
で
精
神
を
く
る
ん
で
い
た
」
が
、
「外
国
の
す
ぐ

れ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
よ
り
も
、
非
常
に
純
粋
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
「
キ
リ
ス

ト
教
、
宗
教
の
話
を
ま
と
も
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
大
変
純
粋
な
羞

恥
の
情
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
」
「
そ
れ
が
私
を
打

つ
の
だ
」
（
「白
鳥

の
精
神
」
河
上
徹
太
郎
と
の
対
談
）
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
ま
た
同
時

に
、
小
林
自
身
の
内
面
の

一
斑
を
語
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
こ
れ
が
自

鳥
最
後
の
信
仰
告
白
に
至
る
前
に
未
完
と
な

っ
た
こ
と
は
残
念
だ
が
、
し
か

し
そ
の
意
図
自
身
が
す
で
に
、
す
べ
て
を
語

っ
て
い
よ
う
。
白
鳥
内
面
に
伏

流
す
る
も
の
が
、
小
林
の
内
部
に
も
な
か

っ
た
か
と
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
問

い
だ
が
、
す
で
に
そ
の
初
源
の

一
点
は
明
ら
か
に
あ
る
。

五

先
に
ふ
れ
た
小
林
自
身
、
自
分
の
処
女
評
論
と
語

っ
た
あ
の
芥
川
論
の
直

前
に
、
短
文
乍
ら
注
目
す
べ
き
二
篇
の
評
論
が
あ
る
。

い
ず
れ
も

「
測
鉛

Ｉ
」
「
測
鉛
Ⅱ
」
と
名
付
け
て
い
る
が
、
そ
の
Ｉ
に

「
真
裡
と
い
ふ
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
ポ
ー
ル
が
ダ

マ
ス
の
道
で
キ
リ
ス
ト
を
見
た
と
い
ふ
以
外

に
は
な
い
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

「
測
鉛
Ⅱ
」
で
は
、
「批
評
の
普
遍
性
」
と

は
何
か
を
訊
か
れ
れ
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
代

っ
て
答
え
て
く
れ
る
と
言
い
、

批
評
の

「普
遍
性
と
は
改
宗
の
情
熱
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
は
見
る
べ
き
重
要
な
言
葉
だ
が
、
彼
は
さ
ら
に

「
測
鉛
Ⅱ
」
で
、

こ
う
も
言

っ
て
い
る
。

「
自
意
識
と
は
何
ん
だ
？
」
と
問
え
ば
、
そ
れ
は

「批
評
精
神
に
他
な
ら

ぬ
。
批
評
を
措
い
て
創
造
は
な
い
」
。
ま
た

「芸
術
は
腹
芸
だ
」
と
言
う
が
、

「
腹
芸
と
は
最
も
精
妙
な
自
意
識
で
あ
る
事
」
を
ひ
と
は
し
ば
し
ば
忘
れ
て

い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
言
え
ば

「絶
対
と
は
誠
実
な
る
自
意
識
の
極
限
値
」

で
あ
り
、
コ
本
術
活
動
が
遂
に
神
と
の
協
作
で
あ
る
と
は
か
か
る
自
意
識
の

苦、
痛、
―こ、
堪、
、
た、
人、
の、
み、
か
言、
へ、
る、
事、
」
で
あ
る
と
。
こ
こ
で
小
林
の
言
わ
ん

と
す
る
所
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

〈自
意
識
〉
と
い
う

〈批
評
精
神
〉
の
不

断
の
探
究
、
不
断
の
問
い
な
く
し
て
、

つ
い
に
我
々
は

〈絶
対
〉
な
る
も
の

に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
か
も
そ
れ
は
た
だ
求
め
た
か
ら
で
は
な

く
、
我
々
の
苦
し
み
の
果
て
に
、
思
わ
ざ
る
所
か
ら
不
意
に
や
っ
て
来
る
。

求
め
た
か
ら
得
た
の
で
は
な
く
、
問
い
の
果
て
、
否
定
の
果
て
に
不
意
打
ち

の
ご
と
く
掴
み
か
か

っ
て
来
る
も
の
。

〈だ
か
ら
〉
で
は
な
く
、

〈
に
も
か

か
わ
ら
ず
〉
と
い
う
逆
説
に
お
い
て
我
々
に
到
来
す
る
も
の
。
こ
の
逆
説
的

機
微
こ
そ
が
、
小
林
が

「
測
鉛
Ｉ
」
中
に
引
い
た
あ
の
聖
書
の

一
節
で
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

へ
の
激
烈
な
迫
害
者
パ
ウ
ロ
が
、
そ
の
ダ
マ
ス
コ
ヘ
の

途
上
で
受
け
た

一
撃
で
は
な
か

っ
た
か
。

そ
の
故
に
こ
そ
批
評
の
普
遍
性
と
は
何
か
と
問
い
、
そ
れ
が

〈回
宗
の
情

熱
〉
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

〈回
宗
の
情
熱
〉
と
は

神
の
存
在
の
有
無
、
そ
の
是
非
を
問
い
続
け
る
自
意
識
の
苦
悩
の
連
続
に
ほ

か
な
る
ま
い
。
我
々
は
こ
こ
に
批
評
家
小
林
の
生
ま
れ
る
、
初
源
の

一
点
を

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
そ
れ
を
ド
ス
下
エ
フ
ス
キ
イ
に
見
、
ま
た
白

戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て

-35-



戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て

鳥
に
見
た
。

白
鳥
を
内
村
鑑
三
以
来
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
言
い
な
が
ら
、
し
か
し
小
林

の
眼
は
白
鳥
の
内
面
に
ひ
そ
む
、
文
学
者
本
来
の
眼
の
所
在
を
見
逃
し
て
は

い
な
い
。
白
鳥
は
い
う
。
「
パ
ウ
ロ
の
書
簡
は
名
文
句
に
富
み
、
内
村
の
解

釈
は
面
白
い
の
だ
が
、
何
処
ま
で
突
き
進
ん
で
行

つ
て
も
、
私
の
頭
に
入
る

と
畢
寛
夢
物
語
に
な

つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
」
。
「
ロ
マ
書
の
如
き
は
真
の
真

に
倣
し
て
ゐ
る
ら
し
」
い
が
、
こ
れ
も
所
詮
は

「夢
の
上
に
立
脚
し
て
夢
の

発
展
を
説
い
て
ゐ
る
文
学
書
み
た
い
な
も
の
だ
」
。
自
分
は
幼
い
頃
、
「熱
で

も
出
る
と
、
よ
く

『大
き
な
者
が
来
る
』
と
云

つ
て
泣
い
た
も
の
だ
が
、
老

境
に
至

つ
て
も
こ
の
戦
き
か
ら
免
か
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か

つ
た
」
（
「
冬

の
日
し

と
言
い
、
こ
の

「
茫
漠
た
る
大
き
な
者
」
の
影
と
、
同
時
に
常
に

彼

の
前
に
あ

っ
て
抱
え
が
た
い

「
茫
漠
た
る
神
」

（
「
生
き
る
と
い
ふ
こ

と
し

の
影
と
、
こ
の
二

つ
の
影
の
重
な
る
所
、
文
学
も
宗
教
も
所
詮
は
人

間
の
生
理
の
紡
ぎ
出
す

〈夢
物
語
〉

〈夢
の
論
理
〉
と
見
え
て
来
る
。
内
村

は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
、
復
活
を
強
調
し
た
が
、
彼
自
身
、
そ
れ
も

「
心
魂
に

徹
し
て
信
じ
て
ゐ
た
か
」
「本
当
に
安
ん
じ
て
ゐ
た
か
」
、
私
は
そ
れ
を
疑
う

と
は
、
彼
の
し
ば
し
ば
繰
り
返
す
所
だ

っ
た
が
、

こ
の
真
率
な
問
い
は
ま

た
、
日
本
人
に
と

っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
と
い
う
根
源
的
な
問
い
を
含

み
、
小
林
に
も
深
く
ひ
び
く
も
の
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
が
自
鳥
を
最

も
純
粋
な
、
日
本
人
的
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
と
言

っ
た
の
も
、
単
に
日
本
人

的
含
羞
を
の
み
指
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
同
時
に
そ
の
自
鳥
論
が
、
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
か
ら
宣
長
論

へ
と
転
じ
た
あ
と
に
書
か
れ
た
こ
と
も
ま

た
、
偶
然
な
ら
ぬ
意
味
深
い
も
の
だ
が
、
い
ま
そ
の
仔
細
に
ふ
れ
る
に
は
、

も
は
や
紙
数
も
尽
き
た
。

最
後
に
そ
の
道
筋
を
や
や
口
早
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
先
に
ふ
れ
た

〈批

評
〉
の
極
限
が

〈自
意
識
〉
の
絶
え
ざ
る
反
間
で
は
な
い
か
と
い
う
初
源
の

一
点
が
、
い
ま
こ
れ
が
そ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
の
最
後
だ
と
意
識
し
た

小
林
の
中
で
、
深
く
反
劉
さ
れ
な
か

っ
た
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
て
第

二
の

『
自
痴
』
論
ま
で
の
、

こ
の
作
品
の
終
末
、

こ
の
男

（
ム
イ
シ

ュ
キ

ン
）
の

「謎
が
裸
に
な

つ
た
」
と
す
れ
ば
、
「
人
間
の
生
き
る
疑
は
し
さ
」

が
、
い
ま

「
鋭
い
究
極
的
な
形
を
取

つ
た
」
と
す
れ
ば
、
「
こ
の
男
を
除
外

し
て
解
決
が
あ
る
事
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
私
は
、
彼
と

一
緒
に
居
た

い
。
解
決
と

一
緒
に
ゐ
た
く
な
い
と
」
「
作
者
は
言

つ
た
か
も
知
れ
な
い
」

と
い
う
時
、
そ
れ
は
ま
た
作
者
な
ら
ぬ
、
評
者
小
林
自
身
の
批
評
家
と
し
て

の
生
涯
を
ふ
り
返

っ
て
の
、
不
抜
の
信
条
の
告
自
で
も
あ

っ
た
は
ず
で
あ

る
。
こ
う
し
て
さ
ら
に
終
末
、
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
形
而
上
学
は
、
肉

体
の
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
に
ひ
そ
む
根

源
の
モ
チ
ー
フ
を
指
す
と
共
に
、
小
林
自
身
の
中
で
は
す
で
に
次
作

『本
居

宣
長
』
の
構
想
が
熟
し

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ

は

「肉
体
の
外
に
は
な
い
」
と
い
う
時
、
批
評
家
に
と

っ
て
も
ま
た
、
言
葉

の
肉
体
と
は
究
極
、
母
国
語
と
い
う
も
の
の
か
け
が
え
の
な
い
肉
声
を
指
す

も
の
と
も
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
小
林
の
向
か
う
所
は
、
漢
字
と
い
う
外
来
語

を
使

っ
て
母
国
の
文
字
を
生
み
出
そ
う
と
す
る

「上
代
日
本
人
の
努
力
、
悪

戦
苦
闘
」
の
姿
で
あ
り
、
同
時
に
論
は
終
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
上
代
人
の

-36-



生
活
観

へ
と
転
じ
、
そ
の
心
性
、
そ
の
底
に
ひ
そ
む
宗
教
性
の
そ
の
核
心

ヘ

と
向
か

っ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

彼
ら
上
代
人
に
あ

っ
て

「神
は
、
人
々
め
い
め
い
の
個
性
な
り
力
量
な
り

に
応
じ
て
、
素
直
に
経
験
さ
れ
て
ゐ
た
。
」
「誰
の
心
に
も
、
『
私
』
は
な
く
、

た
ゞ
、
『
可
畏
き
物
』
に
向
ひ
、
ど
う
い
ふ
終
局
を
取
り
、
こ
れ
を
ど
う
迎

へ
よ
う
か
と
い
ふ
想
ひ
で
、　
一
ぱ
い
だ

つ
た
か
ら
だ
。
言
ひ
代

へ
れ
ば
、
測

り
知
れ
ぬ
物
に
、
ど
う
仕
様
も
な
く
、
捕

へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
だ
」
と
い

う
。
す
で
に
語
る
所
は
上
代
人
の
み
な
ら
ぬ
、
小
林
自
身
の
肉
声
と
し
て
ひ

び
く
か
と
み
え
る
。
こ
れ
を
小
林
自
身
の
ひ
そ
か
な

〈信
仰
告
白
〉
と
し
て

受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
後
に
書
か
れ
た
白
鳥
論
の
必
然
も
ま
た
見
え
て

来
よ
う
。
論
は
内
村
鑑
三
か
ら
河
上
徹
太
郎
、
さ
ら
に
河
上
の
愛
読
し
た
ス

ト
レ
イ
チ
イ
の

「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
名
士
た
ち
」
や

「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女

王
」
が
論
じ
ら
れ
、
そ
の
関
連
か
ら
フ
ロ
イ
ト
、

ユ
ン
グ
と
続
い
た
所
で
中

絶
す
る
。
あ
と
二
回
、

ユ
ン
グ
と
フ
ロ
イ
ト
に
つ
い
て
書
き
、
そ
し
て
正
宗

白
鳥
に
戻

っ
て
、
三
回
ほ
ど
書
い
て
完
結
」

（郡
司
勝
義

『
白
鳥
論
覚
え

童
昌
）
と
い
う
予
定
だ

っ
た
と
い
う
が
、
小
林
の
筆
は

ユ
ン
グ
に
差
し
か

か

っ
た
所
で
終
る
。

ユ
ン
グ
は
そ
の

『自
伝
』
の
仕
事
の
行
き
詰
ま
り
に
悩

み
、
そ
の
協
力
者
ア
ニ
エ
ラ

・
ヤ
ッ
フ
ェ
も
ま
た

「
追
ひ
詰
め
ら
れ
」
、
そ

の

「
解
説
」
の
な
か
ば
、
「
心
の
実
現
に
常
に
ま

つ
は
る
説
明
し
難
い
要
素

は
謎
や
神
秘
の
ま
ゝ
に
と
ゞ
め
置
く
の
が
賢
明
」
と
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
終

る
。
筆
を
と
め
た
の
は
ヤ
ッ
フ
ェ
な
ら
ぬ
小
林
自
身
で
あ
り
、
未
完
の
絶
筆

は
こ
こ
で
終
る
が
、
こ
れ
は
い
か
に
も
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
こ
こ
で
恐
ら
く
小
林
が
最
後
に
踏
み
込
ん
だ
で
あ
ろ
う
、
自
鳥
の

最
後
の
信
仰
告
白
、
そ
の
回
心
と
い
う
場
面
を
読
む
こ
と
が
出
来
ぬ
の
は
残

念
と
い
う
ほ
か
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
未
完
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ま
さ

に
小
林
秀
雄
と
い
う
、
稀
有
な
批
評
家
の
す
べ
て
を
語
る
も
の
で
は
な
か

っ

た
ろ
う
か
。
カ
フ
カ

（『城
り

も
然
り
、
漱
石

（『
明
暗
り

も
然
り
、
す
ぐ

れ
て
批
評
的
な
文
学
者
の
多
く
が

つ
い
に
未
完
の
作
品
を
最
後
に
遺
し
た
と

す
れ
ば
、
も
は
や
こ
れ
以
上
言
及
す
る
所
は
あ
る
ま
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

イ
、
宣
長
、
そ
う
し
て
白
鳥
と
は
、
ま
さ
に
い
ず
れ
も
小
林
が
自
身
を
託
し

た

〈客
観
的
相
関
物
〉
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
り
、
改
め
て
小
林
の
批
評

が
、
ま
た
そ
の
底
に
伏
流
す
る

〈信
〉

へ
の
渇
望
が
、
い
か
に
深
い
も
の
で

あ

っ
た
か
は
再
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

「
戦
後
の
小
林
秀
雄
」
と
言
い
つ
つ
、
そ
の
ラ
ン
ボ
オ
論
や

『
近
代
絵

画
』
、
わ
け
て
も
セ
ザ
ン
ヌ
論
や

『
ゴ

ッ
ホ
の
手
紙
』
、
さ
ら
に
は
最
後
の
宗

教
的
画
家
ル
オ
ー
ヘ
の
、
並
み
な
ら
ぬ
傾
情
の
深
さ
に
何
を
見
る
か
な
ど
、

な
お
論
じ
る
べ
き
多
く
の
課
題
は
残

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
ま

た
、
改
め
て
別
稿
を
期
す
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

戦
後
の
小
林
秀
雄
―
―
そ
の

〈宗
教
性
〉
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て
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