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佐

藤

泰

正

 
「
奉
教
人
の
死
」
 
（
大
7
・
8
）
に
つ
い
て
は
、
芥
川
の
数
あ
る
切
支
丹
物

の
中
で
も
、
そ
の
代
表
作
と
し
て
屡
々
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
品
論
と

し
て
最
も
卓
抜
な
る
も
の
は
、
三
好
行
雄
氏
の
論
致
1
「
芸
術
と
人
生
一

『
奉
教
人
の
死
』
芥
川
龍
之
介
」
 
（
「
作
品
論
の
試
み
」
所
収
）
一
篇
で
あ
ろ

う
。
氏
の
論
の
卓
抜
さ
は
、
こ
れ
を
単
に
切
支
丹
物
の
一
篇
と
し
て
論
ず
る
の

で
は
な
く
、
作
者
の
芸
術
観
、
文
学
観
の
証
言
と
し
て
、
そ
の
確
乎
た
る
芸
術

論
の
作
品
に
よ
る
呈
示
、
言
わ
ば
一
箇
の
画
然
た
る
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
と
し

て
、
こ
の
作
を
位
置
づ
け
た
処
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

 
長
崎
の
「
さ
ん
た
・
る
ち
や
」
と
い
う
寺
院
の
前
に
行
き
倒
れ
て
い
た
「
ろ

お
れ
ん
ぞ
」
と
い
う
少
年
が
あ
り
、
寺
中
に
養
わ
れ
て
育
つ
が
、
ひ
と
り
の
娘

を
温
帯
さ
せ
た
罪
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
る
。
そ
の
後
大
火
の
折
、
娘
の
生
ん
だ

幼
児
を
猛
火
の
申
か
ら
救
い
出
し
犠
牲
と
な
っ
て
死
ぬ
が
、
娘
の
告
白
に
よ
っ

て
無
実
の
罪
は
晴
れ
ハ
し
か
も
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
は
女
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
作
者
（
語
り
手
）
は
こ
の
物
語
を
書
き
終
え
た
後
そ
の
宋
尾
に
、
次
の
よ

う
な
感
慨
を
付
し
て
い
る
。

 
「
そ
の
女
の
一
生
は
、
こ
の
外
に
何
一
つ
、
知
ら
れ
な
ん
だ
げ
に
聞
き
及
ん

 
だ
。
な
れ
ど
そ
れ
が
、
何
事
で
ご
ざ
ら
う
そ
。
な
べ
て
人
の
世
の
尊
さ
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
み
よ

 
何
も
の
に
も
換
へ
難
い
、
刹
那
の
感
動
に
極
る
も
の
ち
や
。
暗
夜
の
海
に
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
つ
ば
 
 
 
 
 
 
い
ま
だ
 
 
 
 
 
 
 

み
な
わ

 
讐
へ
よ
う
ず
煩
悩
心
の
空
に
一
波
を
あ
げ
て
、
未
出
ぬ
月
の
光
を
水
沫
の
中

 
に
捕
へ
て
こ
そ
、
生
き
て
甲
斐
あ
る
命
と
も
申
さ
う
ず
。
さ
れ
ば
『
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
で

 
は
ご
ざ
る
ま
い
か
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ち

 
こ
れ
は
芥
川
が
屡
々
作
品
の
末
尾
に
加
え
る
縁
ど
り
め
い
た
、
さ
か
し
げ
な

感
慨
と
も
受
け
と
れ
よ
う
が
、
こ
れ
を
「
蛇
足
」
 
（
安
田
保
雄
）
と
み
る
如
き

見
解
を
つ
よ
く
駁
し
て
、
蛇
足
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
一
節
こ
そ
は
、
 
「
い
わ
ば
小

説
の
か
な
め
と
し
て
、
作
者
の
モ
チ
ー
フ
が
生
き
て
は
た
ら
く
、
場
所
で
あ
っ

た
は
ず
だ
」
と
い
う
。
そ
の
モ
チ
ー
フ
と
は
何
か
。

 
「
彼
女
が
生
涯
の
最
期
に
演
じ
た
殉
教
の
一
瞬
に
、
彼
女
の
真
の
人
生
は
い

 
き
い
き
と
象
嵌
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
余
の
さ
ま
ぎ
ま
な
起
伏
、
波
瀾
は

-
す
べ
て
人
生
の
残
津
に
す
ぎ
な
い
。
作
者
が
こ
こ
で
語
る
の
は
、
人
生
に
対

 
す
る
決
然
た
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
、
さ
き
に
こ
う
書
い
て
お
い

 
た
。
そ
の
人
生
に
対
す
る
態
度
は
、
か
く
し
て
芸
術
へ
の
態
度
に
ほ
か
な
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ら
ぬ
。
構
成
上
の
破
綻
を
あ
え
て
お
か
し
た
一
行
の
意
図
は
一
ひ
と
が

 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
ろ
お
れ
ん
そ
の
一
生
を
索
引
と
し
て
ろ
お
れ
ん
そ
の
最
期
を
理
解
す
る
必
要

 
が
な
い
よ
う
に
1
芸
術
が
そ
の
創
造
と
理
解
の
た
め
に
、
芸
術
家
の
生
活
を

 
索
引
と
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
、
昂
然
た
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
」

 
三
好
氏
の
論
は
こ
こ
で
終
る
が
、
こ
の
終
末
の
一
節
に
至
っ
て
我
々
は
、
芥

川
自
身
の
「
芸
術
と
実
生
活
を
め
ぐ
る
固
有
の
信
条
を
」
あ
か
し
し
た
作
を
論

じ
た
こ
の
一
篇
の
論
孜
が
、
同
時
に
論
者
自
身
の
、
芸
術
と
生
活
を
め
ぐ
る

「
固
有
の
信
条
」
の
あ
か
し
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
構
成
、
文
体
、
原
話

と
の
比
較
、
そ
の
他
す
べ
て
の
側
面
が
こ
の
結
語
に
収
敏
さ
れ
て
ゆ
く
一
そ

の
水
も
洩
ら
さ
ぬ
緻
密
な
論
証
は
、
こ
こ
に
例
示
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
作
品

論
の
範
型
匙
も
目
す
る
に
足
り
よ
う
。

 
し
か
し
、
と
の
評
者
が
さ
ら
に
一
歩
作
品
の
内
実
に
踏
み
込
ん
で
、
 
「
『
奉

教
天
の
死
』
に
え
が
か
れ
た
の
は
キ
ゾ
ス
ト
教
信
仰
へ
の
宗
教
的
感
動
で
も
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

け
れ
ば
、
迫
害
に
耐
え
た
殉
教
者
の
讃
美
で
も
な
い
。
こ
こ
に
は
宗
教
的
感
情

み
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
断
片
さ
え
発
見
で
き
な
い
」
 
（
傍
点
筆
者
、
以
下
全
）
と
断
ず
る
時
、
果
し

て
そ
う
か
と
、
反
問
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
「
死
後
の
奇
蹟
を
語
る
原
拠
の
終
章

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

が
、
小
説
化
に
あ
た
っ
て
ま
っ
た
く
切
り
お
と
さ
れ
た
の
を
見
て
も
、
そ
れ
は

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

明
白
で
あ
ろ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
宗
教
的
感
情
（
あ
る
い
は

感
動
）
と
は
、
単
に
殉
教
の
讃
美
や
栄
光
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
あ
る
ま

い
。
こ
の
物
語
は
た
だ
、
 
「
人
生
の
充
実
し
た
瞬
間
を
生
き
た
幸
福
な
人
間

と
、
そ
の
幸
福
な
人
間
に
対
す
る
お
の
れ
の
感
動
と
を
」
描
か
ん
と
し
た
も
の

に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
こ
の
作
は
、
「
宗
教
的
感
情
」
 
（
あ
る
い
は

感
動
）
の
問
題
を
一
切
抜
き
に
し
て
論
じ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い

に
答
え
る
前
に
、
我
々
は
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
、
い
ま
ひ
と
つ

の
論
放
に
ふ
れ
て
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

 
笹
淵
友
一
氏
の
最
近
の
論
作
に
、
 
「
『
奉
教
人
の
死
』
と
「
じ
ゅ
り
あ
の
・

吉
助
」
1
芥
川
龍
之
介
の
本
朝
聖
人
伝
1
」
 
（
「
ソ
フ
ィ
ア
」
第
十
七
巻

三
号
）
と
題
し
た
一
篇
が
あ
る
。
氏
は
標
題
の
二
作
を
、
と
も
に
殉
教
者
を
扱

っ
た
本
朝
聖
人
伝
と
し
て
取
り
上
げ
て
居
ら
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
比
較
文
学
的

考
察
に
於
て
、
多
く
の
示
唆
に
と
ん
だ
す
ぐ
れ
た
論
述
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ

で
も
ま
た
、
 
「
奉
教
人
の
死
」
に
お
け
る
宗
教
性
に
対
し
て
は
、
き
び
し
い
否

定
的
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
た
と
え
ば
先
の
末
尾
の
一
節
に
ふ
れ
て
一
「
『
ろ
お
れ
ん
そ
の
最
後
を
知

る
も
の
は
ろ
お
れ
ん
そ
の
一
生
を
知
る
も
の
』
と
い
え
る
ほ
ど
の
豊
か
さ
を
、

彼
女
の
死
の
刹
那
の
感
動
が
果
し
て
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
」
と

し
、
そ
れ
は
ろ
お
れ
ん
そ
の
半
生
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
ろ
お

れ
ん
そ
の
「
人
間
像
」
、
そ
の
「
人
間
解
釈
そ
の
も
の
の
」
 
「
曖
昧
さ
」
に
問

題
が
あ
る
と
い
う
。

 
原
話
と
な
っ
た
「
聖
人
伝
」
（
明
治
二
十
七
年
刊
、
三
夏
笙
著
）
1
笹
淵
氏

は
、
原
話
と
し
て
は
こ
の
書
の
影
響
を
最
も
重
く
見
て
お
ら
れ
る
一
に
よ
れ

ば
、
罪
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
マ
リ
ナ
は
、
「
院
長
の
糺
問
に
対
し
て
『
少
し
も

返
答
な
く
只
心
に
神
に
祷
り
猶
一
層
の
苦
み
を
我
身
に
与
へ
給
へ
』
と
願
っ

た
。
即
ち
彼
女
は
そ
の
冤
罪
を
神
の
思
寵
の
試
練
と
も
受
取
っ
た
」
。
こ
れ
に

対
し
て
ろ
お
れ
ん
ぞ
は
「
身
の
潔
白
を
主
張
」
し
、
 
「
し
め
お
ん
に
対
し
て
は

『
娘
は
私
に
心
を
寄
せ
ま
し
た
げ
で
ご
ざ
れ
ど
、
私
は
文
を
貰
う
た
ば
か
り
、

口
を
利
い
た
事
も
ご
ざ
ら
ぬ
」
と
い
う
事
の
い
き
さ
つ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
、
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身
に
降
り
か
か
る
火
の
粉
を
払
お
う
と
し
た
。
即
ち
ろ
お
れ
ん
ぞ
に
と
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
、
そ
れ
は
要
す
る
に
不
条
理
な
災
難
で
あ
り
、
信
仰
と
は
没
交
渉
の
問
題
で

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
っ
た
」
i
こ
こ
に
「
「
聖
マ
リ
ン
伝
』
か
ら
の
変
質
が
あ
る
」
と
い
う
。

し
か
も
、
こ
の
ろ
お
れ
ん
そ
の
人
間
像
の
曖
昧
さ
は
、
 
「
結
局
キ
リ
ス
ト
教
と

キ
リ
ス
ト
者
に
対
す
る
理
解
の
浅
さ
に
原
因
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
 
「
こ
の
よ

う
な
理
解
の
限
界
が
、
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
原
因
で
あ
っ
た
」
と
い

う
。 

し
か
し
作
者
は
果
し
て
、
罪
の
汚
名
を
受
け
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
、
こ
れ
を

「
信
仰
と
は
没
交
渉
の
問
題
」
と
し
て
受
け
と
め
た
如
く
に
、
描
い
た
で
あ
ろ

う
か
。
冤
罪
の
苦
し
み
の
極
ま
る
処
一
つ
い
に
彼
は
寺
院
を
放
逐
さ
れ
る
。

こ
の
時
、
彼
を
愛
し
た
兄
弟
子
の
し
め
お
ん
は
、
 
「
欺
か
れ
た
と
云
ふ
腹
立
た

し
さ
」
の
余
り
に
拳
を
ふ
る
っ
て
、
し
た
た
か
に
ろ
お
れ
ん
そ
の
顔
を
打
つ
。

打
ち
倒
さ
れ
た
ろ
お
れ
ん
ぞ
は
一
「
や
が
て
起
き
あ
が
る
と
、
涙
ぐ
ん
だ
眼
で
、

空
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
 
『
御
主
も
許
さ
せ
給
へ
。
 
「
し
め
お
ん
」
は
、
己
が
仕
業

を
わ
き
ま
へ
ぬ
も
の
で
ご
ざ
る
」
と
、
わ
な
な
く
声
で
祈
っ
た
」
と
い
う
。
て

の
祈
り
が
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
の
i
「
父
よ
、
彼
ら
を
赦
し
給
へ
、
そ

の
為
す
所
を
知
ら
ぎ
れ
ば
な
り
」
 
（
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
二
十
三
章
三
十
四

節
）
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
し
め
お
ん
へ

の
赦
し
の
願
い
が
自
分
を
放
逐
し
た
同
門
の
信
徒
の
み
な
ら
ず
、
自
分
に
罪
を

か
ぶ
せ
た
憎
む
べ
き
女
へ
の
そ
れ
で
も
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま

い
。
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「
そ
の
時
居
合
は
せ
た
奉
教
人
衆
の
話
を
伝
へ
聞
け
ば
、
時
し
も
凪
に
ゆ
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
し
ら

ぐ
日
輪
が
、
う
な
だ
れ
て
歩
む
『
ろ
お
れ
ん
ぞ
』
の
頭
の
か
な
た
、
長
崎
の
西

の
空
に
沈
ま
う
ず
景
色
で
あ
っ
た
に
由
っ
て
、
あ
の
少
年
の
や
さ
し
い
姿
は
、

と
ん
と
一
天
の
火
烙
の
中
に
、
立
ち
き
は
ま
っ
た
や
う
に
見
え
た
と
申
す
。
」

 
こ
の
描
写
が
終
末
の
火
災
の
場
面
に
あ
い
照
応
す
る
如
く
、
こ
の
ろ
お
れ
ん

そ
の
祈
り
は
、
憎
む
べ
き
女
の
産
み
落
と
し
た
幼
児
を
救
わ
ん
が
た
め
、
つ
い

に
殉
教
の
死
を
と
げ
る
終
末
の
場
面
へ
の
周
到
な
伏
線
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ

る
ま
い
。

 
笹
淵
氏
は
、
こ
の
作
の
決
定
的
な
弱
点
と
し
て
、
 
「
傘
張
の
娘
か
ら
負
わ
さ

れ
た
無
実
の
罪
を
、
聖
マ
リ
ナ
の
よ
う
に
、
神
の
試
練
と
し
て
受
取
ろ
う
と
し

な
か
っ
た
ろ
お
れ
ん
そ
の
態
度
と
生
命
を
賭
け
て
猛
火
の
中
か
ら
娘
の
子
を
救

い
出
し
た
殉
教
的
行
為
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
作
者
の
叙
述
に
よ
っ
て
も
埋
め

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
」
を
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
が
、
導
く
と
も
こ
の
ろ
お
れ
ん
そ

の
祈
り
が
、
両
者
を
つ
な
ぐ
重
要
な
伏
線
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て

は
い
な
い
か
。
さ
ら
に
氏
は
こ
の
作
に
お
け
る
「
宗
教
的
感
動
か
ら
芸
術
的
感

動
へ
の
変
質
」
に
ふ
れ
、
そ
の
例
証
と
し
て
末
尾
の
周
知
の
一
節
を
引
用
さ
れ

て
い
る
。

 
「
見
ら
れ
い
。
 
『
し
め
お
ん
」
。
見
ら
れ
い
。
傘
張
の
翁
。
御
主
『
ぜ
す
・

 
き
り
し
と
」
の
御
血
潮
よ
り
も
赤
い
、
火
の
光
を
一
身
に
浴
び
て
、
声
も
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
こ
た

 
く
『
さ
ん
た
・
る
ち
や
』
の
門
に
横
は
つ
た
、
い
み
じ
く
も
美
し
い
少
年
の

 
胸
に
は
、
焦
げ
破
れ
た
衣
の
ひ
ま
か
ら
、
清
ら
か
な
二
つ
の
乳
房
が
、
玉
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も
わ

 
や
う
に
薫
れ
て
居
る
で
は
な
い
か
。
今
は
焼
け
た
だ
れ
た
面
輪
に
も
、
自
ら

 
な
や
さ
し
さ
は
、
隠
れ
よ
う
す
べ
も
あ
る
ま
じ
い
。
お
う
、
『
ろ
お
れ
ん

 
ぞ
』
は
女
ぢ
や
。
 
『
ろ
お
れ
ん
ぞ
』
は
女
ぢ
や
。
見
ら
れ
い
。
猛
火
を
後
に
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「

 
て
、
垣
の
や
う
に
仔
ん
で
み
る
奉
教
人
衆
、
邪
淫
の
戒
を
破
っ
た
に
由
つ

 
て
、
 
『
さ
ん
た
・
る
ち
や
」
を
逐
は
れ
た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
』
は
傘
張
の
娘
と

 
同
じ
、
妙
な
ぎ
し
の
あ
で
や
か
な
こ
の
国
の
女
ぢ
や
。
」

 
こ
こ
に
見
る
も
の
は
、
 
「
大
火
と
い
う
異
常
な
、
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
件

と
そ
の
中
に
お
け
る
ろ
お
れ
ん
そ
の
殉
教
死
、
そ
し
て
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
女
で
あ

っ
た
こ
と
の
確
認
と
い
う
、
相
つ
ぐ
人
の
意
表
に
出
た
事
件
の
視
覚
的
描
写
に

よ
っ
て
」
も
た
ら
さ
れ
た
「
芸
術
的
感
動
」
に
す
ぎ
ぬ
。
よ
し
そ
れ
が
「
ろ
お

れ
ん
そ
の
殉
教
と
没
交
渉
で
は
な
い
」
と
し
て
も
、
こ
の
「
最
高
潮
の
感
動
の
場

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

面
が
、
ろ
お
れ
ん
そ
の
内
面
の
問
題
よ
り
も
猛
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
女
性
と

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

し
て
の
肉
体
の
確
認
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
。
、
こ
こ
に
は
ま
が
う

べ
く
も
な
く
、
 
「
刹
那
の
芸
術
的
感
動
i
一
そ
の
感
動
の
中
枢
は
感
覚
的
刺
激

で
あ
る
」
一
に
身
を
託
す
る
芥
川
の
「
審
美
」
的
性
格
が
あ
ら
わ
に
呈
示
さ
れ

て
い
る
。
笹
淵
氏
の
論
は
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に
要
約
出
来
よ
う
。
ま
た
さ
ら
に

付
記
す
れ
ば
、
こ
の
場
面
が
「
『
眼
に
見
え
る
や
う
な
文
章
』
が
好
き
だ
と
い

う
芥
川
の
個
性
を
十
二
分
に
発
揮
し
た
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
は
屡
々
い
わ
れ
る

よ
う
に
『
地
獄
変
』
の
猛
火
i
火
に
包
ま
れ
た
欄
椰
毛
の
車
の
中
の
良
秀
の

娘
の
あ
で
や
か
な
姿
1
と
共
通
の
感
覚
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
つ

つ
、
同
時
に
、
 
「
『
地
獄
変
」
が
単
に
異
常
な
感
覚
的
刺
激
に
、
止
ま
っ
た
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
較
べ
れ
ば
、
さ
き
の
一
節
は
内
面
性
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

し
そ
れ
も
殆
ど
感
覚
的
な
も
の
に
覆
わ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 
果
し
て
こ
の
作
は
笹
淵
氏
が
繰
返
し
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
ろ
お
れ
ん
そ
の

「
内
面
の
問
題
よ
り
も
」
そ
の
「
女
性
と
し
て
の
肉
体
の
確
認
」
と
い
う
風

に
、
本
来
こ
の
作
品
の
素
材
か
ら
し
て
「
も
っ
て
い
る
は
ず
」
の
「
内
面
性
」

が
作
者
の
「
審
美
主
義
」
や
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
「
理
解
の
浅
さ
」
の
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

め
、
 
「
殆
ど
感
覚
的
な
も
の
に
覆
わ
れ
て
」
．
し
ま
っ
た
と
い
う
て
い
の
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

 
恐
ら
く
こ
こ
に
は
、
作
家
が
宗
教
的
主
題
に
立
向
う
時
、
ま
ぬ
が
れ
ざ
る
を

え
ぬ
、
極
め
て
困
難
な
課
題
が
含
ま
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
課
題
と
は

1
小
説
家
は
、
い
か
に
し
て
「
聖
者
」
を
描
き
う
る
か
と
い
う
課
題
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
。
笹
淵
氏
の
批
判
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
作
の
「
聖
マ
リ
ン
伝
か
ら
の
変
質
」

は
、
作
家
た
る
も
の
の
強
い
ら
れ
た
必
然
で
あ
ろ
う
。
芥
川
が
描
こ
う
と
し
た

の
は
、
い
か
な
る
「
聖
人
伝
」
で
も
な
く
、
一
箇
の
純
乎
た
る
文
学
作
品
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
冤
罪
に
直
面
し
た
ろ
お
れ
ん
そ
の
悶
え
と
余
り
に
も
め
め
し
い

ふ
る
ま
い
を
、
聖
マ
リ
ナ
の
所
行
と
比
較
し
て
非
難
す
る
こ
と
は
、
一
箇
の
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

学
作
品
を
「
聖
人
伝
」
1
即
ち
「
聖
者
」
の
「
伝
記
」
と
い
う
次
元
に
引
き

も
ど
す
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
じ

 
「
…
…
『
し
め
お
ん
」
は
猶
も
押
し
て
問
ひ
詰
っ
た
に
、
 
『
ろ
お
れ
ん
ぞ
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
し

 
は
わ
び
し
げ
な
眼
で
、
ぢ
つ
と
相
手
を
見
つ
め
た
と
思
へ
ば
、
 
「
私
は
お
主

 
に
さ
へ
、
嘘
を
つ
き
さ
う
な
人
間
に
見
え
る
さ
う
な
」
と
誉
め
る
や
う
に
云

 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ば
く
ら

 
ひ
放
っ
て
、
と
ん
と
燕
か
何
ぞ
の
や
う
忙
、
そ
の
儘
つ
と
部
屋
を
出
て
行
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
の
れ

 
て
し
ま
う
た
。
か
う
云
は
れ
て
見
れ
ば
、
 
『
し
め
お
ん
』
も
己
の
疑
深
か
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
ご
す
ご

 
た
の
が
恥
し
う
も
な
っ
た
に
由
っ
て
、
忙
々
そ
の
場
を
去
ら
う
と
し
た
に
、

 
い
き
な
り
駈
け
こ
ん
で
来
た
は
、
少
年
の
『
ろ
お
れ
ん
ぞ
』
ぢ
や
。
そ
れ
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
な
じ

 
飛
び
つ
く
や
う
に
『
し
め
お
ん
」
の
頸
を
抱
く
と
、
喘
ぐ
や
う
に
『
私
が
悪

・
か
っ
た
。
許
し
て
下
さ
れ
い
』
ど
掬
い
て
、
こ
な
た
が
一
言
も
答
へ
ぬ
間
に
、

 
涙
に
濡
れ
た
顔
を
隠
さ
う
為
か
、
相
手
を
つ
き
の
け
る
や
う
に
身
を
開
い

 
て
、
一
散
に
又
来
た
方
へ
、
走
っ
て
往
ん
で
し
ま
う
た
と
申
す
。
」

 
た
し
か
に
、
し
め
お
ん
の
疑
い
に
対
す
る
ろ
お
れ
ん
そ
の
悶
え
は
、
一
種
纒
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綿
た
る
筆
致
を
以
て
描
か
れ
、
読
み
終
っ
て
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
女
性
で
あ
っ
た
こ

と
を
知
る
時
、
こ
の
場
面
は
二
重
の
肉
感
性
を
も
っ
て
読
者
の
脳
裡
に
よ
み
が

え
る
。
こ
の
場
面
の
官
能
的
な
描
写
も
ま
た
、
末
尾
の
ろ
お
れ
ん
ぞ
が
実
は
女
性

で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
、
伏
線
と
も
み
る
べ
き
工
夫
で
あ
ろ
う
。

 
も
と
よ
り
、
こ
の
作
が
i
「
女
が
男
だ
と
思
は
れ
て
る
る
話
。
ω
巴
9

冨
9
臥
9
」
と
い
う
手
帳
の
メ
モ
に
も
み
る
如
く
、
筋
立
て
の
意
外
性
と
い
う
芥

川
好
み
の
趣
向
を
軸
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
し
か
し
こ
の
作
の
主

想
が
、
「
ろ
お
れ
ん
そ
の
内
面
の
問
題
よ
り
も
猛
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
女
性

と
し
て
の
肉
体
の
確
認
」
と
い
う
感
覚
的
描
写
に
あ
っ
た
と
は
、
や
は
り
断
じ

え
ま
い
。

 
み
ず
か
ら
の
芸
術
観
を
呈
示
す
る
た
め
に
、
原
話
の
前
半
を
切
り
棄
て
る
と

い
う
、
構
成
上
の
破
綻
を
も
敢
て
冒
し
た
一
そ
こ
に
芥
川
の
独
創
が
あ
っ
た

と
は
、
三
好
氏
の
指
摘
さ
れ
る
処
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
殉
教
を

テ
ー
マ
と
す
る
作
品
の
内
実
に
ふ
れ
て
こ
れ
を
言
う
な
ら
ば
、
作
家
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
ェ
）
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

い
え
よ
う
。
そ
の
手
法
と
は
、
ア
ガ
ペ
エ
を
描
く
に
、
エ
ロ
ス
を
以
て
包
む
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
ろ
お
れ
ん
そ
の
死
が
そ
の
伏
線
と
な
る
祈
り
の
部
分
に
み
る
如
く
、
己
を
陥

れ
た
憎
む
べ
き
敵
の
た
め
に
も
、
み
ず
か
ら
の
命
を
与
え
ん
と
す
る
無
償
の
愛

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
。
作
者
は
い
ま
、
こ
の
無

償
の
愛
（
ア
ガ
ペ
エ
）
を
描
く
に
、
猛
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
女
性
の
あ
で
や
か

な
裸
身
と
い
う
、
最
も
エ
ロ
ス
的
な
場
面
を
か
ら
ま
せ
て
呈
示
し
た
。
こ
こ
に

「
奉
教
人
の
死
」
と
「
お
ぎ
ん
」
 
一
芥
川
切
支
丹
物
に
関
す
る
一
考
察
1

作
者
の
か
け
が
え
の
な
い
独
創
が
あ
っ
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
作
家
が
語
る
1
我
々
が
「
結
局
ぶ
つ
か
る
の
は
、
宗
教

の
求
め
て
い
る
純
粋
と
い
う
か
、
清
ら
か
さ
と
い
う
も
の
を
芸
術
が
汚
す
と

い
う
こ
と
」
だ
。
 
「
汚
さ
な
か
っ
た
ら
芸
術
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
。

i
手
を
汚
さ
ざ
る
葎
え
な
い
と
こ
ろ
で
成
立
す
る
」
 
（
遠
藤
周
作
）
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
か
ん

矛
盾
も
ま
た
、
こ
の
間
の
機
微
に
ふ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
（
遠
藤
氏
の
代
表

作
「
沈
黙
」
に
お
け
る
あ
の
ロ
ド
リ
ゴ
の
踏
絵
の
場
面
が
、
神
の
絶
対
な
る
愛

（
ア
ガ
ペ
ェ
）
の
あ
か
し
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
殆
ど
エ
ロ
ス
的
と
言
っ
て
よ

い
ほ
ど
の
、
肉
感
的
な
感
動
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
も
、
ま
た
こ
れ
ら
と
無
縁
で

は
あ
る
ま
い
。
 
（
拙
稿
「
遠
藤
周
作
1
『
沈
黙
』
を
視
座
と
し
て
」
一
「
国

文
学
」
四
十
四
年
二
月
号
参
照
）

 
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
～
ろ
お
れ
ん
そ
の
「
内
面
の
問
題
」
と
「
猛
火

に
照
ら
し
出
さ
れ
た
女
性
と
し
て
の
肉
体
の
確
認
レ
と
は
、
二
元
的
に
対
置
さ

れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
ま
さ
に
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
内
面

性
」
は
「
感
覚
的
な
も
の
に
覆
わ
れ
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
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

「
内
面
性
」
は
、
生
き
え
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
（
勿
論
こ
れ
ら
の
根
底

に
、
た
と
え
ば
「
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
つ
芸
術
的
感
激
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
 
「
作
品
の
内
容
と
は
、
必

然
的
に
形
式
と
一
つ
に
な
っ
た
内
容
だ
」
（
「
芸
術
そ
の
他
」
大
8
・
n
）
と
い

う
如
き
、
芥
川
の
確
乎
た
る
芸
術
観
の
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
）

 
さ
て
、
上
来
「
奉
教
人
の
死
」
に
お
け
る
宗
教
性
と
芸
術
性
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
、
い
さ
さ
か
の
ア
ポ
ロ
ジ
イ
を
試
み
て
来
た
か
に
み
え
る
が
、
し
か
し
こ

れ
は
、
こ
の
作
品
が
こ
の
困
難
な
課
題
に
充
分
に
成
功
し
え
た
こ
と
を
、
必
ず
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し
も
意
味
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
作
は
先
に
指
摘
し
た
作
者
の
意
図
と
工
夫
に

も
拘
ら
ず
、
な
お
十
全
の
成
果
を
挙
げ
え
た
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
あ
ざ

や
か
な
文
体
の
工
夫
、
語
り
口
、
効
果
的
な
劇
的
展
開
、
懸
命
の
高
潮
部
i

I
こ
れ
ら
手
法
上
の
さ
ま
ぎ
ま
な
試
み
、
ま
た
さ
ら
に
言
え
ば
そ
の
内
実
に
於

て
一
「
人
間
が
い
ま
だ
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
『
何
も
の
』
か
に
向
っ
て
、
今
あ

る
現
実
を
超
え
て
、
一
向
に
帰
依
し
、
没
入
し
う
る
と
い
う
、
人
間
の
炎
の
ご
と

き
、
ゾ
ル
レ
ン
的
な
生
き
方
（
生
の
様
式
）
、
純
粋
な
精
神
世
界
へ
の
直
線
的

な
姿
勢
（
つ
ま
り
、
狂
信
的
と
も
、
病
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
）
に
対
す
る
驚

嘆
と
感
動
」
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
た
一
「
炎
の
ご
と
き
ゾ
ル
レ
ン
へ
の
殉

教
者
の
姿
を
鮮
明
」
 
（
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
作
品
研
究
」
所
収
）
に
歌
い
上
げ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
や
、
ま
さ
に
彼
の
資
質
に
発
す
る
こ
の
よ
う
な
側
面
を

持
つ
が
故
に
一
な
お
言
い
が
た
く
深
い
矛
盾
に
包
ま
れ
た
人
間
存
在
そ
の
も

の
の
重
さ
と
機
微
に
対
す
る
深
い
洞
察
と
把
握
、
そ
こ
か
ら
お
の
ず
か
ら
に
押

し
出
さ
れ
、
滲
み
出
て
来
る
t
あ
の
小
説
本
来
の
持
つ
、
た
し
か
さ
と
手
応

え
を
こ
こ
に
需
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
先
の
評
家
の
言
う

如
く
、
「
近
代
散
文
芸
術
の
論
理
性
」
を
以
て
は
律
し
え
ぬ
一
箇
の
詩
的
作
品

で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
生
の
「
堅
固
な
ゾ
ル
レ
ン
に
殉
じ
た
『
永
遠
に
超
え
ん

と
す
る
も
の
』
た
ち
」
へ
の
一
篇
の
頒
歌
の
、
そ
の
極
点
に
立
つ
も
の
と
言
え

よ
う
。

 
芥
川
が
こ
こ
に
、
切
支
丹
殉
教
に
か
か
わ
る
一
篇
の
類
歌
を
「
炎
の
ご
と
き

ゾ
ル
レ
ン
へ
の
殉
教
者
」
を
描
き
き
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
代
償
と

し
て
彼
が
切
り
棄
て
、
と
り
こ
ぼ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
、
即
ち
そ
の
対
極

的
世
界
を
一
「
炎
の
ご
と
き
ゾ
ル
ゲ
ン
」
に
対
し
て
は
、
淵
の
如
く
冥
く
深

い
ザ
イ
ン
の
根
ざ
し
の
、
そ
の
深
い
根
源
の
矛
盾
の
様
態
を
、
 
「
永
遠
に
超
え

ん
と
す
る
も
の
」
に
対
し
て
は
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
を
、
殉
教
に

対
し
て
は
背
教
（
あ
る
い
は
棄
教
）
を
、
ア
ガ
ペ
エ
に
対
し
て
は
肉
の
情
念
に

ま
つ
わ
る
フ
ィ
レ
イ
ン
を
、
-
彼
が
敢
て
そ
の
背
部
に
取
り
残
さ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
こ
れ
ら
帰
際
の
世
界
を
、
描
か
ぎ
る
を
え
な
い
筈
で
あ
る
。
 
「
お
ぎ

ん
」
 
（
大
1
1
・
8
）
一
篇
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
役
割
を
に
な
っ
た
作
と
見
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。
」

-二

 
芥
川
の
切
支
丹
物
と
言
え
ば
、
 
「
奉
教
人
の
死
」
や
「
神
々
の
微
笑
」
 
（
大

10

E
1
2
）
を
代
表
作
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
「
お
ぎ
ん
」
を

こ
の
系
列
中
の
第
一
等
の
作
、
響
く
と
も
彼
の
最
も
重
い
主
題
を
に
な
っ
た
、

注
目
す
べ
き
作
と
見
る
。

、
元
和
か
寛
永
の
頃
、
浦
上
に
お
け
る
切
支
丹
処
刑
の
犠
牲
者
と
し
て
、
お
ぎ
ん

は
養
親
の
孫
七
、
お
す
み
夫
婦
と
共
に
捕
え
ら
れ
、
詰
論
り
の
刑
に
処
せ
ら
れ

よ
う
と
す
る
。
し
か
し
処
刑
直
前
と
な
っ
て
、
お
ぎ
ん
は
教
を
棄
て
る
と
い

う
。
お
ま
え
に
は
悪
魔
が
つ
い
た
の
か
と
驚
く
親
た
ち
の
前
に
脆
づ
き
な
が

ら
、
お
ぎ
ん
は
言
う
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
け

 
「
わ
た
し
は
お
ん
教
を
捨
て
ま
し
た
。
そ
の
訳
は
ふ
と
向
う
に
見
え
る
、
天

 
蓋
の
や
う
な
松
の
梢
に
、
気
の
つ
い
た
せ
み
で
ご
ぎ
い
ま
す
。
あ
の
墓
原
の

 
松
の
か
げ
に
、
眠
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
両
親
は
、
天
主
の
お
ん
教
も
御
存
知

 
な
し
、
き
っ
と
今
頃
は
い
ん
へ
る
の
に
、
お
堕
ち
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

 
ま
せ
う
。
そ
れ
を
今
わ
た
し
一
人
、
は
ら
い
そ
の
門
に
は
ひ
っ
た
の
で
は
、
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ど
う
し
て
も
申
し
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
や
は
り
地
獄
の
底
へ
、
御

 
両
親
の
跡
を
追
っ
て
参
り
ま
せ
う
。
ど
う
か
お
父
様
や
お
母
様
は
、
ぜ
す
す
様

 
や
ま
り
ゃ
様
の
御
側
へ
お
出
で
な
す
っ
て
下
さ
い
ま
し
。
そ
の
代
り
お
ん
教

 
を
捨
て
た
上
は
、
わ
た
し
も
生
き
て
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。
…
…
」

 
お
ぎ
ん
の
言
葉
に
涙
を
流
す
妻
を
ふ
り
か
え
り
、
「
お
前
も
悪
魔
に
見
入
ら

れ
た
か
？
天
主
の
お
ん
教
を
捨
て
た
け
れ
ば
、
勝
手
に
お
前
だ
け
捨
て
る
が
好

い
。
お
れ
は
一
人
で
も
焼
け
死
ん
で
み
せ
る
ぞ
」
と
い
う
孫
七
に
向
っ
て
、
お

す
み
は
「
い
え
、
わ
た
し
も
お
供
を
致
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
」
そ

れ
は
一
」
1
彼
女
は
涙
を
の
み
こ
み
な
が
ら
「
半
ば
叫
ぶ
や
う
に
」
言

，
つ
一

 
「
『
け
れ
ど
も
そ
れ
は
は
ら
い
そ
へ
参
り
た
い
か
ら
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

 
唯
あ
な
た
の
、
1
あ
な
た
の
お
供
を
致
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
』

 
孫
七
は
長
い
間
黙
っ
て
み
た
。
し
か
し
そ
の
顔
は
蒼
ざ
め
た
り
、
下
血
の
色

 
を
漂
ら
せ
た
り
し
た
。
と
同
時
に
汗
の
玉
も
、
つ
ぶ
つ
ぶ
顔
に
た
ま
り
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ニ
マ

 
し
た
つ
孫
七
は
今
心
の
眼
に
、
彼
の
霊
魂
を
見
て
み
る
の
で
あ
る
。
彼
の

 
ア
ニ
マ

 
霊
魂
を
奪
ひ
合
ふ
天
使
と
悪
魔
と
を
見
て
み
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
時
足

 
も
と
の
お
ぎ
ん
が
泣
き
伏
し
た
顔
を
挙
げ
ず
に
み
た
ら
、
1
い
や
、
も
う

 
お
ぎ
ん
は
顔
を
挙
げ
た
。
し
か
も
涙
に
溢
れ
た
眼
に
は
、
不
思
議
な
光
を
宿

 
し
な
が
ら
、
ぢ
つ
と
彼
を
見
守
っ
て
み
る
。
こ
の
眼
の
奥
に
閃
い
て
み
る
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
に
ん
 
 
 
 
 
 
一

 
は
、
無
邪
気
な
童
女
の
心
ば
か
り
で
は
な
い
。
 
『
流
人
と
な
れ
る
え
わ
の
子

 
供
」
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
心
で
あ
る
。

 
『
お
父
様
！
い
ん
へ
る
の
べ
参
り
ま
せ
う
。
お
母
様
も
、
わ
た
し
も
、
あ
ち

 
ら
の
お
父
様
や
お
母
様
も
、
i
み
ん
な
悪
魔
に
さ
ら
は
れ
ま
せ
う
。
』

 
孫
七
は
と
う
と
う
堕
落
し
た
。
」

「
奉
教
人
の
死
」
と
「
お
ぎ
ん
」
 
1
芥
川
切
支
丹
物
に
関
す
る
一
考
察
一

 
こ
れ
は
作
品
の
終
末
部
、
三
人
の
棄
教
を
め
ぐ
る
最
も
感
動
的
な
箇
所
だ

が
、
こ
こ
で
作
者
は
殉
教
と
棄
教
、
さ
ら
に
は
宗
教
の
土
俗
化
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
、
最
も
重
く
深
い
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
か
に
み
え
る
。
こ
の
作
に
対

す
る
解
釈
の
ひ
と
つ
に
、
た
と
え
ば
こ
こ
に
描
か
れ
た
も
の
は
t
「
美
し
く

み
え
る
彼
ら
の
信
仰
と
い
う
も
の
も
、
結
局
う
ら
を
か
え
せ
ば
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か

ら
で
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
殉
教
と
い
う
純
粋
に
み
え
る
行
為
も
、
そ
の
底
に

は
や
は
り
己
れ
ひ
と
り
天
国
へ
行
け
ば
よ
い
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
ひ
そ
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
自
問
自
答
な
の
だ
」
 
（
駒
尺
喜
美
）
だ
と
い
う

見
方
も
あ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
 
（
駒
尺
氏
の
す
ぐ
れ
た
芥
川
理

解
の
多
く
の
部
分
に
推
服
し
、
共
感
を
抱
い
て
来
た
も
の
だ
が
、
 
「
お
ぎ
ん
」

の
解
釈
、
さ
ら
に
は
切
支
丹
物
の
解
釈
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
い
く

ば
く
か
の
反
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
）
む
し
ろ
こ
こ
に
あ
る
も
の
は
、
ア
ガ

ペ
エ
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
対
立
で
は
な
く
、
ア
ガ
ペ
エ
と
フ
ィ
レ
イ
ン
の
葛
藤
と

こ
そ
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
「
奉
教
人
の
死
」
の
な
か
で
、
ろ
お
れ
ん
そ
の
殉
教
を
め
ぐ
り
、
「
御
主
『
ぜ

す
き
り
し
と
』
の
再
来
」
 
「
御
主
『
ぜ
す
・
き
り
し
と
』
の
御
行
跡
を
踏
ん
で

」
 
「
御
主
『
ぜ
す
・
き
り
し
と
」
と
ひ
と
し
く
奉
ら
う
ず
志
」
-
さ
ら
に
は

先
の
引
用
部
分
の
「
御
主
『
ぜ
す
・
き
り
し
と
』
の
御
血
潮
よ
り
も
赤
い
、
火

の
光
を
一
身
に
浴
び
て
」
云
々
な
ど
一
生
返
し
、
ろ
お
れ
ん
そ
の
所
業
が

キ
リ
ス
ト
の
無
償
の
愛
（
ア
ガ
．
ペ
エ
）
を
ま
ね
ぶ
も
の
で
あ
る
ζ
と
を
記
し
、

「
こ
れ
が
『
ま
る
ち
り
』
（
殉
教
）
で
な
う
て
、
何
で
ご
ざ
ら
う
」
と
語
り
手
を

し
て
言
わ
し
め
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
殉
教
の
内
実
と
は
何
か
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
い
ま
再
び
、
「
お
ぎ
ん
」
の
な
か
で
作
者
は
別
の
側
面
か
ら
殉
教
の
問
題
を
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問
お
う
と
す
る
。
フ
ィ
レ
イ
ン
ー
こ
の
肉
に
つ
な
が
る
深
い
恩
愛
の
情
を
断

ち
切
ら
ず
し
て
は
、
ま
た
異
端
の
宗
教
に
殉
じ
た
死
者
を
（
ま
た
生
者
を
も
）

切
り
棄
て
ず
し
て
は
成
就
さ
れ
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
信
仰
と
は
、
殉
教
と
は

何
か
。
あ
の
「
墓
原
の
松
の
か
げ
」
に
眠
り
、
「
い
ん
へ
る
の
」
に
堕
ち
た
と
信

ぜ
ら
れ
る
両
親
を
捨
て
て
ゆ
く
こ
と
は
出
来
ぬ
と
い
う
お
ぎ
ん
の
告
白
は
、
こ

の
避
け
が
た
く
重
い
問
い
を
我
々
に
突
き
つ
け
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
孫
七
の
固

守
せ
ん
と
す
る
殉
教
の
栄
光
は
、
た
だ
「
あ
な
た
の
お
供
を
致
す
の
で
ご
ざ
い

ま
す
」
と
い
う
、
お
す
み
の
言
葉
に
よ
っ
て
見
事
に
砕
か
れ
る
。
こ
う
し
て
最

後
に
孫
七
を
見
上
げ
る
お
ぎ
ん
の
眼
が
、
も
は
や
無
邪
気
な
「
童
女
」
の
急
な

ら
ぬ
、
 
「
『
流
人
と
な
れ
る
え
わ
（
イ
ブ
）
の
子
供
』
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の

心
」
の
閃
き
に
、
不
思
議
な
光
を
帯
び
、
 
「
い
ん
へ
る
の
へ
参
り
ま
せ
う
。
…

…
み
ん
な
悪
魔
に
さ
ら
は
れ
ま
せ
う
」
と
叫
ぶ
時
、
こ
の
問
い
は
極
ま
る
か
に

み
え
る
。

 
こ
れ
は
送
稿
（
「
宗
教
と
そ
の
土
俗
化
t
『
沈
黙
』
と
『
鬼
無
鬼
島
』
，
を

め
ぐ
っ
て
」
1
「
解
釈
と
鑑
賞
」
四
十
四
年
十
一
月
号
）
で
も
ふ
れ
た
が
、
た

と
え
ば
こ
こ
で
先
に
ふ
れ
た
「
沈
黙
」
に
お
け
る
ロ
ド
リ
ゴ
の
背
教
の
場
面
が

想
い
出
さ
れ
る
と
言
え
ば
、
果
し
て
奇
傑
に
す
ぎ
よ
う
か
。
お
ぎ
ん
の
眼
の
不

思
議
な
変
貌
に
、
聖
な
る
「
童
女
」
な
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
の
顔
が
、
司
祭
ロ
ド
リ

ゴ
の
足
下
に
、
や
が
て
か
な
し
げ
な
日
本
の
土
俗
の
母
親
の
顔
と
な
り
、
 
「
踏

む
が
い
い
」
と
よ
び
か
け
る
一
あ
の
場
面
と
の
、
あ
る
言
い
が
た
く
深
い
照

応
を
私
は
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
お
ぎ
ん
の
眼
に
や
ど
る
不
思
議
な
光
は
、

「
踏
む
が
い
い
」
と
よ
び
か
け
る
キ
リ
ス
ト
の
眼
差
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
の
か
。
．
孫
七
を
し
て
棄
教
せ
し
め
た
そ
の
も
の
は
、
ま
た
ロ
ド
リ
ゴ
を
こ
ろ

ば
し
め
た
そ
れ
と
、
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

 
殉
教
か
棄
教
か
一
ま
ぬ
が
れ
え
ざ
る
最
後
の
事
態
に
面
し
て
苦
悩
す
る
ロ

ド
リ
ゴ
に
向
っ
て
、
彼
の
師
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
呼
び
か
け
る
。
お
前
が
転
べ
ば
信

徒
た
ち
は
救
わ
れ
る
。
そ
れ
を
な
し
え
な
い
の
は
、
「
お
前
は
彼
等
の
た
め
に

教
会
を
裏
切
る
こ
と
が
怖
ろ
し
い
か
ら
だ
。
こ
の
わ
し
の
よ
う
に
教
会
の
汚
点

と
な
る
の
が
怖
ろ
し
い
か
ら
だ
」
。
し
か
し
「
そ
れ
が
愛
の
行
為
か
」
。
「
司
祭

は
基
督
に
な
ら
っ
て
生
き
よ
と
言
う
、
も
し
基
督
が
こ
こ
に
い
ら
れ
た
ら
」

t
「
た
し
か
に
基
督
は
、
彼
等
の
た
め
に
、
転
ん
だ
だ
ろ
う
」
。
こ
の
一
見

冒
漬
と
も
み
え
る
言
葉
に
託
し
て
、
作
者
の
問
わ
ん
と
す
る
処
は
す
で
に
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

 
「
お
父
様
1
い
ん
へ
る
の
へ
参
り
ま
せ
う
。
お
母
様
も
、
わ
た
し
も
、
あ
ち

ら
の
お
父
様
や
お
母
様
も
。
1
み
ん
な
悪
魔
に
さ
ら
は
れ
ま
せ
う
。
」
一

お
ぎ
ん
を
し
て
呼
ば
し
め
る
こ
の
冒
漬
の
言
葉
に
芥
川
の
託
し
た
も
の
も
、
ま

た
「
沈
黙
」
の
主
題
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
「
沈
黙
」
の
モ
チ
ー
フ
が
、
人

間
の
弱
さ
の
故
に
こ
ろ
び
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
史
の
汚
点
と
し
て
歴
史
の
底
に
沈

黙
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
沈
黙
の
な
か
か
ら
彼
ら
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
、

転
ん
だ
が
故
に
教
団
の
歴
史
か
ら
抹
殺
さ
れ
、
切
り
棄
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、

そ
の
名
も
な
き
者
の
復
権
に
あ
っ
た
と
は
、
作
者
自
身
の
語
る
処
で
あ
り
、

こ
の
教
団
の
孕
む
リ
ゴ
リ
ズ
ム
、
律
法
主
義
へ
の
、
避
け
が
た
く
深
い
プ
ロ
テ

ス
ト
と
し
て
遠
藤
氏
は
こ
れ
を
描
い
て
い
る
が
、
芥
川
の
問
い
も
ま
た
こ
れ
に

重
な
る
。
た
だ
彼
は
棄
教
者
の
み
な
ら
ず
、
異
端
者
の
救
い
と
い
う
根
源
的
な

問
い
を
も
か
ら
め
て
呈
示
す
る
。
 
「
お
ぎ
ん
」
と
い
う
こ
の
一
短
篇
の
含
む
課

題
は
深
く
、
重
い
。

 
芥
川
と
い
う
人
は
「
い
ろ
ん
な
も
の
を
残
し
て
く
れ
た
ん
だ
」
 
コ
番
さ
い

し
ょ
の
石
を
パ
チ
ン
と
置
い
て
去
っ
て
行
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
は
、
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「
神
々
の
微
笑
」
に
ふ
れ
て
の
遠
藤
氏
の
言
葉
だ
が
、
文
学
と
宗
教
を
め
ぐ
る

芥
川
の
先
駆
的
な
意
味
は
、
通
常
挙
げ
ら
れ
る
「
神
々
の
微
笑
」
よ
り
も
、

「
お
ぎ
ん
」
の
如
き
作
品
に
於
て
こ
そ
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
「
文
学
と

宗
教
」
と
は
、
我
々
に
遣
さ
れ
た
永
遠
の
課
題
で
あ
る
。
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
（
「
奉
教
人
の
死
」
）
、
ま

た
問
わ
ん
と
し
た
処
は
（
「
お
ぎ
ん
」
）
、
そ
の
ま
ま
今
日
に
つ
な
が
る
深
い

課
題
で
あ
ろ
う
。
芥
川
の
切
支
丹
物
の
内
実
た
る
宗
教
性
に
対
す
る
従
来
の
過

小
評
価
に
対
し
て
、
こ
こ
に
い
さ
さ
か
の
反
論
を
試
み
た
が
、
も
と
よ
り
こ
の

評
価
は
芥
川
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
全
文
脈
に
於
て
、
検
討
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
例
示
し
、
論
証
す
る
紙
幅
は
も
は
や
な
い
が
、
こ
れ

は
ま
た
他
日
を
期
し
て
仔
細
に
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

 
（
付
記
一
上
記
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
に
「
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
《
仮
題
》

」
と
題
す
る
拙
稿
（
「
国
語
と
国
文
学
」
四
十
五
年
二
月
号
掲
載
予
定
）
を
用
意

し
て
い
る
の
で
、
参
照
し
て
戴
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
）

臼13〕

叩

「
奉
教
人
の
死
」
と
「
お
ぎ
ん
」
 
l
-
芥
川
切
支
丹
物
に
関
す
る
一
考
察
i


