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河

泰

厚

 
 
 
 
 
一
、

 
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
七
月
二
十
四
日
の
未
明
、
『
続
西
方
の
人
』
を
書

き
終
え
た
芥
川
は
、
田
端
の
澄
江
堂
で
ベ
ロ
ナ
ー
ル
と
ジ
ャ
ー
ル
の
致
死
量
を

仰
ぎ
、
み
ず
か
ら
の
生
命
を
絶
っ
た
。
こ
の
時
、
数
え
年
三
十
六
歳
、
満
三
十

五
歳
と
五
カ
月
ほ
ど
で
あ
る
。

 
遺
書
は
妻
文
、
友
人
菊
地
寛
、
小
穴
隆
一
を
は
じ
め
、
近
親
知
己
に
宛
て
た

面
通
の
ほ
か
、
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』
と
し
た
一
通
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
と

と
も
に
、
彼
の
枕
元
に
は
聖
書
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
芥
川
の
遺
書
に
等
し

い
正
続
『
西
方
の
人
』
と
関
連
付
け
て
考
え
る
時
、
様
々
な
こ
と
を
示
唆
す
る
。

は
た
し
て
聖
書
は
彼
の
自
殺
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
し
て
、
正
続
『
西
方
の
人
』
は
彼
の
聖
書
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
と
、

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
作
品
で
あ
る
か
が
当
然
問
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

 
さ
て
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
七
月
十
日
の
日
付
の
あ
る
『
西
方
の
人
』
、

お
よ
び
同
二
十
三
日
の
日
付
で
文
学
的
遺
書
と
も
な
っ
た
『
続
西
方
の
人
』
は
、

芥
川
が
心
身
と
も
に
困
態
の
さ
な
か
、
書
か
ざ
る
を
得
な
い
衝
動
に
駆
ら
れ
て

立
ち
向
か
っ
た
、
彼
の
最
後
の
心
血
を
注
い
だ
作
品
と
言
え
る
。

 
〈
西
方
の
人
〉
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
指
す
が
、
歴
史
上
の
人

物
の
中
で
こ
の
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
ほ
ど
長
い
間
、
様
々
に
論
じ
ら

れ
た
存
在
は
ほ
か
に
な
い
。
イ
エ
ス
の
生
涯
を
め
ぐ
る
論
説
は
数
え
切
れ
ぬ
ほ

ど
多
い
。
芥
川
の
場
合
も
例
外
で
は
な
く
、
生
涯
の
最
後
に
こ
の
イ
エ
ス
と
い

う
存
在
と
直
面
す
る
こ
と
と
な
る
。

 
芥
川
は
彼
の
く
キ
リ
ス
ト
伝
V
と
も
言
え
る
『
西
方
の
人
』
を
書
い
た
目
的
 
 
田

を
作
品
冒
頭
で
明
確
に
語
っ
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
口

 
 
 
日
本
に
生
ま
れ
た
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
は
算
し
も
ガ
リ
ラ
ヤ
の
湖

を
眺
め
て
み
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
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
た
し
は
歴
史
的
事
実
や
地
理
的
事
実

を
顧
み
な
い
で
あ
ら
う
。
（
そ
れ
は
少
く
と
も
ジ
ア
ナ
リ
ス
テ
イ
ツ
ク
に

は
困
難
を
避
け
る
為
で
は
な
い
。
若
し
真
面
目
に
構
へ
よ
う
と
す
れ
ば
、

五
六
冊
の
ク
リ
ス
ト
伝
は
容
易
に
こ
の
役
を
は
た
し
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。
）
そ
れ
か
ら
ク
リ
ス
ト
の
一
言
一
行
を
忠
実
に
挙
げ
て
み
る
余
裕
も

 
 
な
い
。
わ
た
し
は
唯
わ
た
し
の
感
じ
た
通
り
に
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」

 
 
を
記
す
の
で
あ
る
。
（
1
こ
の
人
を
見
よ
）
（
傍
線
筆
者
）

芥
川
が
正
続
『
西
方
の
人
』
の
執
筆
に
当
た
っ
て
参
考
に
し
た
主
な
資
料
は
、

『
新
約
聖
書
』
の
福
音
書
を
基
本
に
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
エ
ル
ネ

『
西
方
の
人
』
考
察
（
上
）



ス
ト
・
ル
ナ
ン
の
『
イ
エ
ス
伝
』
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
『
獄
中
記
』
、
そ

れ
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
パ
ピ
ニ
の
『
基
督
の
生
涯
』
の
聖
書
で
あ
り
、
そ
の
他
に

ニ
ー
チ
ェ
、
ル
ソ
ー
、
ダ
ン
テ
、
ゲ
ー
テ
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
な
ど
の
参
照
の
あ
と

も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
影
響
は
あ
る
も
の
の
、
芥
川
の
描
い
た
『
西

方
の
人
』
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
め
ぐ
る
諸
説
の
流
れ
と
は
無
縁
の
、
「
わ

た
し
の
感
じ
た
通
り
に
『
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
』
」
を
描
き
出
し
た
、
芥
川
独

自
の
キ
リ
ス
ト
観
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
「
赤
あ
か
と
実
の
つ
た
柿
の
木
の

下
に
長
崎
の
入
江
も
見
え
て
み
る
」
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
と
い
う
表
現
の

裡
に
は
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
で
盛
ん
な
キ
リ
ス
ト
論
の
論
争
な
ど
と
も
無
縁
な
場

所
で
、
文
字
ど
お
り
〈
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
〉
を
心
ゆ
く
ま
ま
に
、
静
か
に
描

き
と
っ
て
み
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。

 
さ
ら
に
ま
た
、
芥
川
は
そ
の
意
図
の
み
で
は
な
く
、
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
い

必
然
的
な
理
由
、
内
的
な
衝
迫
と
も
い
え
る
も
の
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。

 
 
 
誰
も
わ
た
し
の
書
い
た
も
の
な
ど
に
、
i
殊
に
ク
リ
ス
ト
を
書
い
た

 
 
も
の
な
ど
に
興
味
を
感
ず
る
も
の
は
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
わ
た
し
は

四
福
音
書
の
中
に
ま
ざ
ま
ざ
と
わ
た
し
に
呼
び
か
け
て
み
る
ク
リ
ス
ト
の

姿
を
感
じ
て
み
る
。
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
を
書
き
加
へ
る
の
も
わ
た
し
自

 
 
身
に
は
や
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
続
再
び
こ
の
人
を
見
よ
）
（
傍
線
筆

 
 
者
）

と
、
「
ま
ざ
ま
ざ
と
わ
た
し
に
呼
び
か
け
て
み
る
ク
リ
ス
ト
」
へ
の
熱
い
共
感

を
隠
さ
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
呼
び
か
け
て
み
る
ク
リ
ス
ト
」
に
彼
自
身
が

応
え
る
こ
と
で
あ
り
、
言
わ
ば
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
「
鏡
」
の
前
に
己
れ
自
身

を
託
し
出
す
こ
と
と
も
な
る
。

 
『
西
方
の
人
』
は
三
十
七
の
短
章
、
『
続
西
方
の
人
』
は
二
十
二
の
短
章
か

ら
成
り
、
通
観
す
る
な
ら
ば
、
全
五
十
九
章
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
多
く

の
く
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
論
〉
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
分
量
は
必
ず
し
も
多
く
は

な
い
。
た
だ
、
短
編
作
家
ら
し
い
彼
の
凝
縮
さ
れ
た
、
歯
切
れ
の
い
い
文
体
や

彼
独
自
の
警
句
の
妙
は
随
所
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

 
正
編
で
は
キ
リ
ス
ト
を
、
そ
の
事
跡
、
す
な
わ
ち
、
誕
生
、
荒
れ
野
の
誘
惑
、

奇
跡
、
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
、
十
字
架
、
復
活
と
、
イ
エ
ス
の
生
涯
の
順
に
し
た

が
っ
て
描
い
て
い
る
が
、
続
篇
は
芥
川
自
身
に
と
っ
て
の
重
要
課
題
と
い
う
視

点
か
ら
、
そ
の
全
体
像
を
語
っ
て
い
る
章
が
多
い
。
こ
の
両
作
品
の
質
的
差
異

に
つ
い
て
鈴
木
秀
子
氏
は
、
「
『
続
西
方
の
人
』
は
、
短
い
し
、
題
名
か
ら
し
て

も
、
『
西
方
の
人
』
と
一
連
の
作
と
し
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

私
は
、
こ
の
二
作
品
は
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
す
る
と
考
え
る
。
」
と
、
両
作

品
の
独
立
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
両
作
品
は
密
接
に
結
び
付

き
、
正
続
呼
応
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
但
し
、
続
篇
が
内
容
に
一
層
の
深

ま
り
を
生
み
、
よ
り
切
実
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
雑
誌
の
締
め
切
日
の
迫
っ
た
為
に
ペ
ン
を
批
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」

（
続
1
再
び
こ
の
人
を
見
よ
）
時
間
的
な
制
約
に
追
わ
れ
つ
つ
、
書
い
た
『
西

方
の
人
』
と
、
「
多
少
の
閑
」
（
同
）
を
得
て
、
時
問
的
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、

自
由
に
自
分
の
心
境
を
吐
露
し
た
『
続
西
方
の
人
』
と
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。

 
正
続
『
西
方
の
人
』
の
両
作
品
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
両
作
品
を
通
じ
て
の
主
題
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
『
西
方
の
人
』

で
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
が
出

来
な
い
」
、
「
わ
た
し
は
唯
わ
た
し
の
感
じ
た
通
り
に
『
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
』

を
記
す
」
と
、
作
者
は
執
筆
の
心
境
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
告
白
は
『
続
西
方

の
人
』
に
至
っ
て
は
よ
り
深
い
実
存
的
な
問
題
に
化
し
、
前
述
の
冒
頭
の
一
節
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や
末
尾
の
「
貧
し
い
人
た
ち
に
」
で
の
、
「
我
々
は
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の

や
う
に
我
々
の
心
を
燃
え
上
ら
せ
る
ク
リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
み
ら
れ
な
い
の

で
あ
ら
う
」
と
い
う
一
節
に
も
、
そ
の
思
い
の
深
さ
は
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
正
続
『
西
方
の
人
』
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
る
主
題
と
は
、
芥
川
の
「
わ

た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
（
傍
線
筆
者
）
を
描
く
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
「
わ
た
し
に

呼
び
か
け
て
み
る
ク
リ
ス
ト
」
（
傍
線
筆
者
）
に
応
答
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
両
作
品
の
主
な
素
材
は
『
新
約
聖
書
』
の
福
音
書
か
ら
得
て
は

い
る
が
、
『
新
約
聖
書
』
に
描
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
一
生
と
は
か
な
り
の
差
が

あ
る
。
笹
淵
友
一
氏
が
そ
れ
を
「
聖
書
離
れ
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
も
ま
た

当
然
で
あ
る
。

 
正
続
『
西
方
の
人
』
が
キ
リ
ス
ト
の
一
生
を
忠
実
に
描
こ
う
と
し
た
も
の
な

ら
ば
、
そ
れ
と
聖
書
に
描
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
一
生
と
対
照
す
る
こ
と
で
、
正

続
『
西
方
の
人
』
の
「
聖
書
離
れ
」
の
程
度
も
判
断
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
す
で
に
芥
川
自
身
の
言
う
よ
う
に
〈
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
〉
で
あ
る
な
ら
ば
、

両
者
の
比
較
検
討
は
そ
れ
ほ
ど
の
本
質
的
な
意
味
は
持
た
な
い
よ
う
に
見
え

る
。 

『
西
方
の
人
』
の
素
材
は
、
ほ
と
ん
ど
『
新
約
聖
書
』
の
福
音
書
に
集
中
し

て
お
り
、
福
音
書
以
外
の
部
分
、
す
な
わ
ち
「
使
徒
行
伝
」
、
各
種
書
簡
、
「
ヨ

ハ
ネ
黙
示
録
」
な
ど
か
ら
の
引
用
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
の
関

口
安
義
氏
の
、
「
芥
川
が
キ
リ
ス
ト
教
論
を
試
み
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間

イ
エ
ス
論
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
解
釈
は
、

聖
書
か
ら
取
材
し
な
が
ら
も
「
聖
書
離
れ
」
と
い
う
笹
淵
友
一
氏
の
指
摘
を
裏

付
け
て
お
り
、
芥
川
が
救
い
主
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は

な
く
、
人
間
イ
エ
ス
に
自
分
の
姿
を
託
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
語
る
も
の

『
西
方
の
人
』
考
察
（
上
）

で
も
あ
る
。

 
さ
ら
に
、
宮
坂
覚
氏
は
『
西
方
の
人
』
の
小
題
目
の
内
容
の
出
典
を
『
新
約

聖
書
』
か
ら
引
い
て
整
理
し
て
い
る
が
、
氏
は
『
西
方
の
人
』
の
引
用
聖
句
は

福
音
書
の
す
べ
て
か
ら
で
は
な
く
、
主
に
「
マ
タ
イ
伝
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。
そ
の
理
由
を
氏
は
、

 
 
 
疲
労
困
億
の
中
で
、
絶
筆
「
西
方
の
人
」
は
書
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、

 
 
そ
の
野
心
は
し
ば
し
ば
萎
え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
、
マ
タ
イ
伝
と
い
う

 
 
枠
組
の
借
用
、
後
半
の
筆
の
鈍
さ
と
し
て
現
れ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
充
足

 
 
感
の
欠
落
の
た
め
に
、
も
う
一
度
筆
を
執
り
絶
筆
『
続
西
方
の
人
』
を
仕

 
 
立
て
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
、
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
く
ら
か
は
頷
け
る
点
も
あ
る
が
、
疑
問
の
余

地
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
枕
頭
の
聖
書
〉
の
傍
線
の
九
割
近
く
が
「
マ
タ
イ
伝
」

に
集
中
し
て
い
る
の
を
氏
は
す
で
に
確
認
し
て
お
り
、
そ
の
事
実
か
ら
得
ら
れ

る
結
論
は
、
平
素
芥
川
は
四
福
音
書
の
中
で
も
最
も
形
式
が
整
っ
て
い
る
「
マ

タ
イ
伝
」
に
、
他
の
福
音
書
よ
り
も
愛
着
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
が
時
間
の
制
約
に
よ
っ
て
「
マ
タ
イ
伝
」
の
み
を
借

用
し
て
『
西
方
の
人
』
を
書
き
上
げ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
芥
川
が
特
に
「
マ

タ
イ
伝
」
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
し
ば
し
ば
引
く
＜
山
上
の
垂
訓
〉

へ
の
執
着
に
も
垣
間
見
ら
れ
る
が
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
「
マ
タ
イ
伝
」
の
「
野

蛮
な
美
し
さ
」
（
続
2
伝
記
作
家
）
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

 
「
彼
は
遂
に
彼
固
有
の
傑
作
を
も
た
な
か
っ
た
。
一
言
の
い
か
な
る
傑
作

の
中
に
も
前
世
紀
の
傑
作
の
影
が
落
ち
て
み
る
」
と
は
堀
辰
雄
の
評
で
あ
る
が
、

芥
川
作
品
の
多
く
が
古
今
東
西
の
作
品
か
ら
取
材
し
て
い
る
の
は
周
知
の
事
実

で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
彼
の
作
品
に
、
原
作
か
ら
換
骨
奪
胎
さ
せ
、
現
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代
的
意
味
を
加
え
る
方
法
を
『
羅
生
門
』
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
作
品
以
来
、

一
貫
し
て
取
り
続
け
て
き
た
。
切
支
丹
物
に
お
い
て
は
『
奉
教
人
の
死
』
を
『
聖

人
伝
』
か
ら
、
『
き
σ
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
』
を
『
黄
金
伝
説
』
か
ら
、
『
糸
女
覚

え
書
』
を
『
霜
女
覚
え
書
』
か
ら
各
々
取
材
し
て
、
原
典
と
は
異
な
る
新
し
い

解
釈
を
加
え
て
い
る
。

 
同
じ
く
、
正
続
『
西
方
の
人
』
も
、
素
材
は
『
新
約
聖
書
』
か
ら
取
り
つ
つ
、

言
わ
ば
、
キ
リ
ス
ト
に
芥
川
自
身
を
託
し
た
、
〈
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
V
を
描

．
い
て
見
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
続
『
西
方
の
人
』
に
つ
い
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ

は
ほ
と
ん
ど
の
論
者
が
一
致
し
て
い
る
。
吉
田
精
一
氏
は
、

 
 
 
彼
の
目
に
う
つ
っ
た
キ
リ
ス
ト
は
古
代
の
ジ
ャ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
詩

 
 
人
で
あ
り
、
「
『
比
喩
』
と
よ
ば
れ
る
短
篇
小
説
の
作
者
だ
つ
た
と
共
に
『
新

 
 
約
聖
書
』
と
よ
ば
れ
る
小
説
的
伝
説
の
主
人
公
だ
つ
た
」
（
続
西
方
の
人
）

 
 
の
で
あ
る
。
彼
は
新
約
聖
書
を
「
小
説
的
伝
記
」
と
し
て
、
即
ち
芸
術
と

 
 
し
て
愛
す
る
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
の
内
に
彼
の
自
画
像
を
見
出
そ
う
と
し

 
 
た
の
で
あ
る
。

と
、
言
い
、
ま
た
笹
淵
友
一
氏
は
、

 
 
 
彼
が
キ
リ
ス
ト
を
ジ
ヤ
ナ
リ
ス
ト
、
詩
人
と
呼
び
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
ク

 
 
リ
ス
ト
自
身
も
実
行
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
、
逆
説
の
多
い
詩
的
宗

 
 
教
」
と
定
義
し
た
の
も
皆
彼
自
身
の
肖
像
を
キ
リ
ス
ト
に
見
出
さ
う
と
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

 
 
る
内
的
欲
求
の
結
果
で
あ
る
。

と
、
や
は
り
芥
川
が
「
自
身
の
肖
像
」
を
描
こ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
は
全
く

一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
佐
藤
泰
正
氏
も
、

 
 
 
ま
さ
に
「
野
生
の
呼
び
声
」
な
ら
ぬ
、
こ
れ
は
「
西
方
の
呼
び
声
」
を

 
 
聴
き
え
た
も
の
の
ま
ぬ
か
れ
え
ざ
る
宿
命
を
、
そ
の
ひ
そ
か
な
お
の
の
き

と
、

と
栄
光
を
、
わ
が
キ
リ
ス
ト
に
託
し
て
語
ら
ん
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
る

ま
い
。

い
わ
ゆ
る
芥
川
自
身
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
一
作
品
と
見
て
い
る
。

 
 
 
 
 
二

 
正
続
『
西
方
の
人
』
で
芥
川
が
描
こ
う
と
し
た
の
が
キ
リ
ス
ト
に
託
し
た
芥

川
自
身
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
体
「
ク
リ
ス
ト
」
の
精
神
的

血
統
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
ゆ
同
時
に
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
芥
川
自

身
の
自
己
解
釈
と
も
な
る
。
芥
川
は
「
ク
リ
ス
ト
」
を
マ
リ
ア
が
偽
る
夜
聖
霊

に
感
じ
て
生
ん
だ
く
聖
霊
の
子
V
で
あ
り
、
ま
た
〈
マ
リ
ア
の
子
〉
で
あ
る
と

と
ら
え
る
。
こ
れ
は
「
主
は
聖
霊
に
よ
り
て
や
ど
り
、
処
女
マ
リ
ア
よ
り
生
ま

れ
…
…
」
と
い
う
く
使
徒
信
条
〉
の
一
節
と
も
符
合
す
る
。
し
か
し
、
『
西
方

の
人
』
と
く
使
徒
信
条
〉
、
あ
る
い
は
聖
書
本
来
と
の
根
本
的
な
差
は
、
芥
川

の
聖
霊
と
マ
リ
ア
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
の
違
い
に
あ
る
。
芥
川
は
マ
リ
ア
を
、

 
 
 
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
女
人
の
中
に
多
少
の
マ
リ
ア
を
感
じ
る
で
あ
ら
う
。

 
 
同
時
に
又
あ
ら
ゆ
る
男
子
の
中
に
も
一
。
い
や
、
我
々
は
炉
に
燃
え
る

 
 
火
や
畠
の
野
菜
や
素
焼
き
の
瓶
や
巖
畳
に
出
来
た
腰
か
け
の
中
に
も
多
少

 
 
の
マ
リ
ア
を
感
じ
る
で
あ
ら
う
。
マ
リ
ア
は
「
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
」

 
 
で
は
な
い
。
唯
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
（
2
マ
リ
ア
）

と
見
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
女
人
の
中
に
」
、
ま
た
「
あ
ら
ゆ
る
男
子
の
中
に
も
」
と

は
、
我
々
人
間
す
べ
て
の
日
常
性
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
地

上
的
な
平
凡
さ
を
も
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」

が
地
上
の
日
常
的
現
実
そ
の
も
の
の
肯
定
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
れ
は
こ
の
日
常
性
の
変
革
、
ま
た
現
実
を
超
え
て
飛
翔
せ
ん
と
す
る
一
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切
の
浪
漫
的
指
向
と
は
全
く
対
極
的
な
も
の
で
あ
る
。

 
「
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
」
と
は
、
ゲ
ー
テ
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
第
二
部
第

五
幕
の
最
終
場
面
の
「
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
／
我
等
を
引
き
て
往
か
し
む
」

の
一
節
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
ゲ
ー
テ
は
こ
の
作
中
に
グ
レ
ー
ト
ビ
ェ
ン
と

い
う
女
性
を
登
場
さ
せ
、
彼
女
に
罪
を
も
あ
が
な
う
純
真
で
気
高
く
強
い
魂
を

与
え
、
永
遠
不
変
の
女
性
の
美
し
さ
、
ま
た
や
さ
し
さ
を
讃
え
た
。

 
ゲ
ー
テ
の
こ
の
作
品
に
は
長
年
西
欧
の
思
想
を
支
配
し
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク

の
聖
母
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
が
背
景
に
あ
り
、
芥
川
の
言
う
マ
リ
ア
も
ま
た
こ

れ
ら
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
聖
母
マ
リ
ア
を
思
わ

せ
る
「
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
芥
川
は
地
上
に
引
き
降
ろ
し
、

コ
水
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
L
、
日
常
性
そ
の
も
の
の
表
現
と
見
よ
う
と
す
る
。

 
 
 
ク
リ
ス
ト
の
母
、
マ
リ
ア
の
一
生
も
や
は
り
「
涙
の
谷
」
の
中
に
通
つ

 
 
て
る
た
。
が
、
マ
リ
ア
は
忍
耐
を
重
ね
て
こ
の
一
生
を
歩
い
て
行
っ
た
。

 
 
世
間
智
と
愚
と
美
徳
と
は
彼
女
の
一
生
の
中
に
一
つ
に
住
ん
で
み
る
。

 
 
（
2
マ
リ
ア
）

 
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

 
 
 
平
和
に
至
る
道
は
何
び
と
も
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
マ
リ
ア
に
学
ば
な
け
れ

 
 
ば
な
ら
ぬ
。
マ
リ
ア
は
唯
こ
の
現
世
を
忍
耐
し
て
歩
い
て
行
っ
た
女
人
で

 
 
あ
る
。
（
続
1
1
或
町
の
ク
リ
ス
ト
）

 
さ
ら
に
ま
た
「
ニ
イ
チ
エ
の
叛
逆
は
ク
リ
ス
ト
に
対
す
る
よ
り
も
マ
リ
ア
に

対
す
る
叛
逆
だ
つ
た
」
と
も
言
う
。
こ
う
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
叛
逆
と
は
キ
リ
ス

ト
な
ら
ぬ
、
ま
さ
に
こ
の
地
上
の
凡
俗
な
も
の
、
日
常
的
な
も
の
、
「
世
間
智

と
愚
と
美
徳
」
を
備
え
た
凡
俗
な
る
生
活
そ
の
も
の
へ
の
嫌
悪
と
も
言
え
る
。

 
次
に
聖
霊
を
芥
川
は
、

『
西
方
の
人
』
考
察
（
上
）

 
 
 
我
々
は
風
や
旗
の
中
に
も
多
少
の
聖
霊
を
感
じ
る
で
あ
ら
う
。
聖
霊
は

 
 
必
ず
し
も
「
聖
な
る
も
の
」
で
は
な
い
。
唯
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も

 
 
の
」
で
あ
る
。
ゲ
エ
テ
は
い
つ
も
聖
霊
に
一
）
器
ヨ
8
の
名
を
与
へ
て
る
た
。

 
 
（
中
略
）
聖
霊
は
悪
魔
や
天
使
で
は
な
い
。
勿
論
、
神
と
も
異
な
る
も
の

 
 
で
あ
る
。
我
々
は
時
々
善
悪
の
彼
岸
に
聖
霊
の
歩
い
て
み
る
の
を
見
る
で

 
 
あ
ら
う
。
善
悪
の
彼
岸
に
、
一
し
か
し
ロ
ン
プ
ロ
ゾ
オ
は
幸
か
不
幸
か

 
 
精
神
病
者
の
脳
髄
の
上
に
聖
霊
の
歩
い
て
み
る
の
を
発
見
し
て
み
た
。

 
 
（
3
聖
霊
）

と
見
る
。
「
多
少
の
聖
霊
」
を
我
々
は
「
風
や
旗
の
中
に
も
」
感
じ
る
で
あ
ろ

う
と
言
う
。
こ
の
「
風
」
と
は
、
た
と
え
ば
「
使
徒
行
伝
」
第
二
章
一
節
か
ら

四
節
ま
で
に
、

 
 
 
五
旬
節
の
日
と
な
り
、
彼
ら
み
な
一
処
に
集
ひ
居
り
し
に
、
烈
し
き
風

 
 
の
吹
き
き
た
る
ご
と
き
響
、
に
は
か
に
天
よ
り
起
り
て
、
そ
の
坐
す
る
所

 
 
の
家
に
満
ち
、
ま
た
火
の
如
き
も
の
舌
の
や
う
に
現
れ
、
分
れ
て
各
人
の

 
 
上
に
と
ど
ま
る
。
彼
ら
み
な
聖
霊
に
て
満
さ
れ
、
御
霊
の
宣
べ
し
む
る
ま

 
 
ま
に
異
邦
の
言
に
て
語
り
は
じ
む
。
（
傍
線
筆
者
）

と
も
あ
る
よ
う
に
、
聖
書
の
中
で
は
聖
霊
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
。
こ
れ
は
「
詩

篇
」
第
百
四
篇
四
節
や
「
エ
ゼ
キ
ル
書
」
第
四
十
三
章
二
節
な
ど
、
聖
書
の
多

く
の
箇
所
に
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
の
「
風
」
と
は
、

浪
漫
的
精
神
そ
の
も
の
を
も
意
味
す
る
と
見
て
よ
い
。

 
芥
川
は
聖
霊
を
「
聖
な
る
も
の
」
で
は
な
く
、
唯
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る

も
の
」
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は
現
実
を
越
え
ん
と
す
る
精
神
の
飛
翔
を
聖
霊
と

呼
ぶ
。
勿
論
キ
リ
ス
ト
教
で
は
聖
霊
を
、

 
 
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
い
て
は
、
聖
霊
は
地
上
の
キ
リ
ス
ト
に
代
わ
っ
て
弟

（79）



 
 
子
た
ち
の
も
と
に
来
て
、
彼
ら
を
キ
リ
ス
ト
の
真
理
に
導
き
、
そ
れ
を
啓

 
 
示
す
る
「
真
理
の
御
霊
」
で
あ
る
が
、
こ
の
聖
霊
と
神
、
キ
リ
ス
ト
と
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
捌

 
 
関
係
は
後
の
三
位
一
体
の
教
説
の
基
礎
と
な
っ
た

と
も
あ
る
よ
う
に
、
人
を
信
仰
に
導
き
、
信
仰
の
奥
義
を
悟
ら
せ
、
そ
の
魂
の

救
済
を
は
か
る
聖
な
る
力
の
働
き
と
さ
れ
る
。

 
し
か
し
、
ゲ
ー
テ
は
聖
霊
を
一
）
黒
渋
8
と
名
付
け
た
と
芥
川
は
言
う
。
こ
の

∪
器
∋
。
昌
を
プ
ラ
ト
ン
は
神
と
人
間
の
間
に
あ
る
中
間
的
存
在
と
見
て
お
り
、

ユ
ダ
ヤ
人
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
神
に
は
む
か
う
悪
し
き
性
質
の
霊
的
存
在
と

考
え
る
。
芥
川
は
こ
の
U
器
量
旨
を
遺
稿
『
闇
中
問
答
』
（
昭
二
、
九
）
で
は

次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

僕撃
 戸

僕i藝

 戸

 
聖
霊
は
∪
器
ヨ
8
で
あ
り
、

「
善
悪
の
彼
岸
」

遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
し
で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
〈
超

人
〉
思
想
の
影
響
も
見
ら
れ
る
が
、
芥
川
は
こ
れ
を
く
超
人
V
な
ら
ぬ
「
天
才
」

で
は
俺
を
誰
だ
と
思
ふ
？

僕
の
平
和
を
奪
っ
た
も
の
だ
。
僕
の
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を

破
っ
た
も
の
だ
。
僕
の
、
1
い
や
、
僕
ば
か
り
で
は
な
い
。

昔
支
那
の
聖
人
の
教
へ
た
中
庸
の
精
神
を
失
は
せ
る
も
の
だ
。

お
前
の
犠
牲
に
な
っ
た
も
の
は
至
る
所
に
横
は
つ
て
み
る
。
文

学
史
の
上
に
も
、
新
聞
記
事
の
上
に
も
。

そ
れ
を
お
前
は
何
と
呼
ん
で
み
る
？

僕
は
一
僕
は
何
と
呼
ぶ
か
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
他
人
の
言

葉
を
借
り
れ
ば
、
お
前
は
僕
等
を
越
え
た
力
だ
。
僕
等
を
支
配

す
る
】
）
巴
ヨ
8
だ
。

 
 
 
 
 
 
一
）
器
ヨ
。
昌
は
「
僕
等
を
越
え
た
力
」
で
あ
り
、

 
に
あ
る
も
の
と
見
る
。
こ
う
し
て
芥
川
は
〈
聖
霊
〉
を
「
永

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
『
西
方
の
人
』
で
は
、
こ
の
「
天
才
」

と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
ク
リ
ス
ト
は
僅
か
に
十
二
歳
の
時
に
彼
の
天
才
を
示
し
て
み
る
。
（
1
3

 
 
最
初
の
弟
子
た
ち
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
彼
の
天
才
は
飛
躍
を
つ
づ
け
、
彼
の
生
活
は
一
時
代
の
社
会
的
約
束
を

 
 
踏
み
に
じ
っ
た
。
（
1
4
聖
霊
の
子
供
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
彼
は
彼
の
天
才
の
為
に
人
生
さ
へ
笑
っ
て
投
げ
棄
て
て
し
ま
っ
た
。

 
 
（
1
8
ク
リ
ス
ト
教
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
彼
は
そ
こ
で
も
天
才
だ
つ
た
と
共
に
や
は
り
畢
に
「
人
の
子
」
だ
っ
た
。

 
 
（
2
7
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
へ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
が
、
天
才
を
信
じ
な
い
犬
た
ち
は
一
い
や
、
天
才
を
発
見
す
る
こ
と

 
 
は
手
易
い
と
信
じ
て
み
る
犬
た
ち
は
ユ
ダ
ヤ
の
王
の
名
の
も
と
に
真
の
ユ

 
 
ダ
ヤ
の
王
を
嘲
っ
て
み
る
。
（
3
ー
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
バ
ラ
バ
を
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
勿
論
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
あ
ら
ゆ
る
天
才
の
一
生
の
や
う
に
情
熱
に
燃

 
 
え
た
一
生
で
あ
る
。
（
3
6
ク
リ
ス
ト
の
一
生
）

〈
聖
霊
の
子
〉
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
「
天
才
」
そ
の
も
の
を
指
す
。

 
さ
て
、
こ
の
芥
川
独
自
の
マ
リ
ア
論
、
聖
霊
論
と
は
、
『
西
方
の
人
』
を
貫

く
基
軸
で
あ
り
、
磯
田
光
一
氏
は
、

 
 
 
こ
こ
に
い
う
「
聖
霊
」
と
「
マ
リ
ア
」
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
”
精

（80）



 
 
神
的
指
向
”
と
”
実
生
活
”
と
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な

 
 
湘
。

 
 
V

と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
梶
木
剛
氏
は
、

 
 
 
「
や
は
り
『
涙
の
谷
』
に
通
っ
て
み
た
」
「
唯
の
女
人
」
に
過
ぎ
な
い

 
 
一
生
を
持
つ
マ
リ
ア
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
〈
大
衆
的
な
る
も
の
〉
の
象
徴
で

 
 
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
と
は
く
大
衆

 
 
的
な
る
も
の
〉
と
シ
ノ
ニ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
そ
う
い
う
マ
リ
ア
が

 
 
「
聖
霊
に
感
じ
て
」
生
み
落
と
し
た
ク
リ
ス
ト
と
は
何
物
か
？
 
彼
は
「
あ

 
 
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
た
ち
」
の
一
人
で
あ
り
、
多
く
の
「
聖
霊
の
子
供
た
ち
」

 
 
の
一
人
と
し
て
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
の
典
型
で
あ
る
に
外
な

 
 
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
聖
霊
」
（
H
知
識
）
に
愚
か
れ
て
〈
大
衆
的
な
る
も

 
 
の
〉
を
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
」
〈
知
識
人
〉
の
象
徴
で
あ
る
に
外
な

 
 
 
 
u
α

 
 
ら
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
両
氏
の
解
釈
は
、
芥
川
の
基
本
の
発
想
を
よ
く
言
い
当

て
た
も
の
と
言
え
る
。

 
 
 
 
 
三

 
さ
て
、
芥
川
が
〈
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
〉
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
、
そ
の
独

自
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

 
芥
川
の
眼
に
映
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
姿
は
、
ま
ず
第
一
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で

あ
っ
た
。
天
才
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
そ
れ
が
芥
川
の
言
う
「
わ
た
し
の
ク
リ

ス
ト
」
の
一
面
で
あ
る
。
こ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
「
時
事
、
日
常
に
即
し

て
自
分
の
思
想
、
信
念
を
大
衆
に
訴
え
ひ
ろ
め
る
、
大
衆
を
動
か
す
者
。
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㎝

様
な
性
質
の
人
間
、
そ
ん
な
才
能
の
所
有
者
の
意
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
あ

『
西
方
の
人
』
考
察
（
上
）

る
が
、
芥
川
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
よ
り
深
く
根
源
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
「
ク
リ
ス
ト
は
洗
礼
を
受
け
る
と
、
四
十
日
の
断
食
の
後
、
忽
ち
古
代
の
ジ

ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
（
続
5
生
活
者
）
に
な
り
、
「
海
の
や
う
に
高
ま
っ
た
彼
の
天

才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
（
1
4
聖
霊
の
子
供
）
で
、
「
貧
し
い
人
た
ち
や
奴
隷
を

慰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
」
（
続
2
2
貧
し
い
人
た
ち
に
）
。
こ
の
「
見
る
見
る
鋭
い

舌
に
富
ん
だ
古
代
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
に
な
っ
て
行
っ
た
」
（
1
3
最
初
の
弟
子

た
ち
）
キ
リ
ス
ト
は
、
「
ロ
オ
マ
の
詩
人
た
ち
に
も
遜
ら
な
い
第
一
流
の
ジ
ヤ

ア
ナ
リ
ス
ト
だ
つ
た
」
（
続
2
1
文
化
的
な
ク
リ
ス
ト
）
ゆ
え
に
、
「
一
時
代
の
社

会
的
約
束
を
踏
み
に
じ
っ
た
」
（
1
4
聖
霊
の
子
供
）
〈
天
才
〉
と
な
る
。
彼
の
こ

の
よ
う
な
「
天
才
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は
勿
論
敵
を
招
い
た
で
あ
ら
う
」
（
1
4

聖
霊
の
子
供
）
と
も
言
う
。
キ
リ
ス
ト
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
見
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
至
上
主
義
者
と
ま
で
呼
ぶ
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
観
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

キ
リ
ス
ト
教
本
来
の
そ
れ
と
は
概
念
を
異
に
す
る
。
キ
リ
ス
ト
を
語
る
に

 
 
 
そ
れ
神
は
そ
の
影
乾
を
賜
ふ
ほ
ど
に
世
を
愛
し
給
へ
り
、
す
べ
て
彼
を

 
 
信
ず
る
者
の
亡
び
ず
し
て
、
永
遠
の
生
命
を
得
ん
だ
め
な
り
。
入
「
ヨ
ハ
ネ

 
 
伝
」
第
三
章
一
六
節
）

と
は
、
聖
書
の
端
的
に
言
い
表
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
」
芥
川
の
語
る
キ
リ
ス
ト

は
天
才
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
詩
人
と
し
て
、
ワ
イ
ル
ド
の
『
獄
中
記
』

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
ロ
マ
ン
主
義
者
の
第
一
人
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
こ
の
キ
リ
ス
ト
に
自
身
の
先
達
と
し
て
の
熱
い
視
線
を
注
い
で
い
る
。

 
 
 
ク
リ
ス
ト
の
最
も
愛
し
た
の
は
目
ざ
ま
し
い
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
で

 
 
あ
る
。
若
し
他
の
も
の
を
愛
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
大
き
い
無
花
果
の
か

 
 
げ
に
年
と
っ
た
予
言
者
に
な
っ
て
み
た
で
あ
ら
う
。
（
続
6
ジ
ヤ
ア
ナ
リ

 
 
ズ
ム
至
上
主
義
者
）
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「
し
か
し
運
命
は
幸
か
不
幸
か
彼
に
か
う
云
ふ
安
ら
か
な
晩
年
を
与
へ
て
く

れ
な
か
っ
た
」
。
し
か
し
、
こ
の
悲
劇
の
ゆ
え
に
こ
そ
彼
は
「
永
久
に
若
々
し

い
顔
を
し
て
み
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
。

 
ま
た
『
続
西
方
の
人
』
の
最
終
章
の
「
2
2
貧
し
い
人
た
ち
に
」
で
は
、

 
 
 
彼
は
実
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
生
ん
だ
、
古
今
に
珍
ら
七
い
ジ
ヤ
ア
ナ

 
 
リ
ス
ト
だ
つ
た
。
同
時
に
又
我
々
人
間
の
生
ん
だ
、
古
今
に
珍
ら
し
い
天

 
 
才
だ
つ
た
。
「
予
言
者
」
は
彼
以
後
に
は
流
行
し
て
み
な
い
。
し
か
し
彼

 
 
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を
動
か
す
で
あ
ら
う
。
彼
は
十
字
架
に
か
か
る
為

 
 
に
、
ー
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
至
上
主
義
を
推
し
立
て
る
為
に
あ
ら
ゆ
る
も

 
 
の
を
犠
牲
に
し
た
。

と
も
言
う
。
芥
川
の
共
感
と
熱
い
羨
望
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
す
で
に
明
ら
か
で

あ
る
。

 
ま
た
さ
ら
に
、

 
 
 
ク
リ
ス
ト
は
彼
の
詩
の
中
に
ど
の
位
情
熱
を
感
じ
て
み
た
で
あ
ら
う
。

 
 
「
山
上
の
教
へ
」
は
二
十
何
歳
か
の
彼
の
感
激
に
満
ち
た
産
物
で
あ
る
。

 
 
（
1
4
聖
霊
の
子
供
）

と
言
い
、
そ
の
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
本
質
は
キ
リ
ス
ト
の
詩
的
情
熱
の
停
ま
り

に
あ
る
と
見
る
。

 
鈴
木
秀
子
氏
は
「
芥
川
龍
之
介
は
、
キ
リ
ス
ト
教
観
を
ル
ナ
ン
か
ら
、
そ
の

表
現
を
ワ
イ
ル
ド
か
ら
受
け
聖
書
の
一
行
々
々
を
忠
実
に
た
ど
り
な
が
ら
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬

『
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
』
を
幸
い
」
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
ワ
イ
ル
ド
は

そ
の
『
獄
中
記
』
で
、
「
人
生
に
お
け
る
浪
漫
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
の
ク
リ

 
ω
3

ス
ト
」
を
語
り
、
キ
リ
ス
ト
を
浪
漫
主
義
の
第
一
人
者
と
見
て
い
る
。
芥
川
は

こ
の
ワ
イ
ル
ド
を
ふ
ま
え
て
、
「
彼
の
道
は
唯
詩
的
に
一
あ
す
の
日
を
思
ひ

煩
は
ず
に
生
活
し
ろ
と
云
ふ
こ
と
に
存
し
て
み
る
L
（
1
8
ク
リ
ス
ト
教
）
と
言
い
、

「
花
嫁
、
葡
萄
園
、
騙
馬
、
工
人
-
彼
の
教
へ
は
目
の
あ
た
り
に
あ
る
も
の

を
一
度
も
利
用
せ
ず
に
す
ま
し
た
こ
と
は
な
い
。
『
善
い
サ
マ
リ
ア
人
』
や
『
放

蕩
息
子
の
帰
宅
』
は
か
う
云
ふ
彼
の
詩
の
傑
作
で
あ
る
」
（
1
9
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
）

と
言
い
、
〈
山
上
の
垂
訓
〉
以
外
に
も
キ
リ
ス
ト
の
様
々
な
比
喩
の
説
教
を
詩

で
あ
る
と
み
な
し
、
キ
リ
ス
ト
の
本
質
は
そ
の
も
の
で
あ
る
と
見
る
。

 
し
か
も
キ
リ
ス
ト
は
く
詩
的
正
義
の
王
国
V
建
設
の
た
め
に
戦
い
続
け
た
〈
兵

士
〉
の
一
人
で
も
あ
る
と
見
る
。

 
 
 
ク
リ
ス
ト
は
こ
の
神
の
為
に
1
詩
的
正
義
の
為
に
戦
ひ
つ
づ
け
た
。

 
 
（
2
0
エ
ホ
バ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
し
か
し
ク
リ
ス
ト
は
彼
自
身
も
「
善
き
者
」
で
な
い
こ
と
を
知
り
な
が

 
 
ら
、
詩
的
正
義
の
為
に
戦
ひ
つ
“
け
た
。
（
続
9
ク
リ
ス
ト
の
確
信
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
後
代
は
こ
の
盗
人
に
彼
等
の
同
情
を
示
し
て
み
る
。
が
、
も
う
一
人
の

 
 
盗
人
に
は
、
ー
ク
リ
ス
ト
を
罵
っ
た
盗
人
に
は
軽
蔑
を
示
し
て
み
る
の

 
 
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
正
に
ク
リ
ス
ト
の
教
へ
た
詩
的
正
義
の
勝
利
を
示

 
 
す
も
の
で
あ
ら
う
。
（
続
1
8
二
人
の
盗
人
た
ち
）

 
こ
の
「
詩
的
正
義
」
と
い
う
言
葉
は
明
ら
か
に
ワ
イ
ル
ド
の
『
獄
中
記
』
の

「
ク
リ
ス
ト
の
正
義
は
す
べ
て
詩
的
正
義
だ
。
そ
し
て
、
正
義
と
は
ま
さ
し
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
姻

詩
的
正
義
で
あ
る
べ
き
だ
。
」
と
い
う
一
節
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
芥

川
は
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
を
「
逆
説
の
多
い
詩
的
宗
教
」
と
す
る
。

 
 
 
ク
リ
ス
ト
教
は
ク
リ
ス
ト
自
身
も
実
行
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
、

 
 
逆
説
の
多
い
詩
的
宗
教
で
あ
る
。
（
1
8
ク
リ
ス
ト
教
）
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＊

 
 
 
ク
リ
ス
ト
の
教
へ
た
逆
説
の
一
つ
は
「
我
ま
こ
と
に
汝
等
に
告
げ
ん
。

 
 
若
し
改
ま
り
て
幼
な
児
の
如
く
な
ら
ず
ば
天
国
に
入
る
こ
と
を
得
じ
」
で

 
 
あ
る
。
（
2
6
急
な
児
の
如
く
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
ク
リ
ス
ト
は
事
実
上
逆
説
的
に
も
正
に
こ
の
瞬
間
に
は
彼
等
に
劣
っ
て

 
 
み
る
と
同
時
に
彼
等
に
百
倍
す
る
ほ
ど
ま
さ
っ
て
み
た
。
（
続
1
1
或
町
の

 
 
ク
リ
ス
ト
）

 
こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
逆
説
の
多
い
詩
的
宗
教
」
と
見
る
な
ら
ば
、

キ
リ
ス
ト
は
〈
逆
説
の
詩
人
〉
と
も
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
「
さ
れ
ど
汝
ら
の

中
に
て
は
然
ら
ず
、
返
っ
て
大
な
ら
ん
と
思
ふ
者
は
、
汝
ら
の
役
者
と
な
り
、

頭
た
ら
ん
と
思
ふ
者
は
、
凡
て
の
者
の
僕
と
な
る
べ
し
。
（
「
マ
ル
コ
伝
」
第
一

〇
章
四
三
、
四
節
）
な
ど
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
は
論
理
を
越
え
た
逆
説
そ
の
も
の

で
あ
り
、
更
に
は
、
「
富
め
る
者
の
神
の
国
に
入
る
よ
り
は
、
酪
駝
の
針
の
穴

を
と
ほ
る
は
返
っ
て
易
い
」
（
「
ル
二
曹
」
第
一
八
章
二
五
節
）
と
い
う
比
喩
な

ど
も
キ
リ
ス
ト
一
流
の
逆
説
で
あ
る
。

 
芥
川
は
こ
れ
ら
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
に
逆
説
を
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
〈
詩
〉

と
い
う
概
念
で
把
握
し
よ
う
と
し
、
そ
の
〈
詩
〉
の
作
者
キ
リ
ス
ト
を
〈
詩
人
〉

そ
の
も
の
と
呼
ぶ
。

 
芥
川
が
正
続
『
西
方
の
人
』
で
描
こ
う
と
し
た
キ
リ
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

こ
こ
で
ほ
ぼ
浮
か
び
上
が
る
。
キ
リ
ス
ト
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
昂
揚
で
あ
り
、
詩
的
正
義
で
あ
る
。
芥
川
が
そ
こ
に
描
こ
う
と
し
た
も
の

は
く
救
い
主
〉
な
ら
ぬ
、
芸
術
家
と
し
て
の
受
難
の
先
達
の
悲
劇
で
あ
り
、
芥

川
は
そ
の
熱
い
共
感
を
隠
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

『
西
方
の
人
』
考
察
（
上
）

 
 
 
 
 
四

 
正
続
『
西
方
の
人
』
に
は
聖
書
に
書
か
れ
た
入
物
と
し
て
キ
リ
ス
ト
以
外
に

も
三
十
人
以
上
の
人
物
が
登
場
す
る
が
、
芥
川
は
こ
れ
ら
の
人
物
を
そ
れ
ぞ
れ

ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
彼
の
批
評
に
照
ら
さ
れ
た
人
物
た
ち

は
、
福
音
書
の
世
界
を
離
れ
、
彼
一
流
の
ユ
ー
モ
ア
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
下
に
考

察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
を
め
ぐ
る
人
物
の
考
察
を
通
じ
て
、
周
辺
の

人
物
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
浮
か
び
上
が
る
キ
リ
ス
ト
像
を
考
え
て
み
た
い
。

 
数
多
く
の
人
間
を
よ
り
簡
単
な
形
態
に
分
類
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
古
く
よ

り
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
研
究
が
紀
元
前
五
世
紀
頃
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
に

よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
、
多
血
質
、
憂
欝
質
、
胆
汁
質
、
粘
液
質
の
四
分
し
た
人

間
の
気
質
分
類
で
あ
る
。
以
後
も
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
こ
の
よ
う
な
企
て
は

続
け
ら
れ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幻

 
さ
て
、
こ
こ
で
よ
り
単
純
化
し
て
、
①
知
的
能
力
と
、
②
指
向
点
、
と
い
う
 
 
鰺

二
つ
の
軸
を
定
め
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
を
分
類
す
れ
ば
、
（
1
）
天
才
・

善
人
、
（
2
）
天
才
・
悪
人
、
（
3
）
阿
呆
・
悪
人
、
（
4
）
阿
呆
・
善
人
の
四

つ
の
種
類
の
人
間
が
表
れ
る
。
そ
れ
を
図
式
化
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
芥
川
は
『
徐
儒
の
言
葉
』
で
「
遺
伝
、
境
遇
、
偶
然
、
一
我
々
の
運
命
を

司
る
も
の
は
重
言
こ
の
三
者
で
あ
る
。
」
（
「
運
命
」
）
と
記
し
て
い
る
が
、
複
雑

多
岐
な
人
生
を
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
概
念
で
す
べ
て
説
明
し
う
る
か
と
い
う
疑

念
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
「
偶
然
」
と
い
う
こ
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
以

上
は
、
変
化
無
常
な
人
生
も
あ
る
程
度
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
し

か
し
、
今
こ
こ
で
試
み
る
図
式
は
二
つ
の
固
定
概
念
を
も
っ
て
人
生
の
す
べ
て

を
解
剖
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
単
純
化
さ
れ
た
図
式
を
通
じ
て
、
複
雑
な
人
間
の
生
の
姿
を
よ
り
明
瞭
に



見
る
こ
と
は
で
き
る
。
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A
B
C
D
の
四
角
は
有
り
得
る
世
間
す
べ
て
を
表
す
。
我
々
人
間
は
、
こ
の

四
角
の
中
の
ど
こ
か
で
一
点
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
、
実
際
に
世
間
を
生

き
て
い
く
人
問
の
大
部
分
は
円
の
内
の
あ
る
地
点
に
存
在
す
る
。
円
の
内
と
い

う
の
は
普
通
我
々
が
生
活
す
る
生
活
の
場
を
指
す
。
円
の
内
外
を
問
わ
ず
、
人

間
は
四
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
こ
の
四
つ
の
タ
イ
プ
の
人
間
が
合
致
す
る
地
点

が
Z
で
あ
る
が
、
実
際
こ
の
よ
う
な
中
間
者
的
な
、
無
指
向
的
な
人
間
が
存
在

す
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
う
し
て
、
指
向
線
と
し
て
は
善
人
の
線
で
あ
る
A
l

c
の
ラ
イ
ン
が
あ
り
、
悪
人
の
線
で
あ
る
B
l
D
の
ラ
イ
．
ン
が
あ
る
。
ま
た
、

天
才
の
線
で
あ
る
Z
l
I
の
ラ
イ
ン
が
あ
り
、
阿
呆
の
線
で
あ
る
Z
l
J
の
ラ

イ
ン
が
あ
る
。
そ
の
上
、
実
際
人
間
は
円
の
よ
う
に
三
百
六
十
度
の
指
向
点
を

持
つ
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
単
純
化
す
れ
ば
、
Z
か
ら
A
B
C
D
、
ま
た
は

A
B
C
D
か
ら
Z
へ
と
指
向
点
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
さ
て
、
『
西
方
の
人
』
の
「
3
聖
霊
」
に
は
、

 
 
 
の
み
な
ら
ず
い
つ
も
こ
の
聖
霊
に
捉
は
れ
な
い
や
う
に
警
戒
し
て
ゐ

 
 
た
。
が
、
聖
霊
の
子
供
た
ち
は
一
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
た
ち
は
聖
霊
の

 
 
為
に
い
っ
か
捉
は
れ
る
危
険
を
持
っ
て
る
る
。

と
、
「
ク
リ
ス
ト
」
を
複
数
の
「
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
た
ち
」
と
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
表
現
は
後
に
「
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ス
ト
」
（
ホ
ヰ
ッ
ト
マ
ン
）
、
「
彼
の
後

に
生
ま
れ
た
ク
リ
ス
ト
の
一
人
」
（
ゲ
エ
テ
）
「
彼
の
前
に
生
ま
れ
た
ク
リ
ス
ト
」

（
バ
プ
テ
ズ
マ
の
ヨ
ハ
ネ
）
、
「
彼
の
前
に
生
ま
れ
た
ク
リ
ス
ト
た
ち
」
（
モ
オ

ゼ
・
エ
リ
ヤ
）
、
「
世
間
智
に
富
ん
だ
ク
リ
ス
ト
」
（
ア
リ
マ
タ
ヤ
の
ヨ
セ
ブ
）

な
ど
と
具
体
化
さ
れ
る
が
、
芥
川
は
「
ク
リ
ス
ト
」
と
い
う
言
葉
を
単
に
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
を
指
す
も
の
と
せ
ず
、
．
「
聖
霊
の
子
供
」
、
す
な
わ
ち
、
「
天
才
」

で
あ
り
な
が
ら
「
詩
的
正
義
」
を
指
向
す
る
人
々
す
べ
て
を
指
し
、
そ
の
頂
点

に
立
っ
て
い
る
者
を
イ
エ
ス
・
「
ク
リ
ス
ト
」
と
見
る
。
図
で
言
え
ば
、
（
1
）

に
属
す
る
も
の
で
、
E
地
点
か
ら
A
地
点
を
目
指
し
て
生
き
、
そ
の
線
上
に
あ

る
人
々
を
芥
川
は
．
「
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
た
ち
」
と
呼
び
、
A
地
点
に
到
達
し

た
唯
「
の
者
が
イ
エ
ス
・
「
ク
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
見
る
。
こ
の
頂
点
に
あ
る

も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
ロ
マ
ン
主
義
者
」
で
あ
り
、
「
詩
的
正
義
」
の
く
兵

士
〉
で
あ
る
。

 
そ
れ
ゆ
え
芥
川
は
、
ワ
イ
ル
ド
は
「
彼
に
ロ
マ
ン
主
義
者
の
第
一
人
を
発
見

（84）



し
た
」
（
1
8
ク
リ
ス
ト
教
）
と
言
い
、
「
バ
プ
テ
ズ
マ
の
ヨ
ハ
ネ
は
ロ
マ
ン
主
義

を
理
解
出
来
な
い
ク
リ
ス
ト
」
（
1
ー
ヨ
ハ
ネ
）
と
し
、
キ
リ
ス
ト
に
及
ば
な
い

者
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
ク
リ
ス
ト
は
こ
の
神
の
為
に
1
詩
的
正
義
の

為
に
戦
ひ
つ
づ
け
」
（
2
0
エ
ホ
バ
）
、
「
勝
利
を
示
」
（
続
1
8
二
人
の
盗
人
た
ち
）

し
た
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

 
正
続
『
西
方
の
人
』
が
芥
川
の
「
自
画
像
」
や
「
自
身
の
肖
像
」
を
キ
リ
ス

ト
に
託
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
な
ら
ば
、
芥
川
は
自
己
自
身
の
座
標
点

を
ど
こ
に
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
A
-
E
線
上

の
ど
こ
か
に
自
分
を
置
い
た
に
違
い
な
い
。

 
さ
て
、
宮
坂
覚
氏
は
「
愚
人
」
を
定
義
し
て
、

 
 
 
そ
の
芥
川
に
と
っ
て
、
理
性
の
場
、
日
常
の
場
に
お
け
る
明
暗
を
克
服

 
 
す
る
方
法
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
億
し
た
た
か
な
自
我
人
、
超
人
へ
の
道

 
 
で
あ
り
、
一
つ
は
場
の
認
識
を
受
け
止
め
る
こ
と
の
不
能
な
者
の
道
で
あ

 
 
る
。
芥
川
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
像
に
強
い
憧
憬
を
抱
い
て
い
る
。
後
者

 
 
が
愚
人
憧
憬
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
美
談
否
定
、
英
雄
否
定
の
逆
の
力
学

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卿

 
 
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

と
言
い
、
切
支
丹
物
に
限
っ
て
そ
の
代
表
的
人
物
と
し
て
、
れ
ぷ
ろ
ぼ
す
（
『
き

り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
』
）
、
吉
助
（
『
じ
ゅ
り
あ
の
・
吉
助
』
）
、
金
花
（
『
南
京
の

基
督
』
）
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
す
べ
て
（
4
）
に
属
す
る
者
と

し
て
、
G
地
点
か
ら
C
地
点
を
指
向
し
て
生
き
て
い
く
。
そ
の
線
上
に
あ
る
人

を
芥
川
は
〈
阿
呆
〉
と
考
え
、
そ
の
頂
点
の
C
に
到
達
し
た
唯
一
の
者
が
ま
た

イ
エ
ス
・
「
ク
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
見
る
。
そ
の
C
点
に
立
っ
て
い
る
イ
エ
ス
・

「
ク
リ
ス
ト
」
を
芥
川
は
「
超
阿
呆
」
と
命
名
し
た
。

 
 
 
ク
リ
ス
ト
は
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
い
っ
か
大
勢
の
読
者
の
為
に
持

『
西
方
の
人
』
考
察
（
上
）

 
 
て
嗜
さ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
て
み
た
。
（
中
略
）
ク
リ
ス
ト
も
亦
あ
ら
ゆ

 
 
る
ク
リ
ス
ト
た
ち
の
や
う
に
い
つ
も
未
来
を
夢
み
て
み
た
超
阿
呆
の
一
人

 
 
だ
っ
た
。
若
し
超
人
と
云
ふ
言
葉
に
対
し
て
超
阿
呆
と
云
ふ
言
葉
を
造
る

 
 
と
す
れ
ば
、
…
…
（
続
9
ク
リ
ス
ト
の
確
信
）

 
芥
川
は
「
二
十
歳
」
か
ら
執
筆
時
ま
で
を
五
十
一
章
に
分
け
て
書
い
た
、
自

己
一
生
の
回
顧
録
と
も
い
え
る
遺
稿
『
或
阿
呆
の
一
生
』
で
、
自
ら
を
〈
阿
呆
〉

と
名
付
け
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
芥
川
自
ら
が
G
l
C
線
上
の
ど
こ
か
に
畏
ん

で
い
る
自
身
を
自
覚
し
た
に
違
い
な
い
。

 
「
超
人
」
と
「
超
阿
呆
」
、
「
天
才
」
と
「
愚
人
」
は
裏
を
返
せ
ば
同
一
概
念

で
あ
り
、
そ
の
極
点
に
お
い
て
は
同
一
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
「
ク
リ
ス
ト
」
は
「
天
才
」
で
あ
れ
「
阿
呆
」
で
あ
れ
、

「
善
人
」
の
A
-
C
線
上
に
、
Z
を
中
心
と
す
る
遠
心
力
の
果
て
の
A
と
C
に

立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
芥
川
が
自
ら
を
「
ク
リ
ス
ト
」
に

託
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
芥
川
自
身
の
線
で
あ
り
、
指
向
点
で
も
あ
る
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。

 
（
2
）
に
属
す
る
人
間
は
正
続
『
西
方
の
人
』
に
最
も
多
く
見
ら
れ
る
。
そ

の
代
表
的
な
人
物
は
カ
ヤ
バ
、
サ
ロ
メ
、
バ
ラ
バ
、
ピ
ラ
ト
、
ヘ
ロ
デ
な
ど
で

あ
る
が
、
彼
ら
は
世
間
と
人
間
を
把
握
す
る
に
は
天
才
的
素
質
を
持
っ
て
い
る

も
の
の
、
そ
の
天
才
性
を
も
っ
て
真
実
を
歪
曲
し
た
り
、
破
壊
し
た
り
す
る
。

彼
ら
の
所
為
の
頂
点
は
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
を
十
字
架
に
付
け
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
ら
は
図
の
F
点
か
ら
B
点
に
指
向
す
る
人
々
で
、
そ
の
中
で
も
幼
い
「
ク

リ
ス
ト
」
を
殺
そ
う
と
企
て
た
ヘ
ロ
デ
が
そ
の
頂
点
に
立
つ
者
と
言
え
る
。

 
 
 
ヘ
ロ
デ
は
或
大
き
い
機
械
だ
つ
た
。
か
う
云
ふ
機
械
は
暴
力
に
よ
り
、

 
 
多
少
の
手
数
を
省
く
為
に
い
つ
も
我
々
に
は
必
要
で
あ
る
。
彼
は
ク
リ
ス

（85）



 
 
ト
を
恐
れ
る
為
に
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
幼
な
児
を
皆
殺
し
に
し
た
。
勿
論
ク
リ

 
 
ス
ト
以
外
の
ク
リ
ス
ト
も
彼
等
の
中
に
は
ま
じ
っ
て
み
た
で
あ
ら
う
。

 
 
（
中
略
）
我
々
は
ヘ
ロ
デ
を
憎
む
こ
と
は
勿
論
、
軽
蔑
す
る
こ
と
も
出
来

 
 
る
も
の
で
は
な
い
。
い
や
、
寧
ろ
彼
の
為
に
警
み
を
感
じ
る
ば
か
り
で
あ

 
 
る
。
ヘ
ロ
デ
は
い
つ
も
玉
座
の
上
に
憂
諺
な
顔
を
ま
と
も
に
し
た
ま
ま
、

 
 
撒
横
や
無
花
果
の
中
に
あ
る
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
国
を
見
お
ろ
し
て
み
る
。
一

 
 
行
の
詩
さ
へ
残
し
た
こ
と
も
な
し
に
。
…
…
（
8
ヘ
ロ
デ
）

 
こ
の
類
型
の
人
物
の
特
徴
は
権
力
の
所
持
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
モ
ー
セ
や

エ
リ
ヤ
の
よ
う
に
正
義
に
立
つ
権
力
者
で
は
な
く
、
悪
意
の
権
力
者
で
あ
る
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
二
行
の
詩
さ
へ
残
し
た
こ
と
も
な
し
い

彼
ら
は
、
「
ク
リ
ス
ト
」
の
い
わ
ゆ
る
く
詩
の
王
国
〉
の
対
極
に
立
っ
て
い
る
。

 
 
 
カ
ヤ
バ
は
き
ら
ら
に
抱
を
着
下
し
、
冷
か
に
ク
リ
ス
ト
を
眺
め
て
み
た

 
 
で
あ
ら
う
。
現
世
は
そ
こ
に
ピ
ラ
ト
と
共
に
意
気
地
の
な
い
聖
霊
の
子
供

 
 
を
嘲
っ
て
み
る
。
燃
え
さ
か
る
松
明
の
光
り
の
中
に
。
…
…
（
続
1
7
カ
ヤ

 
 
バ
）

 
こ
こ
に
も
権
力
者
の
属
性
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
形
だ
け
は
闇
の
世
を
照
ら

す
か
の
よ
う
に
燃
え
さ
か
る
松
明
の
も
の
も
の
し
い
光
の
中
で
、
こ
の
世
の
生

活
力
の
弱
者
た
る
聖
霊
の
子
供
、
、
す
な
わ
ち
真
理
そ
の
も
の
を
嘲
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

 
こ
の
（
2
）
に
属
す
る
者
は
天
才
的
な
利
口
さ
の
た
め
自
滅
す
る
か
、
も
し

く
は
、
「
す
べ
て
剣
を
と
る
者
は
剣
に
て
滅
ぶ
る
な
り
」
（
「
マ
タ
イ
伝
」
第
二

六
章
五
二
節
）
の
言
葉
の
よ
う
に
、
強
力
な
新
権
力
に
よ
っ
て
悲
惨
な
最
後
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
そ
れ
が
人
類
の
権
力
の
闘
争
史
で
も
あ
っ
た
。

 
こ
の
（
2
）
の
人
々
よ
り
さ
ら
に
「
ク
リ
ス
ト
」
を
悩
ま
せ
た
一
団
は
（
3
）

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
3
）
の
人
々
は
い
つ
も
（
2
）
の
人
々
の
下
手
人

と
し
て
、
権
力
の
庇
護
を
受
け
な
が
ら
自
分
の
利
益
を
図
る
者
で
あ
る
。
こ
れ

に
属
す
る
人
々
は
H
点
か
ら
D
の
点
を
指
向
し
て
お
り
、
そ
の
頂
点
に
あ
る
も

の
が
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ
リ
サ
イ
の
徒
で
あ
る
。

 
 
 
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ
リ
サ
イ
の
徒
は
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
事
実
上
不
滅
で

 
 
あ
る
。
こ
の
事
実
を
指
摘
し
た
の
は
「
進
化
論
」
の
著
者
ダ
ア
ウ
イ
ン
だ

 
 
つ
た
。
彼
等
は
今
後
も
地
衣
類
の
や
う
に
い
つ
ま
で
も
地
上
に
生
存
す
る

 
 
で
あ
ら
う
。
「
適
者
生
存
」
は
彼
等
に
は
正
に
当
嵌
ま
る
言
葉
で
あ
る
。

 
 
彼
等
ほ
ど
地
上
の
適
者
は
な
い
。
彼
等
は
何
の
感
激
も
な
し
に
油
断
の
な

 
 
い
処
世
術
を
講
じ
て
み
る
。
マ
リ
ア
は
恐
ら
く
ク
リ
ス
ト
の
彼
等
の
一
人

 
 
で
な
か
っ
た
こ
と
を
悲
し
ん
だ
で
あ
ら
う
。
（
続
1
6
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ

 
 
リ
サ
イ
の
徒
）

 
こ
こ
で
も
（
2
）
の
人
々
の
よ
う
に
「
彼
は
何
の
感
激
も
な
し
」
と
言
う
。

そ
れ
は
や
は
り
「
詩
的
正
義
」
の
た
め
に
戦
っ
た
「
ク
リ
ス
ト
」
と
は
ま
っ
た

く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
事
実
「
ク
リ
ス
ト
」
が
最
も
嫌
悪
感
を
抱
い
た

の
は
こ
の
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 
 
 
が
、
彼
等
は
、
ー
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ
リ
サ
イ
の
徒
は
今
日
で
も
私

 
 
か
に
こ
の
盗
人
に
賛
成
し
て
み
る
。
事
実
上
天
国
に
は
ひ
る
こ
と
は
彼
等

 
 
に
は
無
花
果
や
真
桑
瓜
の
汁
を
畷
る
ほ
ど
重
大
で
は
な
い
。
（
続
1
8
二
人

 
 
の
盗
人
た
ち
）

 
苔
的
俗
物
は
、
今
日
も
依
然
と
し
て
、
心
ひ
そ
か
に
、
「
ク
リ
ス
ト
」
の
説

い
た
詩
的
正
義
よ
り
も
衣
食
を
重
大
視
し
て
い
る
と
、
彼
ら
の
厚
顔
無
恥
の
処

世
術
を
鋭
く
刺
す
。
し
か
し
そ
の
背
後
の
芥
川
の
絶
望
も
深
い
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
し
て
み
れ
ば
、
A
l
c
線
指
向
的
人
間
と
、
B
I
D
線
指
向
的 （86）



人
間
と
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
I
C
線
に
立
つ
も

の
が
「
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
た
ち
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
B
l
D
線
に
立
つ
も
の

は
こ
の
世
間
的
な
権
力
者
で
あ
り
、
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ
リ
サ
イ
の
徒
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
二
線
は
ク
ロ
ス
し
つ
つ
、
し
か
も
つ
い
に
融
合
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
は
（
2
）
と
（
3
）
の
人
々
に
よ
っ

て
十
字
架
に
付
け
ら
れ
、
世
を
去
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
A
I
C
の
頂
点
に
立
っ

て
い
る
キ
リ
ス
ト
が
彼
ら
に
よ
っ
て
生
命
を
絶
た
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、

A
-
C
線
上
に
立
っ
て
い
る
、
「
誰
か
の
保
護
を
受
け
な
け
れ
ば
、
人
生
に
堪

へ
な
い
」
（
2
6
幼
い
児
の
如
く
）
無
数
の
「
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
た
ち
」
は
、

「
ク
リ
ス
ト
」
が
モ
ー
セ
や
エ
リ
ヤ
に
投
げ
付
け
た
同
じ
問
い
、
「
我
等
は
如

何
に
生
く
べ
き
乎
」
（
2
5
天
に
近
い
山
の
上
の
問
答
）
を
自
ら
に
問
わ
ね
ば
な

る
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
つ
い
に
は
芥
川
自
身
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
先
達

と
言
え
る
「
ク
リ
ス
ト
」
が
世
俗
の
力
に
よ
っ
て
死
に
追
い
や
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
時
、
「
群
小
作
家
の
一
人
」
（
『
闇
中
問
答
』
）
で
あ
る
自
身
が
歩
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
道
の
、
そ
の
運
命
の
必
然
の
何
た
る
か
は
、
心
底
ま
で
響
い

た
に
違
い
な
い
。

 
さ
て
、
「
世
間
智
と
愚
と
美
徳
」
と
を
一
身
に
ま
と
っ
て
い
る
マ
リ
ア
は
ど

こ
に
位
置
付
け
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
マ
リ
ア
は
「
唯
の
女
人
」
と
し
て
円

の
内
を
出
て
は
い
な
い
。
「
世
間
智
」
と
は
（
3
）
の
人
々
の
持
つ
も
の
で
あ
り
、

「
愚
」
と
は
（
2
）
の
人
々
が
持
つ
も
の
で
あ
り
、
「
美
徳
」
は
（
1
）
と
（
4
）

の
人
々
が
持
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
リ
ア
の
位
置
は
Z
に
置
く
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
が
A
点
、
C

点
指
向
の
遠
心
力
の
作
用
で
あ
る
に
対
し
て
、
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」

は
Z
点
指
向
の
求
心
力
の
作
用
で
あ
ろ
う
。
こ
の
相
互
に
拮
抗
す
る
力
学
の
中

『
西
方
の
人
』
考
察
（
上
）

心
に
あ
る
も
の
が
「
ク
リ
ス
ト
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
ほ
か
な
ら
ぬ
芥
川

自
身
で
も
あ
る
。

 
さ
て
、
「
『
い
た
く
敵
て
死
ぬ
ば
か
り
』
な
彼
の
心
も
ち
を
理
解
せ
ず
に
撒
檀

の
下
に
眠
っ
て
み
る
」
（
2
8
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
）
弟
子
た
ち
の
位
置
と
は
ど
こ
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
Z
の
丸
心
が
少
し
大
き
く
な
っ
た
円
を
想
像
す
れ
ば
よ
い

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
た
ち
の
多
く
は
、
「
唯
の
女
人
」

の
マ
リ
ア
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
平
凡
な
漁
師
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
弟
子
た
ち
も
ま
た
コ
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
入
る
人
物
で
あ
る
。
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