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一
、
「
鬼
心
非
鬼
心
」

 
「
鬼
心
非
鬼
心
」
は
明
治
二
十
五
年
十
一
月
五
日
置
「
白
表
・
女
学
雑
誌
」
に

発
表
さ
れ
た
北
村
章
章
の
作
で
あ
る
。
文
中
に
「
聞
き
た
る
は
、
こ
の
夏
の
事
」

と
あ
り
、
透
写
が
東
禅
寺
境
内
に
住
ん
で
い
た
時
の
見
聞
に
基
く
こ
と
が
わ
か

る
。
執
筆
時
期
は
「
今
日
土
曜
日
の
夜
、
秋
雨
紅
葉
を
染
む
る
の
時
な
り
」
と

あ
り
、
こ
の
年
十
月
二
十
九
日
と
み
て
よ
い
。
一
人
子
英
子
の
生
ま
れ
て
か
ら

ほ
ぼ
五
か
月
振
り
の
も
の
で
あ
る
。

 
夫
は
真
面
目
で
正
直
な
人
で
あ
り
、
妻
は
慎
み
深
い
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
。

二
人
の
間
に
十
五
歳
の
娘
と
六
歳
の
少
児
が
あ
り
、
四
人
家
族
で
あ
る
。
八
百

屋
の
担
ぎ
売
り
を
し
て
生
活
は
貧
し
い
な
が
ら
、
そ
の
日
そ
の
日
を
辛
う
じ
て

生
き
て
い
く
。
折
に
は
小
金
を
貸
し
出
す
勢
い
さ
え
も
あ
る
。
し
か
し
、
妻
は

い
つ
の
頃
か
ら
か
、
何
と
な
く
気
欝
の
様
子
が
見
え
始
め
る
。
が
、
夫
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
近
所
の
人
々
も
そ
れ
に
気
付
か
な
い
。
た
だ
十
五
歳
の
娘
の
み
は

さ
す
が
妻
の
気
漸
漸
を
面
白
く
な
い
と
思
う
。
し
か
も
、
こ
こ
一
二
四
年
の
金
融

の
逼
迫
の
た
め
に
世
の
有
様
は
様
々
の
転
変
を
見
た
が
、
そ
の
日
稼
ぎ
の
商
人

に
軽
か
ら
ぬ
不
幸
を
も
た
ら
し
た
。
正
直
を
も
っ
て
商
売
す
る
も
の
に
不
正
の

損
失
を
蒙
ら
せ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
夫
婦
は
ま
だ
さ
ほ
ど
の
困
難
に
は
陥
ら

な
い
。
が
、
妻
は
気
欝
の
よ
う
す
を
そ
れ
と
な
く
見
せ
始
め
る
。
時
と
し
て
夫

婦
は
苦
情
を
訴
え
て
互
い
に
顔
を
赤
め
る
こ
と
も
あ
る
。
生
活
の
状
態
は
以
前

と
し
て
「
其
日
に
得
た
る
銭
を
も
て
明
日
の
米
を
買
ふ
世
な
れ
ば
、
米
一
粒
の

尊
さ
は
余
人
の
能
く
知
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
「
悪
日
の
事
」
、

妻
は
娘
を
家
に
残
し
、
少
児
を
携
え
て
出
か
け
る
。
一
家
の
生
活
に
苦
し
む
彼

女
は
米
を
買
う
銭
を
算
え
つ
つ
、
ふ
と
次
の
言
葉
を
漏
ら
す
。
「
も
し
こ
の
小

児
な
か
り
せ
ば
、
日
々
に
二
銭
を
省
く
こ
と
を
得
べ
き
に
」
と
。
つ
い
に
彼
女

は
東
禅
寺
の
う
ら
で
小
児
を
殺
し
て
し
ま
う
。
娘
は
日
が
暮
れ
て
も
帰
ら
ぬ
母

と
弟
を
案
じ
わ
び
て
待
つ
。
つ
い
に
「
あ
れ
は
殺
し
て
来
た
よ
」
と
い
う
母
の

話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て
は
じ
め
は
「
戯
れ
」
と
思
う
。
現
場
に
行
っ
て
み
る

と
、
弟
は
石
に
打
ち
つ
け
ら
れ
て
墓
の
そ
ば
の
石
桶
の
中
に
さ
か
さ
ま
に
沈
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
母
は
「
狂
女
」
に
な
り
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
を
俳
徊
す

る
。
深
く
罪
を
感
じ
、
「
そ
こ
に
て
児
を
殺
し
た
る
事
あ
れ
ば
、
こ
よ
ひ
は
我

も
共
に
死
な
む
と
思
ひ
て
な
り
」
と
叫
ぶ
。
運
よ
く
通
り
か
か
っ
た
巡
査
に
よ

り
、
精
神
病
院
に
送
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
彼
女
は
も
と
の
家
に
戻
る
が
、
そ
こ

に
は
住
ま
な
い
で
、
ど
こ
か
に
移
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

 
以
上
が
粗
筋
で
あ
る
。
「
児
殺
」
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
そ
の
後
の
「
狂
女
」
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の
心
境
が
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
。
語
り
手
の
「
わ
れ
」
は
こ
の
話
を
按
摩
男

に
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
し
か
も
「
わ
れ
」
は
必
ず
し
も
透
磁
で
あ
る
こ
と
は

言
い
切
れ
な
い
が
、
彼
が
こ
の
事
件
を
ど
う
観
て
い
る
か
が
問
題
に
な
る
。
即

ち
、
何
が
実
の
母
を
「
児
殺
」
ま
で
に
追
い
詰
め
て
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
文
脈
か
ら
考
え
る
に
、
世
の
有
様
が
い
く
ら
金
融
の
逼
迫
と
い
う
惨

め
な
立
場
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
も
、
四
人
家
族
は
貧
し
い
な
が
ら
も
財
政
的

に
そ
れ
ほ
ど
窮
迫
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
「
或
日
の
事
」
、
妻
は
一
日
二
銭
の

米
代
の
倹
約
の
た
め
と
ふ
と
口
の
洩
れ
た
言
葉
を
娘
に
聞
か
せ
て
や
っ
て
「
児

殺
」
を
実
行
に
移
す
。
こ
の
予
期
せ
ぬ
「
或
日
の
事
」
．
に
は
妻
の
気
欝
症
が
何

ら
か
の
形
で
働
き
か
け
た
わ
け
で
あ
る
。
正
常
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
え
て
「
児

殺
」
を
す
る
ほ
ど
の
状
況
で
は
な
い
。
そ
こ
に
気
欝
症
の
妻
を
登
場
さ
せ
て
い

る
透
谷
の
狙
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
、
家
庭
の
貧
困
と
妻
の
気
欝
症

と
い
う
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
因
が
「
児
殺
」
を
触
発
さ
せ
た
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
、
渓
谷
は
「
児
殺
」
の
原
因
を
妻
の
気
諺
症
と
い
う
個
人
の
問
題

よ
り
も
む
し
ろ
「
社
会
の
罪
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
い
わ
ば
、
実
の
母
を
「
偶

然
の
狂
乱
」
を
誘
発
さ
せ
て
「
児
殺
」
に
ま
で
追
い
詰
め
た
の
は
「
社
会
の
罪
」

で
あ
り
、
な
お
そ
の
裏
に
は
「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
が
潜
ん
で
い
る
と
透
谷
は

語
る
。

 
つ
ま
り
、
透
谷
は
人
間
の
罪
、
個
人
の
罪
を
書
い
て
い
な
い
。
人
間
を
取
り

巻
く
運
命
、
社
会
等
が
人
間
に
与
え
る
影
響
、
な
お
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
親

の
情
」
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
実
の
子
供
を
殺
し
た
母
親
。
彼
女
は
気
が

「
狂
」
っ
て
自
分
も
死
ぬ
と
言
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
初
め
か
ら
殺
さ
な
け
れ
ば

よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
殺
し
て
し
ま
っ
た
母
親
の
心
は
「
鬼
心
」
で
あ
る
。

一
方
、
一
夜
明
け
る
と
罪
を
感
じ
「
共
に
斜
な
む
」
と
い
う
「
狂
女
」
の
心
が

「
非
鬼
心
」
で
あ
る
。
母
親
の
心
に
は
「
鬼
心
」
と
「
非
鬼
心
」
と
い
う
二
つ

の
矛
盾
し
た
心
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。

何
が
母
親
の
心
を
「
鬼
心
」
か
ら
「
非
鬼
心
」
に
立
ち
返
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
母
親
が
正
気
に
戻
っ
て
苦
し
ん
だ
の
は
、
そ
こ
に
「
親

の
情
」
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
「
あ
わ
れ
や
子
を
思
ふ
親
の
情
」
、
可
愛

そ
う
な
子
供
へ
の
側
隠
の
情
が
母
親
を
「
狂
」
わ
せ
た
。
「
狂
に
し
て
愚
な
ら
ず
、

麗
な
ら
ず
し
て
猶
ほ
狂
な
り
」
と
。
母
親
の
心
境
が
弁
証
法
を
も
っ
て
解
釈
さ

れ
る
。
「
鬼
心
」
が
「
狂
」
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
「
非
鬼
心
」
が
「
狂
な
ら
ず
」

か
。
そ
れ
が
別
ち
難
き
母
親
の
心
、
そ
れ
こ
そ
「
猶
ほ
狂
」
で
あ
り
、
「
狂
乱
」

で
も
あ
る
。
そ
こ
に
「
親
の
情
」
が
隠
在
す
る
。

 
以
上
に
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
透
谷
に
お
け
る
「
児
殺
」
は
社
会
と
個
人
の

問
題
に
深
く
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
「
社
会
の
罪
」
に
象
徴
さ
れ
る
べ
き
「
ま

が
つ
び
の
魔
力
」
、
そ
し
て
貧
困
と
「
狂
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
「
児
殺
」

と
は
「
親
の
情
」
な
し
に
は
全
く
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
論

者
は
「
児
殺
」
を
支
え
る
二
つ
の
条
件
の
中
で
「
狂
」
の
問
題
は
さ
て
お
い
て
、

ま
ず
貧
困
の
問
題
、
い
わ
ば
「
餓
」
と
「
親
の
情
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
そ

れ
に
間
引
思
想
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
子
殺
し
伝
承
と
い
う
観
点
か
ら
照
り

合
わ
せ
て
「
児
殺
」
の
世
界
に
近
付
い
て
行
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
裏
付
け
と

し
て
は
日
本
の
子
殺
し
伝
承
に
は
「
児
殺
」
を
支
え
る
「
餓
」
と
「
親
の
情
」

が
内
在
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
平

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
敏
夫
氏
と
鈴
木
明
美
氏
等
の
も
の
が
あ
る
。
平
岡
氏
は
こ
の
作
の
小
説
性
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

そ
こ
に
流
れ
て
い
る
民
衆
思
想
、
い
わ
ば
「
弱
者
」
像
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
鈴
木
町
は
透
谷
の
自
由
民
権
運
動
体
験
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
観
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ら
こ
の
作
に
照
明
を
あ
て
て
い
る
。
以
上
の
先
行
研
究
は
い
ず
れ
に
せ
よ
「
児
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殺
し
を
取
り
巻
く
社
会
の
状
況
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
が
、
日
本
の
子
殺
し
伝
承

か
ら
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
展
開
は
「
児
殺
」

と
関
係
が
あ
り
そ
う
な
評
文
「
餓
」
、
書
評
「
『
罪
と
罰
』
の
殺
人
罪
」
、
日
本

の
子
殺
し
伝
承
、
詩
「
み
ど
り
ご
」
、
「
鬼
心
」
等
の
順
に
従
っ
て
進
ん
で
い
き

た
い
と
思
う
。

 
 
 
 
二
、
評
文
「
餓
」

 
透
谷
に
は
「
餓
」
と
い
う
四
百
字
詰
の
原
稿
紙
四
枚
ぐ
ら
い
の
分
量
の
短
文

が
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
、
「
平
和
」
第
八
号
に
発

表
さ
れ
た
。
「
鬼
心
非
鬼
心
」
よ
り
丁
度
三
週
間
後
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

「
『
餓
』
は
実
に
大
敵
な
り
」
、
「
彼
は
常
に
吾
人
の
周
園
に
毒
箭
を
注
射
す
」
、

「
酒
々
た
る
天
下
、
『
餓
』
の
奴
隷
た
ら
ざ
る
も
の
照
葉
か
あ
る
」
と
あ
る
。

い
わ
ば
、
「
餓
」
え
る
こ
と
が
人
間
の
性
情
を
ど
う
変
え
る
か
が
語
ら
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
文
は
母
親
を
し
て
「
児
殺
」
へ
と
誘
っ
た
そ
の
主
因
が
「
餓
」

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
も
そ
の
母
親
の
行
為
は
意
図
的
な
も
の
で
な

く
、
「
偶
然
の
狂
乱
」
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
大
逆
不
道
と

い
う
悲
劇
で
あ
り
な
が
ら
も
母
親
の
罪
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
原
因
を
与
え

た
る
こ
と
に
な
っ
た
「
社
会
の
罪
し
で
あ
る
。
透
谷
は
母
親
を
罪
人
と
し
て
み

な
い
、
む
し
ろ
「
人
間
の
運
命
の
は
か
な
さ
」
を
思
っ
て
同
情
す
る
。
い
わ
ば
、

こ
の
母
親
を
そ
こ
ま
で
追
い
つ
め
た
の
は
生
活
の
貧
窮
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
社

会
の
罪
」
で
あ
る
。
人
間
を
「
餓
」
地
獄
に
落
と
す
「
社
会
の
罪
」
、
そ
の
棲

惨
極
ま
る
「
実
世
界
」
の
渦
巻
き
の
中
に
お
い
て
「
親
の
情
」
と
い
う
も
の
が

浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。

 
透
谷
に
お
け
る
「
餓
」
の
問
題
を
示
唆
す
る
も
う
一
つ
の
文
が
あ
る
。
こ
れ

「
鬼
心
非
鬼
心
」
論

「
児
殺
」
を
中
心
に
一

は
「
三
日
幻
境
」
（
明
治
二
十
五
年
八
月
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
透
谷
が
自
由

民
権
運
動
に
身
を
投
じ
て
い
た
少
年
期
の
消
息
を
知
る
の
に
非
常
に
重
要
な
記

述
を
含
ん
で
い
る
。
自
由
民
権
運
動
時
代
、
透
彫
は
革
命
の
夢
を
抱
い
て
多
摩

地
方
を
放
浪
す
る
。
八
王
子
の
川
口
村
、
「
幻
境
」
に
身
を
隠
す
の
は
警
察
の

眼
を
逃
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
宮
崎
湖
処
子
の
回
想
で
は
、
透
谷
は
東
京
専
門

学
校
在
籍
中
、
勉
強
す
る
反
面
、
ト
ラ
ヴ
ェ
ラ
ー
（
旅
行
者
）
と
あ
だ
名
さ
れ

る
ほ
ど
、
「
一
旦
瓢
然
と
し
て
出
れ
ば
、
五
六
十
日
は
帰
り
来
ら
ず
、
蓋
し
一

 
 
 
 
 

奇
人
な
り
と
」
と
評
さ
れ
る
放
浪
を
し
て
い
る
。
「
土
岐
玉
来
」
と
染
め
た
印

半
纒
を
着
て
、
東
海
道
筋
で
小
間
物
の
行
商
も
し
た
。
川
口
村
で
の
「
牢
獄
」

生
活
を
回
想
す
る
一
文
に
「
餓
鬼
道
」
が
出
て
く
る
。
「
浮
世
の
迷
巷
」
に
踏

み
迷
い
、
「
産
破
れ
、
家
廃
れ
て
、
我
が
痩
腕
を
も
て
活
計
の
道
に
奔
走
す
る

の
止
む
を
得
ざ
る
に
至
り
し
事
も
あ
り
」
、
「
あ
は
や
餓
鬼
道
に
迷
ひ
入
ら
ん
と

せ
し
事
も
あ
り
」
、
「
天
地
の
問
に
生
れ
た
る
こ
の
身
を
訴
か
り
て
、
■
自
殺
を
企

て
し
事
も
国
手
な
り
し
か
」
と
あ
る
。
明
治
十
七
年
、
自
由
民
権
運
動
の
折
、

透
写
は
「
餓
鬼
道
」
に
迷
う
人
民
と
志
士
ら
の
姿
を
見
て
、
側
隠
の
情
を
感
じ

さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
当
時
の
状
況
を
知
ら
せ
る
「
富
士
山
遊
び
の
記
憶
」
と
い

う
三
塁
の
手
記
が
あ
る
。
そ
こ
に
も
「
餓
鬼
道
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
志
士

ど
も
が
杖
に
す
が
り
て
進
み
行
く
、
飢
餓
に
其
身
も
痩
せ
果
て
・
」
と
あ
り
、

人
民
、
志
士
の
辛
苦
だ
け
で
な
く
、
三
多
摩
地
方
の
自
由
民
権
運
動
の
時
期
、

汁
谷
自
身
も
「
餓
鬼
道
」
を
直
接
に
体
験
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
鞘
寄
は

政
治
家
に
な
っ
て
「
萬
民
の
為
に
大
に
計
る
」
「
（
石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
明
治
二
十

年
八
月
十
八
日
）
こ
と
を
覚
悟
す
る
。

 
透
谷
は
明
治
二
十
三
年
九
月
二
十
四
日
の
日
記
に
さ
り
げ
な
く
「
米
九
升
七

合
な
り
」
と
記
す
る
。
一
円
に
つ
き
九
升
七
合
の
米
が
買
え
る
と
い
う
意
で
あ

（53）



る
。
明
治
二
十
二
年
下
半
期
か
ら
米
価
の
暴
騰
《
金
融
の
逼
迫
が
は
じ
ま
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
最
初
の
経
済
恐
慌
が
生
じ
た
。
庶
民
に
は
米
が
高
く
な
っ
て
も
せ
め
て
一

円
一
斗
あ
っ
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
米
の
値
段
が
あ
が
っ
て
困
っ
て
い
る
の
一

句
で
あ
る
。
「
も
し
こ
の
小
児
な
か
り
せ
ば
、
日
々
に
二
銭
を
省
く
こ
と
を
得
」

る
。
二
銭
と
は
六
歳
の
子
供
の
】
日
の
米
代
で
あ
る
。
「
其
日
に
得
た
る
銭
を

も
て
明
日
の
米
を
買
ふ
事
な
れ
ば
、
米
一
粒
の
尊
さ
余
人
の
能
く
知
る
と
こ
ろ
」

で
は
な
い
。
我
が
子
を
殺
す
母
の
溜
め
息
が
聞
こ
え
て
く
る
。
透
谷
は
こ
の
悲

し
げ
な
母
の
様
子
に
自
由
民
権
運
動
時
代
の
自
分
の
黒
黒
な
様
子
を
重
ね
合
わ

せ
た
の
で
あ
ろ
う

 
 
 
 
 
三
、
書
評
「
『
罪
と
罰
』
の
殺
人
罪
」

 
『
罪
と
罰
』
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
田
魯
庵
の

翻
訳
で
第
一
巻
が
明
治
二
十
五
年
十
一
月
十
日
に
、
第
二
巻
が
明
治
二
十
六
年

二
月
二
十
五
日
に
刊
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
翻
訳
物
は
全
体
の
半
分
ぐ
ら

い
に
過
ぎ
な
い
。
透
門
は
「
罪
と
罰
」
と
「
『
罪
と
罰
』
の
殺
人
罪
」
と
い
う

二
つ
の
書
評
を
そ
れ
ぞ
れ
明
治
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日
、
そ
の
翌
年
一
月
十

四
日
に
発
表
す
る
。
だ
か
ら
書
評
の
時
点
で
透
谷
の
読
ん
だ
『
罪
と
罰
』
は
そ

の
第
一
巻
で
あ
り
、
全
体
の
四
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
「
鬼
心
非
鬼
心
」
と
の

関
係
で
見
る
と
、
最
初
の
書
評
「
罪
と
罰
」
は
こ
れ
よ
り
も
一
か
月
半
足
ら
ず

後
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
両
者
共
に
殺
人
を

主
題
に
し
て
い
る
点
に
共
通
性
が
あ
る
。

 
透
谷
の
平
作
の
執
筆
意
図
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
墨
池
蓮
」
（
明
治
二
十
六
年

三
月
）
に
よ
る
と
、
批
評
と
は
「
人
間
進
歩
」
に
不
可
欠
の
一
要
素
で
あ
る
。

そ
の
目
的
は
「
人
間
を
饒
れ
る
境
遇
と
人
間
を
抱
け
る
運
命
を
採
掘
」
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
例
え
ば
、
「
善
」
「
悪
」
も
は
じ
め
か
ら
の
出
来
物
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
必
ず
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
「
根
」
が
あ
る
。
そ
れ
故
水
面
に
浮

か
ぶ
「
罪
の
葉
」
を
見
る
も
の
で
は
な
く
「
罪
の
根
」
を
透
視
す
べ
き
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
一
日
二
銭
の
倹
約
の
た
め
に
我
が
子
を
殺
す
母
、
そ
し
て
何
の
仇

も
な
き
高
利
貸
を
虐
殺
す
る
大
学
生
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
そ
の
罪
を
問
う
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
取
り
巻
く
「
罪
の
根
」
は
た
だ
な
ら
ぬ
「
社
会
の
罪
」

で
あ
り
、
そ
れ
を
透
谷
は
深
く
刻
も
う
と
す
る
。

 
二
銭
は
米
一
合
九
勺
の
値
段
で
あ
る
。
六
歳
の
子
供
の
一
日
分
で
あ
る
。
こ

の
二
銭
の
た
め
に
我
が
子
を
殺
す
と
い
う
あ
ま
り
に
も
異
常
過
ぎ
る
事
件
。
こ

れ
が
何
故
「
社
会
の
罪
し
で
あ
る
か
。
「
世
の
あ
り
さ
ま
」
と
言
え
ば
、
最
近
、

三
四
年
の
金
融
の
逼
迫
の
た
め
に
様
々
な
変
転
を
見
せ
る
。
即
ち
、
真
面
目
に

働
い
て
も
銭
を
稼
ぐ
と
こ
ろ
か
「
不
正
の
損
失
を
蒙
」
る
と
い
う
「
世
の
あ
り

さ
ま
」
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
た
か
が
二
銭
の
金
に
さ
え
拘
る
社
会
状
況
で
あ
る
。

 
一
方
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
を
取
り
巻
く
社
会
の
状
況
は
ど
う
な
る
か
。
酒

場
で
の
退
職
官
吏
マ
ル
メ
ラ
ー
ド
ブ
の
話
が
興
味
深
い
。
彼
の
娘
ソ
ー
ニ
ャ
が

娼
婦
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
そ
の
背
景
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
蚊
細
い
女

の
痩
腕
で
今
日
唱
う
し
て
生
計
が
立
ち
ま
す
。
何
か
特
別
な
藝
で
も
あ
る
な
ら

 
 
 
 

兎
に
か
く
」
（
P
2
9
）
と
云
々
。
貧
乏
な
純
潔
な
少
女
が
純
潔
な
仕
事
を
し
て
、

ど
れ
だ
け
の
稼
ぎ
が
出
来
る
か
。
特
別
な
芸
も
な
い
者
が
休
ま
ず
働
き
に
働
い

た
と
し
て
も
、
縫
賃
と
し
て
一
日
に
十
五
カ
ペ
イ
カ
も
お
ぼ
つ
か
な
い
く
ら
い

で
あ
る
。
ソ
ー
ニ
ャ
の
弟
た
ち
は
ひ
も
じ
が
っ
て
泣
く
ば
か
り
で
あ
る
。
盗
作

は
一
日
二
銭
の
金
、
そ
し
て
十
五
カ
ペ
イ
カ
に
さ
え
困
る
よ
う
な
．
「
世
の
あ
り

さ
ま
」
を
設
定
し
て
、
そ
こ
に
生
き
て
い
く
人
間
の
性
情
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
面
作
の
「
狂
女
」
と
大
学
生
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
殺
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人
は
個
人
の
罪
で
な
く
、
「
社
会
の
罪
」
に
帰
結
す
る
。

 
透
谷
は
書
評
「
罪
と
罰
」
の
中
に
「
第
八
回
以
後
は
そ
の
罪
に
よ
り
て
い
か

な
る
『
罰
』
、
精
神
的
の
罰
、
心
中
の
鬼
を
穿
ち
出
で
・
益
精
に
、
益
妙
な
り
」

と
評
す
る
。
四
谷
は
小
説
『
罪
と
罰
』
を
「
心
中
の
鬼
を
穿
ち
出
」
た
コ
心
理

的
小
説
し
と
み
て
い
る
。
こ
の
「
心
中
の
鬼
」
と
は
他
な
ら
ぬ
「
鬼
心
」
を
言

う
。
だ
か
ら
、
書
評
「
罪
と
罰
」
は
前
作
「
鬼
心
非
鬼
心
」
に
続
く
も
う
一
つ

の
「
心
理
的
小
説
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
両
作
の
繋
り
が
あ
る
。
透
谷
が
小
説
『
罪

と
罰
』
に
あ
れ
ほ
ど
心
酔
し
た
の
は
そ
こ
で
自
分
が
求
め
よ
う
と
す
る
当
の
も

の
を
見
付
け
だ
し
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
両
作
は
共
に
殺
人
を
素
材
に
し
て
そ

の
原
因
を
餓
え
に
求
め
て
い
る
。
我
が
子
を
殺
す
母
が
そ
れ
で
あ
り
、
ラ
ス
コ
ー

リ
ニ
コ
フ
が
高
利
貸
老
婆
を
虐
殺
す
る
に
至
る
ま
で
の
道
程
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
実
行
す
る
前
と
そ
の
後
の
主
人
公
達
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
世
界
が
見
事
に

描
か
れ
て
い
る
。

 
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
は
学
資
の
出
場
所
が
な
い
ば
か
り
に
、
・
も
う
何
か
月

忌
に
大
学
を
や
め
、
家
庭
教
師
の
仕
事
も
す
っ
か
り
な
く
な
っ
た
。
下
宿
の
主

婦
が
食
事
を
よ
こ
さ
な
く
な
っ
て
か
ら
も
う
二
週
間
に
も
な
る
の
に
、
彼
は
食

う
も
の
も
な
し
で
坐
っ
て
い
る
。
今
日
ま
で
ま
だ
一
度
も
、
か
け
あ
い
に
行
こ

う
と
す
ら
考
え
な
い
。
女
中
に
聞
か
れ
て
も
「
考
へ
る
事
」
（
P
4
5
）
と
答
え

る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
彼
は
わ
れ
な
が
ら
、
自
分
の
考
え
が
と
き
ど
き
混

乱
す
る
こ
と
や
、
自
分
の
心
身
が
ひ
ど
く
弱
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
実
際

彼
は
、
も
う
二
日
間
、
ほ
と
ん
ど
何
も
食
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
こ
う
い
う

こ
と
は
、
あ
ま
り
も
の
に
凝
り
す
ぎ
た
「
あ
る
種
の
偏
執
狂
」
に
よ
く
あ
る
。

も
う
「
真
実
に
頼
る
庭
が
な
」
（
P
2
8
）
い
、
と
い
う
こ
の
一
句
が
窮
迫
が
ど

ん
な
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
か
を
訴
え
て
い
る
。
質
屋
か
ら
帰
り
道
に
飲
み
屋

「
鬼
心
非
鬼
心
」
論

「
児
殺
」
を
中
心
に
一

に
寄
る
。
自
分
が
こ
う
急
に
弱
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
、
一
つ
は
空
腹
の
せ
い
で

あ
る
と
思
っ
た
の
で
、
な
お
の
こ
と
冷
た
い
ビ
ー
ル
と
乾
パ
ン
ひ
と
き
れ
で
も

た
べ
よ
う
か
と
思
う
。
貧
る
よ
う
に
最
初
の
一
杯
を
飲
み
干
す
と
、
た
ち
ま
ち

気
分
が
す
っ
と
軽
く
な
っ
て
、
思
考
力
が
は
っ
き
り
す
る
。

 
退
職
官
吏
マ
ル
メ
ラ
ー
ド
ブ
は
赤
貧
に
処
し
た
人
間
の
境
遇
を
語
る
。
「
貧

は
不
道
徳
に
あ
ら
ず
」
（
P
2
2
）
こ
れ
は
真
実
で
あ
る
が
、
「
乞
食
」
（
P
2
2
）

と
な
る
と
悪
徳
で
あ
る
。
ま
だ
貧
乏
の
う
ち
は
人
間
は
、
持
っ
て
生
れ
た
感
情

の
品
位
を
保
っ
て
も
い
ら
れ
る
が
、
素
寒
貧
と
な
る
と
、
第
一
自
分
が
自
分
を

侮
辱
す
る
心
構
え
も
生
じ
る
。
す
べ
て
未
知
の
人
に
対
し
て
お
ぼ
え
る
「
忌
ま

は
し
き
奇
怪
の
官
能
」
（
P
1
8
）
が
生
じ
る
の
み
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
人
間
と

は
せ
め
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
し
ろ
、
ど
こ
か
一
か
所
ぐ
ら
い
は
行
く
と
こ
ろ
が

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
が
、
も
う
ど
こ
へ
も
行
く
先
が
な
く
な
る
と
困
り
切
る
、

と
。
非
職
官
吏
の
飲
酒
放
蕩
獺
惰
は
彼
自
身
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
愛
ら
し
き

妻
と
無
邪
気
の
娘
さ
え
も
精
神
的
に
殺
す
。
娘
ソ
ー
ニ
ャ
が
娼
婦
に
な
っ
た
の

は
父
の
飲
酒
の
た
め
で
あ
る
。
周
り
の
人
々
へ
の
嫌
悪
の
情
は
つ
い
に
自
分
に

跳
ね
返
る
。
「
あ
る
種
の
偏
執
狂
」
、
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ア
（
気
諺
病
）
は
、
鴬
谷

に
言
わ
せ
る
と
、
「
無
知
之
を
病
ま
ず
、
知
識
あ
る
も
の
之
を
病
む
事
多
」
い
。

こ
の
病
気
は
「
既
に
激
昂
し
て
み
る
少
年
の
神
経
」
（
P
1
1
）
を
、
ま
す
ま
す

不
愉
快
に
刺
激
す
る
。
つ
い
に
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
次
の
よ
う
な
自
己
矛

盾
の
論
理
に
取
り
つ
か
れ
て
一
見
な
ん
の
価
値
も
な
い
か
に
思
わ
れ
る
一
金
貸

老
婆
を
殺
す
。
「
若
し
千
の
善
根
を
施
く
に
足
れ
ば
一
の
小
悪
は
消
滅
し
ち
ま

う
筈
だ
。
無
用
な
る
一
人
の
命
を
取
て
衰
亡
の
淵
に
罹
る
千
人
の
命
を
救
ふ
に

何
の
差
潮
が
あ
ら
う
」
（
P
8
7
）
と
。
し
か
し
、
斧
の
一
撃
に
老
婆
を
倒
し
た

足
許
か
ら
、
た
ち
ま
ち
理
論
は
崩
れ
は
じ
め
て
、
冷
厳
な
現
実
が
容
赦
な
く
ひ
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し
ひ
し
と
彼
の
一
身
に
お
そ
い
か
か
る
。

 
小
説
『
罪
と
罰
』
は
「
彼
の
奇
怪
な
る
一
大
巨
人
（
露
西
亜
）
の
暗
黒
な
る

電
界
の
側
面
を
暴
露
し
て
余
す
と
こ
ろ
な
し
」
と
透
谷
は
評
す
る
。
「
鬼
心
非

鬼
心
」
の
作
品
の
規
模
は
く
亭
亭
V
と
し
て
の
小
品
に
過
ぎ
な
い
。
が
、
「
（
露

西
亜
）
の
暗
黒
な
る
心
界
」
の
舞
台
を
日
本
に
移
し
変
え
た
の
が
「
鬼
心
非
鬼

心
」
で
あ
る
。
餓
え
に
餓
え
た
人
間
に
は
も
う
ど
こ
へ
も
行
く
先
が
な
い
。
も

う
「
真
実
に
頼
る
庭
が
な
」
（
P
2
8
）
い
。
何
の
罪
も
な
き
我
が
子
を
殺
す
母
、

何
の
仇
も
な
き
老
婆
を
殺
す
大
学
生
。
こ
の
二
つ
の
殺
人
は
「
大
逆
不
道
此
の

上
も
あ
ら
」
ぬ
行
為
で
あ
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
は
禽
獣
で
さ
え
、
そ
し
て
「
学

問
な
く
分
別
な
き
も
の
す
ら
」
考
え
ら
れ
ぬ
行
為
で
あ
る
。
評
文
「
餓
」
に
言

わ
せ
る
と
、
「
『
餓
』
は
実
に
大
敵
な
り
。
別
し
て
精
神
的
人
物
の
大
敵
な
り
。

多
数
の
人
、
『
餓
』
の
為
に
其
気
節
を
継
ぐ
。
彼
は
常
に
吾
人
の
周
園
に
毒
箭

を
注
射
す
」
と
あ
る
。
透
谷
は
こ
の
二
つ
の
殺
人
の
原
因
を
「
社
会
の
罪
」
と

い
う
同
じ
認
識
を
も
っ
て
解
釈
す
る
。
即
ち
、
両
作
は
「
罪
の
葉
」
よ
り
も
む

し
ろ
「
罪
の
根
」
を
刻
も
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
の
性
情
」
を
問
う
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
透
谷
を
し
て
小
説
『
罪
と
罰
』
を
理
解
し
や
す
く
し
た
は

ず
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
四
、
日
本
の
子
殺
し
伝
承

 
子
殺
し
は
生
活
の
窮
迫
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
お
よ
そ
幼
児
殺
し
と
嬰

児
殺
し
と
い
う
二
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
特
に
、
生
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
、

嬰
児
を
殺
す
の
を
間
引
と
い
う
。
間
引
は
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸

後
期
の
凶
作
、
餓
饒
を
契
機
に
一
挙
に
広
が
り
、
武
家
と
い
わ
ず
、
町
人
と
い

わ
ず
、
こ
れ
を
用
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
間
引
は
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る

人
口
の
増
加
が
少
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん

ど
全
国
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
明
治
以
後
に
お
い
て
も
こ
の
風
習
は
容
易
に

根
絶
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
七
歳
以
下
の
嬰
児
と
幼
児
が
我
が
親
に
殺
さ
れ

る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
も
間
引
と
同
じ
く
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治

以
後
に
至
っ
て
、
親
子
心
中
の
形
で
行
な
わ
れ
始
め
た
。
柳
田
国
男
氏
に
言
わ

せ
る
と
、
生
活
の
苦
闘
に
堪
え
か
ね
た
世
の
若
い
母
親
た
ち
が
、
ま
だ
東
西
も

知
ら
ぬ
幼
児
を
道
連
れ
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
死
な
ぬ
と
い
う
の
は
、
明
治
以

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
の
一
つ
の
流
行
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
子
殺
し
を
殺
人
と
意
識
し
難
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

と
い
う
日
本
文
化
の
独
自
性
が
あ
る
。
「
七
歳
ま
で
は
神
の
子
」
と
言
い
、
生

れ
た
ば
か
り
の
赤
子
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
に
六
歳
く
ら
い
か
ら
下
の
子

供
は
ほ
と
ん
ど
人
間
と
し
て
の
待
遇
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、

間
引
で
あ
れ
、
道
連
れ
の
た
め
の
子
殺
し
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
殺
人
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
社
会
通
念
と
し
て
通
用
し
て
い
た
ら
し
い
。

七
歳
以
上
の
子
供
も
子
殺
し
の
対
象
に
な
る
が
、
十
五
歳
に
な
れ
ば
、
名
実
と

も
に
一
人
前
と
認
め
ら
れ
て
そ
の
危
険
か
ら
免
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
六
歳
と

十
五
歳
の
二
人
子
の
中
で
、
六
歳
の
方
を
殺
し
て
、
自
分
も
す
ぐ
一
緒
に
死
の

う
と
す
る
「
狂
女
」
。
こ
の
「
鬼
心
非
鬼
心
」
の
筋
は
以
上
の
よ
う
な
子
殺
し

伝
承
に
相
応
し
い
。

 
深
沢
七
郎
の
著
作
『
槍
山
節
考
』
は
民
間
伝
承
の
棄
老
伝
説
を
テ
ー
マ
と
し

た
小
説
で
あ
る
。
そ
こ
に
間
引
の
話
が
出
る
。
家
や
村
に
食
糧
が
乏
し
い
の
で
、

村
中
の
人
々
は
極
貧
に
喘
ぎ
な
が
ら
暮
す
。
働
く
能
力
を
失
っ
た
老
婆
は
七
十

歳
に
な
れ
ば
、
自
分
の
息
子
の
背
板
に
負
わ
れ
て
、
楢
山
に
捨
て
ら
れ
る
。
こ

れ
が
村
の
掟
で
あ
る
。
つ
い
に
お
り
ん
自
ら
楢
山
に
行
く
決
心
を
息
子
夫
婦
に

打
ち
明
け
る
。
そ
の
折
、
お
り
ん
の
楢
山
参
り
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
家
族
み
ん

［56）



な
が
身
ご
も
っ
た
孫
夫
婦
の
赤
子
を
「
捨
ち
ゃ
る
」
相
談
を
平
気
で
す
る
。
食

糧
事
情
の
窮
迫
の
た
め
に
赤
子
「
捨
ち
ゃ
る
」
が
平
気
で
大
人
の
口
に
の
ぼ
せ

ら
れ
る
。
い
つ
の
時
代
、
ど
の
世
界
に
お
い
て
も
、
子
供
は
そ
の
生
存
権
を
親

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
き
た
。
貧
し
さ
の
中
で
殺
さ
れ
、
餓
死
さ
せ
ら
れ
、
遺

棄
さ
れ
た
多
く
の
子
供
達
。
子
供
の
運
命
と
は
そ
ん
な
に
悲
し
き
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

 
『
今
昔
物
語
』
巻
第
九
、
震
旦
郭
巨
の
話
に
子
殺
し
の
場
面
が
出
る
。
郭
巨

の
夫
婦
は
懇
ろ
に
母
を
養
う
。
し
か
し
、
貧
困
で
常
に
餓
え
に
苦
し
む
。
郭
巨

は
嘆
き
悲
し
ん
で
妻
と
図
る
。
老
母
を
養
う
た
め
に
六
歳
の
子
を
穴
に
埋
め
よ

う
と
す
る
。
二
人
は
涙
を
呑
み
な
が
ら
山
に
行
く
。
三
尺
ば
か
り
の
土
を
掘
る

と
、
底
に
鋤
の
先
に
固
く
当
た
る
も
の
が
あ
る
。
石
か
と
思
っ
て
掘
っ
て
い
く

と
、
黄
金
の
釜
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
が
孝
養
心
の
深
さ
の
た
め
に
天
か
ら
賜
っ

た
も
の
で
あ
る
と
郭
巨
は
喜
ぶ
。
彼
は
富
貴
を
得
、
つ
い
に
国
王
に
重
用
さ
れ

る
。
こ
の
郭
巨
の
話
は
子
殺
し
伝
承
の
一
つ
の
原
型
に
な
る
。
民
俗
学
者
柳
田

国
男
氏
の
「
山
の
人
生
」
に
子
殺
し
の
話
が
「
私
」
の
「
三
十
年
あ
ま
り
前
」

の
記
憶
の
形
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
世
間
の
ひ
ど
く
不
景
気
の
年
に
、
西
美
濃

の
山
の
中
で
炭
を
焼
く
五
十
ば
か
り
の
男
が
、
十
二
歳
の
子
供
を
二
人
ま
で
、

銭
で
触
り
殺
し
た
こ
と
が
あ
る
。
な
ん
と
し
て
も
炭
は
売
れ
ず
、
何
度
里
へ
降

り
て
も
、
い
つ
も
一
合
の
米
も
手
に
入
ら
な
い
。
最
後
の
日
に
も
空
手
で
戻
っ

て
き
て
、
餓
え
切
っ
て
い
る
小
さ
い
者
の
顔
を
見
る
の
が
つ
ら
さ
に
、
す
っ
と

小
屋
の
奥
へ
入
っ
て
昼
寝
を
す
る
。
目
が
覚
め
て
み
る
と
、
小
屋
の
口
一
杯
に

夕
日
が
さ
し
て
い
る
。
秋
の
末
の
こ
と
で
あ
る
。
二
人
の
子
供
が
日
当
り
の
と

こ
ろ
に
し
ゃ
が
ん
で
、
頻
に
何
か
を
し
て
い
る
。
傍
に
行
っ
て
み
る
と
、
一
生

懸
命
に
仕
事
に
使
う
大
き
な
斧
を
磨
い
て
い
る
。
お
父
さ
ん
、
こ
れ
で
私
た
ち

「
鬼
心
非
鬼
心
」
論

「
児
殺
」
を
中
心
に
一

を
殺
し
て
く
れ
と
言
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
て
二
人
の
子
供
は
入
口
の
材

木
を
枕
に
し
て
仰
向
け
に
寝
る
。
そ
れ
を
見
る
と
く
ら
く
ら
と
し
て
、
前
後
の

考
え
も
な
く
二
人
の
首
を
打
ち
落
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
自
分
は
死
ぬ
こ
と

が
出
来
ず
、
や
が
て
捕
ら
え
ら
れ
て
牢
に
入
れ
ら
れ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
「
山

の
人
生
」
の
話
は
あ
ま
り
に
も
叙
情
的
で
あ
り
、
読
者
に
涙
を
汲
ま
せ
る
よ
う

で
あ
る
。

 
間
引
は
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
江
戸
後
期
の
凶
作
、
長
期
間
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

餓
饅
を
契
機
に
一
挙
に
広
が
る
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
の
蔓
延
に
領
主
は
赤
子
間

引
の
根
絶
を
期
す
る
。
し
か
し
、
官
庁
の
厳
し
い
取
り
締
ま
り
に
も
か
か
わ
ら
．

ず
、
間
引
は
な
か
な
か
断
絶
さ
れ
な
い
。
裕
福
な
家
庭
に
お
い
て
も
第
四
子
以

下
は
間
引
の
対
象
に
な
る
。
当
時
は
、
た
と
え
嬰
児
殺
し
を
し
て
も
そ
れ
は
刑

法
の
対
象
に
な
る
よ
り
、
も
っ
ぱ
ら
教
化
の
対
象
に
な
る
。
社
会
全
体
が
殺
人

と
意
識
し
な
い
。
近
世
農
民
に
お
い
て
、
間
引
は
一
人
前
の
人
間
を
殺
す
の
と

は
異
な
っ
た
感
情
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
。
間
引
を
社
会
的
に
も
許
容
す
る
文

化
的
背
景
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
日
本
伝
統
の
死
生
観
が

潜
ん
で
い
る
。

 
日
本
伝
統
の
死
生
観
は
「
徒
然
草
」
百
五
十
五
段
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

春
が
暮
れ
て
後
夏
に
な
り
、
夏
が
終
っ
て
秋
が
来
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

春
は
そ
の
ま
ま
夏
の
気
配
を
は
ら
み
、
夏
の
う
ち
か
ら
既
に
秋
の
趣
は
流
通
し
、

秋
は
そ
の
ま
ま
で
も
う
寒
く
な
る
。
そ
し
て
、
木
の
葉
が
落
ち
る
の
も
先
に
落

ち
て
か
ら
芽
ぐ
む
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
下
よ
り
芽
ぐ
み
き
ざ
す
生
命
の
力

に
堪
え
切
れ
な
い
で
、
古
い
葉
が
落
ち
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
命
の
連

続
的
把
握
は
、
生
命
の
誕
生
と
死
の
問
題
を
と
ら
え
る
に
あ
た
っ
て
も
四
季
の

め
ぐ
り
と
譲
り
葉
の
よ
う
に
転
生
の
連
続
、
生
と
死
が
互
い
に
補
完
し
合
う
も
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の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
我
牢
獄
」
（
明
治
二
十
五
年
六
月
）

に
は
透
谷
の
「
牢
獄
」
意
識
が
語
ら
れ
て
い
る
。
全
体
に
牢
獄
に
閉
じ
込
め
ら

れ
た
「
我
」
の
切
迫
し
た
心
境
に
溢
れ
て
い
る
。
「
死
の
刺
は
我
が
後
に
来
た

り
て
…
機
を
覗
へ
り
」
と
そ
の
「
我
」
に
「
死
」
が
近
付
く
。
こ
れ
は
『
徒
然
草
』

の
「
死
期
は
つ
い
で
を
待
た
ず
。
死
は
前
よ
り
し
も
来
ら
ず
、
か
ね
て
後
に
迫

れ
り
」
（
百
五
十
五
段
）
と
い
う
と
こ
ろ
を
典
拠
に
す
る
。
四
谷
が
日
本
の
伝

統
的
死
生
観
を
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
つ
ま
り
、
人
間
の
生
と
は
絶
対
的
、
一
回
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
の
世
（
カ

ミ
の
世
界
）
か
ら
こ
の
世
（
ヒ
ト
の
世
界
）
へ
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
世
か
ら
あ

の
世
へ
と
、
あ
た
か
も
四
季
の
め
ぐ
り
の
よ
う
に
輪
廻
す
る
も
の
で
あ
る
。
四

季
の
う
つ
ろ
い
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
的
風
土
の
観
照
か
ら
成
立
し
た
自
然
観
や

大
陸
か
ら
伝
来
し
た
輪
廻
、
転
生
の
思
想
の
影
響
を
う
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
伝
統
的
死
生
観
が
子
殺
し
思
想
の
根
底
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
「
七
歳
ま
で

は
神
の
子
」
と
言
い
、
神
と
人
間
の
中
間
的
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
た
。
だ
か

ら
、
、
嬰
児
は
ま
だ
こ
の
世
の
人
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
何

ら
か
の
理
由
で
こ
の
ま
ま
こ
の
世
に
迎
え
入
れ
難
け
れ
ば
、
カ
ミ
の
世
界
へ
も

う
一
度
戻
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
間
引
き
を
多
く
の
地
方
で
「
戻
す
」
「
帰
す
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぶ

と
表
現
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
意
識
の
反
映
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も

間
引
い
た
子
の
死
骸
を
家
の
床
下
に
埋
め
る
と
い
う
慣
習
も
あ
る
。
こ
れ
は
柳

田
国
男
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
早
く
再
び
此
世
の
光
に
逢
は
せ
る
や
う
に
、
成

る
べ
く
近
い
庭
に
休
め
て
置
い
て
、
出
て
来
や
す
い
や
う
に
し
ょ
う
と
い
ふ
趣

 
 
 
 
 
 
 
お

意
が
加
は
つ
て
居
た
」
と
あ
る
。

 
 
 
 
五
、
詩
「
み
ど
り
ご
」

 
詩
「
み
ど
り
ご
」
は
明
治
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
、
「
平
和
」
第
八
号

に
発
表
さ
れ
た
。
透
谷
の
一
女
英
子
は
こ
の
年
六
月
一
日
に
生
ま
れ
た
。
「
鬼

心
非
鬼
心
」
よ
り
丁
度
三
週
間
後
、
「
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
小
品
」
よ
り
丁
度
一

か
月
前
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
当
然
透
谷
に
「
親
の
情
」
が
満
ち
溢
れ

て
い
る
。

 
 
ゆ
た
か
に
ね
む
る
み
ど
り
ご
は
、
／
う
き
よ
の
外
の
夢
を
見
て
、
．

 
 
母
の
ひ
ざ
を
ば
極
楽
の
、
／
た
ま
の
う
て
な
と
思
ふ
ら
む
。

 
 
ひ
ろ
き
世
界
も
世
の
人
の
、
／
心
の
中
に
は
い
と
せ
ま
し
。

 
 
ね
む
れ
み
ど
り
ご
い
つ
ま
で
も
、
／
刺
な
く
ひ
ろ
き
ひ
ざ
の
上
に
。

 
母
親
に
と
っ
て
子
供
が
最
も
可
愛
ら
し
い
時
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら

く
子
供
が
母
親
の
懐
に
抱
か
れ
て
す
や
す
や
と
眠
る
時
で
は
な
か
ろ
う
か
。
万

葉
集
の
山
上
憶
良
の
「
三
日
」
（
六
-
脳
）
の
歌
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。
夕

方
に
な
る
と
、
さ
あ
寝
る
よ
と
手
に
曲
り
つ
き
、
父
さ
ん
も
母
さ
ん
も
そ
ば
を

離
れ
な
い
で
真
ん
中
に
寝
て
ね
と
す
が
り
つ
く
。
こ
の
一
人
子
幼
い
油
日
の
歌

か
ら
英
子
の
可
愛
ら
し
さ
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
以
上
の
親
子
の
幸
せ
が
感
じ

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
ま
れ
て
か
ら
や
っ
と
半
年
目
の
英
子
。
透
谷
は
貴

重
な
子
を
得
て
久
し
ぶ
り
に
親
に
な
っ
た
誇
り
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

 
こ
の
詩
は
母
と
嬰
児
、
二
人
の
関
係
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
「
鬼
心
非
鬼
心
」
と
同
じ
構
成
で
あ
る
。
「
鬼
心
非
鬼
心
」
が
監
理
な
「
う

き
よ
」
を
暴
露
す
る
反
面
、
こ
の
詩
は
「
う
き
よ
の
外
」
を
夢
見
る
嬰
児
を
歌
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
嬰
児
殺
し
の
面
影
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
「
母
の
ひ
ざ
」

で
安
ら
か
に
寝
入
っ
た
嬰
児
は
「
う
き
よ
の
外
」
の
夢
を
見
て
豊
か
に
眠
る
。

そ
の
嬰
児
の
内
面
世
界
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
大
変
穏
や
か
な
雰
囲
気
を
読
む

（58）



者
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

 
全
体
が
八
行
の
短
詩
で
あ
る
。
「
ゆ
た
か
に
」
は
「
ね
む
る
み
ど
り
ご
」
を

修
飾
す
る
。
嬰
児
の
夢
見
る
世
界
は
「
う
き
よ
」
で
は
な
く
「
う
き
よ
の
外
」

で
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
「
母
の
ひ
ざ
」
が
二
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ

け
に
詩
全
体
に
は
嬰
児
へ
の
母
の
切
な
い
気
持
ち
が
色
濃
く
流
れ
て
い
る
。
母

は
「
刺
」
だ
ら
け
の
「
う
き
よ
」
を
嬰
児
に
見
さ
せ
た
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
嬰
児
を
「
ね
む
」
ら
せ
て
「
う
き
よ
の
外
」
の
「
夢
」
の
世
界
に
導

く
。
嬰
児
に
は
自
分
を
安
ら
か
に
眠
ら
せ
て
く
れ
る
「
母
の
ひ
ざ
」
が
「
極
楽
」

で
あ
り
、
「
刺
な
く
ひ
ろ
き
」
世
界
で
あ
る
。
「
う
き
よ
」
は
心
の
「
せ
ま
」
き

人
々
ば
か
り
の
現
実
世
界
で
あ
る
。
母
は
嬰
児
に
「
ね
む
れ
」
と
い
う
命
令
形

を
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
い
つ
ま
で
も
」
「
う
き
よ
」
か
ら
嬰
児
を
見
守
る

「
母
の
ひ
ざ
」
の
役
割
を
強
調
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
。

 
前
作
「
鬼
心
非
鬼
心
」
に
お
い
て
は
二
銭
の
米
代
の
た
め
に
我
が
子
を
殺
す

「
親
の
情
」
が
描
か
れ
て
て
い
る
。
が
、
こ
の
詩
に
は
そ
の
「
狂
女
」
の
様
子

は
全
く
見
ら
れ
ず
、
た
だ
嬰
児
へ
の
優
し
い
「
親
の
情
」
の
み
が
読
み
取
れ
る
。

「
鬼
心
非
鬼
心
」
に
は
間
引
思
想
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
子
殺
し
伝
承
が
流

れ
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
両
極
端
の
様
相
を
見
せ
る
。
一
方
は
、
我

が
子
を
殺
す
こ
と
。
他
方
は
、
間
引
さ
れ
た
子
を
あ
の
世
に
「
戻
す
」
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
「
戻
す
」
行
為
は
無
邪
気
な
嬰
児
を
「
う
き
よ
の
外
」
を
夢
み
さ

せ
る
と
い
う
こ
の
詩
の
「
母
の
ひ
ざ
」
に
似
通
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
「
想
世
界
↑

の
持
ち
主
嬰
児
が
「
実
世
界
」
と
の
闘
い
で
敗
れ
て
立
ち
籠
も
る
牙
城
は
他
な

ら
ぬ
「
母
の
ひ
ざ
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
全
体
に
は
「
眠
る
」
を
媒
介
に
し
て
母

親
の
嬰
児
へ
の
願
望
が
一
貫
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
透
谷
も
長
女
英
子
の
誕
生

を
き
っ
か
け
に
「
親
の
情
」
を
し
み
じ
み
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
鬼
心
非
鬼
心
」
論

「
児
殺
」
を
中
心
に
一

 
透
谷
に
は
詩
「
み
ど
り
ご
」
の
よ
う
に
嬰
児
を
主
題
と
し
た
「
弾
琴
」
と
「
弾

琴
と
嬰
児
」
と
い
う
短
詩
が
あ
る
。
「
弾
琴
と
嬰
児
」
は
「
弾
琴
」
を
加
筆
完

成
し
た
も
の
で
あ
り
、
詩
「
み
ど
り
ご
」
よ
り
ほ
ぼ
半
年
後
の
明
治
二
十
六
年

五
月
三
日
に
発
表
さ
れ
た
。
両
者
は
共
に
「
何
を
笑
む
な
る
み
ど
り
ご
」
に
始

ま
る
。
詩
「
み
ど
り
ご
」
の
「
ゆ
た
か
に
ね
む
る
み
ど
り
ご
」
の
イ
メ
ー
ジ
は

見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
「
母
の
ひ
ざ
」
の
変
わ
り
に
「
琵
琶
弾
く
人
」
が
登
場

し
て
嬰
児
と
対
応
関
係
を
な
し
て
い
る
。
橋
詰
静
子
氏
は
詩
「
み
ど
り
ご
」
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ

「
弾
琴
」
の
草
稿
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
「
弾
琴
」
は
詩
「
み
ど
り
ご
」

・
に
見
ら
れ
る
「
ね
む
る
」
嬰
児
、
な
お
親
子
の
関
係
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
故
に
、
詩
「
み
ど
り
ご
」
は
一
つ
の
独
立
し
た
詩
編
と
し
て
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
山
ハ
、
「
鬼
 
・
心
」

 
詩
「
み
ど
り
ご
」
と
「
鬼
心
非
鬼
心
」
、
両
者
は
共
に
「
親
の
情
」
を
主
題

に
す
る
。
し
か
し
、
両
者
は
互
い
に
対
極
的
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
一
方
は

「
児
殺
」
す
「
鬼
心
」
の
「
狂
女
」
の
凄
じ
い
様
子
が
、
他
方
は
「
う
き
よ
」

か
ら
嬰
児
を
見
守
っ
て
「
極
楽
」
を
夢
見
さ
せ
る
「
母
の
ひ
ざ
」
が
そ
れ
ぞ
れ

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
対
極
的
の
「
親
の
情
」
を
設
定
し
て
い
る
挙
世

の
意
図
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
こ
れ
は
「
鬼
心
」
・
「
非
鬼
心
」
と
い

う
「
心
」
の
問
題
に
関
わ
る
。

 
透
谷
は
既
に
「
蓬
莱
曲
」
（
明
治
二
十
四
年
五
月
）
の
「
蓬
莱
山
頂
」
に
お

い
て
「
性
」
の
二
元
性
を
語
っ
て
い
る
。
人
間
の
「
性
」
に
は
「
神
性
」
と
「
人

性
」
と
い
う
二
つ
の
「
性
」
が
あ
る
。
両
者
は
小
休
な
く
生
命
の
尽
き
る
ま
で

戦
い
続
け
て
、
人
間
を
病
ま
せ
て
疲
ら
せ
て
悩
ま
せ
る
。
「
心
機
妙
変
を
論
ず
」
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（
明
治
二
十
五
年
九
月
）
に
は
「
性
」
が
コ
心
し
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

「
神
の
如
き
性
、
人
の
中
に
あ
り
、
人
の
如
き
性
、
人
の
中
に
あ
り
、
此
二
者

は
常
久
の
戦
士
な
り
」
ど
。
ま
た
、
「
人
間
の
心
池
」
に
は
「
善
鬼
悪
鬼
歌
唱

醜
鬼
」
が
混
交
し
、
乱
戦
す
る
。
こ
れ
は
人
間
が
他
の
動
物
と
異
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
「
至
善
」
は
「
悪
」
の
外
被
に
蔽
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
「
至
悪
」
は

「
善
」
の
皮
肉
に
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
古
来
哲
士
の
為
難
し
と
す
る
と

こ
ろ
、
凡
俗
の
容
易
に
企
つ
る
能
ざ
る
難
事
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
「
心
池
」

の
問
題
は
コ
心
池
辺
L
（
明
治
二
十
六
年
三
月
）
に
続
く
。
こ
こ
に
複
雑
で
と

ら
え
難
い
「
人
間
の
本
性
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
心
池
」
で
の
「
争
」
い
と

は
「
善
と
悪
」
、
「
明
と
暗
」
、
「
神
」
と
「
悪
魔
」
に
の
み
限
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
「
『
紛
闘
』
は
到
底
吾
人
の
自
ら
測
り
知
る
こ
と
を
得
ざ
る
ま
で

の
深
さ
に
広
が
れ
」
る
。
し
か
し
、
「
こ
の
『
紛
闘
』
は
、
吾
人
を
提
げ
て
天

に
ま
で
達
せ
し
む
る
外
面
鬼
に
し
て
、
而
し
て
内
面
神
島
な
る
も
の
な
り
」
と

あ
る
。

 
こ
の
「
心
池
」
の
問
題
は
「
鬼
心
非
鬼
心
」
の
主
題
「
鬼
心
」
の
こ
と
を
示

唆
す
る
。
「
児
殺
」
す
「
親
の
情
」
が
「
鬼
心
」
で
あ
る
。
一
方
、
「
う
き
よ
」

か
ら
嬰
児
を
見
守
っ
て
「
極
楽
」
を
夢
見
さ
せ
る
「
母
の
ひ
ざ
」
が
「
非
鬼
心
」

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
鬼
心
」
が
「
至
悪
」
か
、
そ
れ
と
も
「
非
鬼
心
」
が
「
至

善
」
か
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
と
ら
え
難
い
「
人
間
の
本
性
」
で
あ
る
。
こ
の
二

者
は
「
池
心
」
の
中
で
互
い
に
交
叉
し
な
が
ら
相
手
を
包
み
合
う
。
言
い
換
え

れ
ば
、
「
鬼
心
」
は
「
非
鬼
心
」
を
、
「
非
鬼
心
」
は
「
鬼
心
」
を
互
い
に
蔽
い

合
う
。
こ
れ
は
休
み
な
く
生
命
の
尽
き
る
ま
で
「
紛
闘
」
す
る
。
い
わ
ば
、
こ

の
二
者
は
「
常
久
の
戦
士
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
下
話
」
は
「
吾
人
を

提
げ
て
天
に
ま
で
達
せ
し
む
る
外
面
鬼
に
し
て
、
而
し
て
内
面
神
韻
な
る
も
の
」

で
あ
る
。
即
ち
、
「
紛
闘
」
の
外
面
は
「
鬼
心
」
で
あ
り
、
そ
の
内
面
は
「
神
女
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
親
の
情
」
に
は
「
鬼
心
」
と
「
修
女
」
が
混
交
し
て
い
る
。

「
児
殺
」
す
「
鬼
心
」
と
は
「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
に
よ
る
「
偶
然
の
狂
乱
」

の
結
果
で
あ
る
。

 
こ
の
「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
は
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
の
言
う
「
邪
悪
な

る
魔
力
」
（
サ
タ
ニ
ツ
ク
・
パ
ワ
ー
）
に
当
た
る
。
「
邪
悪
な
る
魔
力
」
は
「
天

力
」
（
ヘ
ブ
ン
リ
ー
・
パ
ワ
ー
）
に
対
す
る
観
念
と
共
に
「
人
間
の
観
念
の
区

域
を
拡
開
」
す
る
。
透
谷
に
言
わ
せ
る
と
東
洋
の
思
想
・
文
学
は
「
他
界
の
観

念
」
に
乏
し
い
。
禅
学
と
儒
学
は
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
の
大
敵
で
あ
る
。

禅
は
心
を
法
と
し
て
想
像
を
閉
じ
る
。
儒
学
は
実
際
的
思
想
を
尊
ん
で
「
他
界

の
美
醜
」
を
想
像
し
な
い
。
一
方
、
「
基
督
の
神
性
」
は
「
東
洋
の
唯
心
的
思
想
」

の
達
し
得
ぬ
と
ろ
こ
に
「
観
念
」
を
及
ぼ
す
と
同
時
に
、
「
サ
タ
ン
の
魔
性
」

は
「
東
洋
の
悪
鬼
思
想
」
の
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
「
観
念
」
を
到
達
さ
せ
る
、

と
。
透
谷
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
幽
霊
を
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、

透
谷
は
「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
に
よ
る
「
児
殺
」
の
「
鬼
心
」
に
「
他
界
に
対

す
る
観
念
」
を
見
付
け
た
わ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
児
殺
」
と
い
う

日
本
の
子
殺
し
伝
承
の
底
を
流
れ
て
い
る
「
遠
大
高
遠
な
る
鬼
神
」
を
詩
想
中

に
産
み
出
す
こ
と
が
出
来
た
と
言
え
よ
う
。

 
続
い
て
、
透
谷
は
東
西
の
「
死
」
を
見
比
べ
る
。
「
死
て
ふ
眠
の
中
に
い
か

な
る
夢
を
や
見
る
ら
む
。
」
、
「
死
ん
で
仕
舞
へ
ば
亡
く
ら
や
み
。
」
と
。
「
死
は
眠
」

は
西
洋
の
詩
歌
で
あ
り
、
「
死
は
終
」
は
東
洋
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
他

界
に
対
す
る
観
念
」
が
乏
し
い
。
前
者
は
基
督
教
思
想
、
後
者
は
仏
教
思
想
か

ら
の
も
の
で
あ
る
。
詩
「
み
ど
り
ご
」
に
は
「
ね
む
る
み
ど
り
ご
」
が
描
か
れ

て
い
る
。
「
児
殺
」
す
「
親
の
情
」
と
「
母
の
ひ
ざ
」
に
す
や
す
や
と
「
ね
む
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る
み
ど
り
ご
L
。
こ
の
「
鬼
心
非
鬼
心
」
と
詩
「
み
ど
り
ご
」
の
発
想
は
、
い

わ
ば
「
死
は
眠
」
の
世
界
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
透
谷
の
言
う
「
他

界
に
対
す
る
観
念
」
が
潜
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
透
谷
に
お
け
る

「
狂
」
、
「
ま
が
つ
び
の
魔
力
」
等
の
問
題
は
今
後
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

 
＊
北
村
透
戸
の
著
作
本
文
の
引
用
は
勝
本
清
一
郎
『
霊
山
全
集
』
（
岩
波
書
店
）

 
 
に
拠
る
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
直
し
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

1
、
勝
本
清
一
郎
『
透
谷
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
解
題

2
、
平
岡
敏
夫
、
『
北
村
透
谷
研
究
 
第
四
』
、
「
『
鬼
心
非
鬼
心
』
の
構
造
」
1

 
 
感
想
と
小
説
の
間
i
」
、
平
成
五
年
四
月
、
有
精
堂

3
、
平
岡
敏
夫
、
『
北
村
四
谷
研
究
第
三
』
、
「
『
鬼
小
非
鬼
心
』
一
透
谷
の
『
弱

 
 
者
』
像
一
」
、
・
昭
和
五
十
七
年
一
月
、
有
精
堂

4
、
鈴
木
明
美
、
「
北
村
透
谷
研
究
1
『
鬼
心
非
鬼
心
』
を
中
心
に
l
」
、

 
 
「
東
洋
大
短
大
論
集
」
、
昭
和
五
十
五
年
三
月

5
、
勝
本
清
一
郎
『
透
谷
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
解
題

6
、
宮
崎
湖
処
子
、
『
透
谷
庵
を
憶
ふ
』
、
『
国
民
新
聞
』
、
明
治
二
十
七
年
六
月

 
 
五
日

7
、
桶
谷
秀
昭
編
、
『
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
』
、
旺
文
社
文
庫
、
注
釈

8
、
以
下
、
『
罪
と
罰
』
の
テ
キ
ス
ト
は
『
内
田
魯
庵
全
集
1
2
』
（
翻
訳
1
）
ゆ

 
 
ま
に
書
房
版
に
よ
る

9
、
竜
内
大
三
、
「
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
第
二
四
号
」
、
「
親
子
心
中
と
日
本

 
 
人
の
子
供
観
」

1
0
、
 
『
日
本
民
俗
学
大
系
2
』
、
「
誕
生
と
育
児
」
、
平
凡
社
、
P
蹴

1
1
、
 
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
、
第
四
巻
、
「
山
の
人
生
」
、
筑
摩
書
房
、
昭
和

「
鬼
心
非
鬼
心
」
論

「
児
殺
」
を
中
心
に
一

 
 
三
十
七
年
、
P
5
9

1
2
、
 
『
民
俗
学
辞
典
』
、
「
間
引
」
、
柳
田
国
界
監
修
、
・
東
京
耳
翼

1
3
、
 
『
定
本
 
柳
田
国
男
集
』
、
第
十
巻
「
先
祖
の
話
」
、
筑
摩
書
房
、

 
 
昭
和
三
十
七
年
、
p
蜘

1
4
、
橋
詰
静
子
、
『
透
谷
詩
考
』
、
1
「
み
ど
り
ご
」
「
弾
琴
」
「
弾
琴

 
 
と
嬰
児
」
論
一
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
、
国
文
社
、
P
卿
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