
「
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
に
お
け
る
信
仰
」

「
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

キ
リ
ス
ト
教
的
見
地
か
ら

お
け
る
信
仰
L

樋

口

己糸

子

一．

ﾍ
じ
め
に

 
『
お
し
の
』
は
一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
四
月
、
『
中
央
公
論
』
に
発
表

さ
れ
、
後
に
作
品
集
『
黄
雀
風
』
〔
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
七
月
〕
、
短
編

集
『
報
恩
記
』
〔
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
十
月
〕
に
収
め
ら
れ
た
作
品
で

あ
る
。

 
こ
の
作
品
は
、
あ
る
梅
雨
曇
の
日
、
一
番
ケ
瀬
半
兵
衛
の
後
家
「
し
の
」
が

息
子
「
新
之
丞
」
の
病
気
を
治
し
て
ほ
し
い
と
南
蛮
寺
の
神
父
の
も
と
を
訪
れ

る
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
。
息
子
は
春
か
ら
旦
ハ
合
が
悪
く
、
医
者
に
見
せ
た
り
、

薬
を
与
え
た
り
し
た
が
一
向
に
よ
く
な
ら
ず
衰
弱
す
る
一
方
で
、
次
第
に
経
済

的
に
も
困
窮
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
思
う
よ
う
に
治
療
も
で
き
ず
、

当
時
不
治
の
病
と
言
わ
れ
て
い
た
「
白
癩
」
を
も
治
す
こ
と
が
で
き
る
医
療
技

術
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、
思
い
あ
ま
っ
て
南
蛮
寺
を
訪
ね
て
き

た
の
で
あ
っ
た
。
「
し
の
」
は
息
子
を
見
舞
っ
て
ほ
し
い
と
神
父
に
頼
み
、
神

父
は
「
女
は
霊
魂
の
助
か
り
を
求
め
に
来
た
の
で
は
な
い
。
肉
体
の
助
か
り
を

 
 
 
 
 
ユ
 

求
め
に
来
た
」
こ
と
を
承
知
の
上
で
息
子
を
訪
問
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

「
肉
体
の
救
い
」
を
求
め
る
と
こ
ろ
が
ら
、
「
魂
の
救
い
」
へ
導
く
こ
と
も
で
き

る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
「
し
の
」
が
神
父
に
一
度
息
子
を
見
舞
っ
て
く
れ
た
ら
、
後
は

「
清
水
寺
の
観
世
音
菩
薩
の
冥
加
」
に
縄
る
だ
け
で
あ
る
と
言
っ
た
た
め
に
、

神
父
は
偶
像
に
頼
ら
ず
、
唯
一
の
神
を
信
じ
る
よ
う
に
と
言
い
、
一
気
に
キ
リ

ス
ト
教
の
教
え
を
「
し
の
」
に
説
く
。
「
し
の
」
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
描
き

出
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
礫
刑
の
絵
に
手
を
合
わ
せ
、
息
子
の
命
が
助
か

れ
ば
、
「
賦
存
」
に
一
生
仕
え
て
も
か
ま
わ
な
い
と
ま
で
言
っ
た
た
め
、
神
父

は
わ
が
意
を
得
た
り
と
ば
か
り
に
、
ま
す
ま
す
雄
弁
に
イ
エ
ス
の
生
涯
を
語

る
。
そ
し
て
、
苦
難
の
十
字
架
で
の
イ
エ
ス
の
言
葉
、
「
エ
リ
、
エ
リ
、
レ
マ

サ
バ
ク
タ
ニ
（
わ
が
神
、
わ
が
神
、
何
ぞ
我
を
捨
て
給
ふ
や
？
）
」
と
共
に
、

イ
エ
ス
の
話
は
い
よ
い
よ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
近
づ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
言

葉
を
聞
く
や
否
や
「
し
の
」
の
イ
エ
ス
に
対
す
る
思
い
は
さ
め
て
し
ま
う
。
彼
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女
は
、
敵
の
前
に
一
度
も
後
ろ
姿
を
見
せ
た
こ
と
の
な
い
勇
敢
な
武
士
の
家
系

の
生
ま
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
臆
病
者
を
崇
あ
る
宗
教
に
帰
依
す
る
こ
と
な

ど
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
息
子
も
「
臆
病
も
の
の
薬
を
飲
ま
さ
れ

る
よ
り
は
腹
を
切
る
と
云
う
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
」
と
、
イ
エ
ス
の
こ
と
を
事

前
に
知
っ
て
い
れ
ば
南
蛮
寺
な
ど
に
来
る
こ
と
さ
え
も
な
か
っ
た
と
き
っ
ぱ
り

と
言
い
捨
て
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
神
父
を
残
し
て
そ
こ
を
後
に
す
る
。

 
こ
の
作
品
に
対
す
る
評
価
は
、
発
表
当
時
か
ら
あ
ま
り
高
い
も
の
で
あ
る
と

は
言
え
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
作
品
の
発
表
の
翌
月
、
一
九
二
三
（
大

正
十
二
）
年
五
月
一
日
発
行
の
『
新
潮
』
の
「
創
作
合
評
」
で
は
、
中
村
武
羅

夫
や
菊
池
寛
か
ら
「
出
来
が
悪
い
」
、
「
テ
ー
マ
が
悪
い
」
、
「
切
支
丹
物
と
し
て

は
よ
く
な
い
」
と
酷
評
さ
れ
、
さ
ら
に
中
村
か
ら
は
最
終
的
に
「
失
敗
作
」
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
る
と
ま
で
は
っ
き
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
三
月

発
行
の
『
文
藝
年
鑑
』
の
「
創
作
批
評
」
で
は
、
観
台
楼
に
「
玉
振
の
響
を
持

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

つ
筆
致
を
以
っ
て
描
い
て
み
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 

う
な
小
説
で
は
「
目
今
の
天
下
で
は
喧
傅
さ
れ
ま
ひ
と
思
ふ
」
と
書
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

 
そ
の
後
も
吉
田
精
一
氏
か
ら
は
、
一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
年
）
に
発
表
さ

れ
た
切
支
丹
物
『
お
ぎ
ん
』
と
共
に
、
「
作
者
の
興
趣
の
ゆ
た
か
に
も
ら
れ
た

も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
題
材
と
ま
と
も
に
と
り
．
く
む
だ
け
の
気
醜
を
欠
い

て
、
単
な
る
逆
説
の
面
白
さ
に
逃
れ
て
い
る
。
作
者
の
時
折
試
み
る
知
恵
の
遊

 
 
 
 
 
 
ら
 

び
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
言
わ
れ
、
佐
藤
泰
正
氏
か
ら
は
、
一
九
二
四
年
目
大
正

十
三
年
）
に
発
表
さ
れ
た
同
じ
く
切
支
丹
物
『
糸
女
覚
え
書
』
と
共
に
、
「
作

者
主
体
の
衝
迫
を
伴
わ
ぬ
作
意
の
思
い
つ
き
の
み
が
眼
に
つ
き
、
『
詩
的
精
神

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
浄
火
』
は
見
る
べ
く
も
な
い
。
」
と
評
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
特
に
吉
田
氏

は
、
こ
の
時
代
の
芥
川
の
作
品
全
般
を
捉
え
て
、
「
こ
の
頃
の
彼
は
、
こ
の
種

の
題
材
に
以
前
の
よ
う
な
熱
情
を
以
て
喰
い
入
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
来

た
。
或
は
飽
い
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
手
に
入
っ
て
楽
に
書
け
る
為
に
の
み
、

そ
し
て
或
程
度
の
効
果
を
収
め
得
る
為
に
の
み
、
こ
の
種
の
世
界
を
利
用
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

と
い
う
趣
が
強
い
。
既
に
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
落
ち
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
（
傍
点
筆
者
以
下
同
様
）

 
こ
う
し
た
評
価
の
た
め
か
、
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
も
の
は

あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
竹
内
真
義
が
「
日
本

固
有
の
道
徳
や
神
を
イ
エ
ス
並
び
に
基
督
教
と
蔓
立
せ
し
め
て
み
る
作
者
の
企

 
 
 
 
 
 
き
 

圖
が
窺
は
れ
る
」
と
指
摘
し
た
こ
と
を
始
め
と
し
て
、
「
東
と
西
」
、
「
東
洋
と

西
洋
」
、
そ
れ
ら
を
代
表
す
る
「
日
本
の
精
神
風
土
と
キ
リ
ス
ト
教
や
西
洋
思

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ズ
 
 
 
け
 
 
ね
 
 
お
 

想
」
と
い
っ
た
観
点
で
述
べ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
超
え
た
問
題
と

し
て
捉
え
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

 
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
見
地
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
に
は
、
曹
紗
玉
壷
、
関

 
 
 
 
お
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

口
皇
室
氏
、
河
泰
厚
氏
、
建
田
和
幸
氏
等
の
研
究
が
あ
り
、
特
に
、
金
紗
玉
氏

は
十
字
架
の
場
面
を
取
り
上
げ
、
『
西
方
の
人
』
と
比
較
し
な
が
ら
「
尊
い
」
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

つ
い
て
考
察
し
て
い
る
点
、
関
口
安
否
氏
は
「
人
間
の
弱
さ
」
に
注
目
し
て
い

る
点
、
ま
た
、
建
田
和
幸
氏
が
恥
の
概
念
と
比
較
し
な
が
ら
「
罪
」
の
問
題
を

 
 
 
 
 
 
 
む
 

取
り
上
げ
て
る
点
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
聖
書
と
の
詳
細

な
比
較
を
も
と
に
考
案
し
た
も
の
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
従
っ
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「
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
に
お
け
る
信
仰
」

て
、
本
論
で
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
視
点
か
ら
、
作
品
『
お
し
の
』
に
描
か
れ
て

い
る
信
仰
と
救
い
の
問
題
を
聖
書
の
記
述
を
詳
細
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
芥
川
の
「
救
い
」
に
対
す
る
考
え
方
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
作
品
に
反
映
さ

れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

二
．
「
肉
体
の
救
い
」
と
「
魂
の
救
い
」

 
あ
る
梅
雨
曇
り
の
日
、
「
し
の
」
は
息
子
の
病
を
治
し
た
い
一
心
で
南
蛮
寺

を
訪
れ
る
。
息
子
は
十
五
歳
で
、
春
頃
か
ら
病
気
に
な
っ
た
と
い
う
。
「
咳
が

出
る
、
食
慾
が
進
ま
な
い
、
熱
が
高
ま
る
と
言
ふ
始
末
で
あ
る
。
」
と
あ
る
の

で
、
恐
ら
く
こ
の
病
状
か
ら
息
子
は
、
「
肺
結
核
」
だ
と
推
測
で
き
る
。
肺
結

核
は
、
当
時
は
不
治
の
病
で
あ
る
。
「
し
の
」
は
力
を
尽
く
し
て
息
子
の
病
を

治
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
息
子
は
衰
弱
す
る
一
方
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も

息
子
の
治
療
に
費
用
が
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
第
に
経
済
的
に
も
困
窮

し
、
思
う
よ
う
に
治
療
が
で
き
な
い
た
め
、
最
後
の
頼
み
と
ば
か
り
に
南
蛮
寺

を
訪
れ
た
。
「
し
の
」
も
息
子
の
病
が
ど
の
よ
う
に
重
い
も
の
で
あ
る
か
、
自

覚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
し
の
」
が
南
蛮
寺
を
頼
み
の
綱
と
し
た
理
由
は
、

「
白
癩
さ
へ
直
す
」
と
い
う
噂
で
あ
っ
た
。
「
白
癩
」
は
、
現
在
の
「
ハ
ン
セ
ン

病
」
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
特
効
薬
プ
ロ
ミ
ン
が
開
発
さ
れ

て
以
来
、
ハ
ン
セ
ン
病
は
不
治
の
病
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
当
時
は
肺
結
核
同

様
、
不
治
の
病
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
の
不
治
の
病
を
も
治
す
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
噂
を
聞
い
て
、
息
子
の
病
気
も
治
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
、
南
蛮
寺
を
訪
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
神
父
に
息
子
の
命
を
助
け
る
た

め
に
、
神
父
に
息
子
を
見
舞
っ
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
。
神
父
は
、
「
霊
魂
の

助
か
り
を
求
め
に
来
た
の
で
は
な
い
。
肉
体
の
助
か
り
を
求
め
に
来
た
の
で
あ

る
。
」
と
彼
女
が
「
魂
の
救
い
」
で
は
な
く
、
「
肉
体
の
救
い
」
を
求
め
て
や
っ

て
き
た
こ
と
を
理
解
す
る
。
彼
女
は
、
「
埣
の
命
さ
へ
助
か
り
ま
す
れ
ば
、
わ

た
く
し
は
あ
の
礫
仏
に
一
生
仕
へ
る
の
も
か
ま
ひ
ま
せ
ん
。
」
と
ま
で
言
い
切

る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
知
ら
ず
に
、
た
だ
息
子
の
命
が
助
か

る
こ
と
だ
け
を
望
み
、
そ
の
望
み
が
叶
え
ら
れ
れ
ば
、
一
生
そ
の
信
仰
を
持
ち

続
け
る
と
い
う
固
い
決
心
を
彼
女
は
神
父
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
在

の
「
肉
体
の
救
い
」
の
み
に
目
を
止
め
て
い
る
「
し
の
」
の
生
き
方
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
一
方
、
神
父
が
目
ざ
し
て
い
る
も
の
は
、
現
在
の
「
肉
体
の
救
い
」
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
先
に
あ
る
永
遠
な
る
「
魂
の
救
い
」
で
あ
っ
た
。
人
は
病
気
で

あ
れ
ば
そ
の
病
気
が
治
る
こ
と
を
、
怪
我
で
あ
れ
ば
怪
我
が
癒
さ
れ
る
こ
と
を

願
う
が
、
も
し
、
病
気
や
怪
我
が
治
っ
た
と
し
て
も
、
将
来
的
に
ま
た
病
気
に

な
り
、
怪
我
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
年
を
と
れ
ば
そ
の
度
合
い
が
増
し
て
い

く
。
そ
し
て
、
人
は
死
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
「
肉
体
の
救

い
」
を
約
束
す
る
宗
教
に
帰
依
し
た
と
し
て
も
、
半
永
久
的
に
そ
の
肉
体
が
救

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
い
っ
か
は
そ
の
肉
体
も
滅
び
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
「
し
の
」
は
「
肉
体
の
救
い
」
を
求

め
た
。
「
現
世
利
益
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
西
を
問
わ
ず
、
ま
ず
人
が
宗
教
に

求
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
父
は
「
し
の
」
に
そ
れ
を
超
え
た
「
魂
の
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救
い
」
に
気
づ
く
こ
と
を
期
待
し
た
。
肉
体
的
な
死
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
間
は
そ
れ
で
終
わ
り
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
キ
リ
ス
ト

教
は
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
書
に
は
「
今
の
い
の
ち
」
と
「
後
の
世
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
の
ち
」
（
ー
テ
モ
テ
四
・
八
）
が
あ
り
、
こ
の
「
後
の
世
の
い
の
ち
」
が
人
間

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

に
と
っ
て
「
本
来
的
な
命
」
で
あ
り
、
「
永
遠
の
命
」
を
意
味
す
る
。
人
は
肉
体

の
死
を
迎
え
た
後
、
永
遠
な
る
神
と
共
に
、
永
遠
の
命
を
生
き
る
存
在
に
な
る

の
で
あ
る
。
そ
の
場
所
と
い
う
の
が
神
が
支
配
し
て
い
る
祝
福
さ
れ
た
場
所
、

「
天
国
（
神
の
国
）
」
で
あ
る
。
こ
の
「
永
遠
の
命
」
が
「
魂
」
と
も
呼
ば
れ
、

神
父
は
こ
の
究
極
的
な
救
い
、
「
魂
の
救
い
」
を
伝
え
る
た
め
に
日
本
に
来
て
、

南
蛮
寺
で
伝
道
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
そ
し
て
、
こ
の
「
魂
の
救
い
」
を
得
る
唯
一
の
方
法
は
、
聖
書
に
「
こ
の
人

に
よ
る
以
外
に
救
は
な
い
。
わ
た
し
た
ち
を
救
い
う
る
名
は
、
こ
れ
を
別
に
し

て
は
、
天
下
の
だ
れ
に
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
使
徒
四
・
十

二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
「
わ
た
し
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
命
で

あ
る
。
だ
れ
で
も
わ
た
し
に
よ
ら
な
い
で
は
、
父
の
み
も
と
に
行
く
こ
と
は
で

き
な
い
。
」
（
ヨ
ハ
ネ
十
四
・
六
）
と
も
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
真
の
救
い
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
聖
書
は

語
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
得
る
方
法
は
、
イ
エ
ス
を
救
い
主
と
し
て
信
じ
、
言
葉

で
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
す
な
わ
ち
、
自
分
の
口
で
、
イ
エ
ス
は
主
で

あ
る
と
告
白
し
、
自
分
の
心
で
、
神
が
死
人
の
中
か
ら
イ
エ
ス
を
よ
み
が
え
ら

せ
た
と
信
じ
る
な
ら
、
あ
な
た
は
救
わ
れ
る
。
」
（
ロ
ー
マ
十
・
九
）
と
聖
書
に

書
い
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る

の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
特
色
で
あ
る
。
イ
エ
ス
自
身
も
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「
わ
た
し
は
よ
み
が
え
り
で
あ
り
、
命
で
あ
る
。
わ
た
し
を
信
じ
る
者
は
、
た

と
い
死
ん
で
も
生
き
る
。
ま
た
、
生
き
て
い
て
、
わ
た
し
を
信
じ
る
者
は
、
い

つ
ま
で
も
死
な
な
い
。
」
（
ヨ
ハ
ネ
十
一
・
二
十
五
-
二
十
六
）
と
。
つ
ま
り
、

肉
体
は
滅
び
て
も
そ
の
先
に
、
「
魂
の
救
い
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
永
遠
の
も
の

で
、
そ
れ
は
た
だ
イ
エ
ス
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の

で
、
現
在
の
「
肉
体
の
救
い
」
を
求
あ
る
よ
り
も
、
将
来
に
わ
た
る
永
遠
な
る

「
魂
の
救
い
」
を
求
め
る
方
が
人
に
と
っ
て
は
大
切
な
の
で
あ
る
。
芥
川
は
あ

く
ま
で
も
現
在
の
「
肉
体
の
救
い
」
だ
け
に
固
執
し
て
い
る
「
し
の
」
を
通
し

て
、
「
救
い
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

三
．
弱
さ
か
ら
導
か
れ
る
「
救
い
」

 
現
在
の
「
肉
体
の
救
い
」
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
「
し
の
」
に
対
し
て
、
神

父
は
息
子
を
見
舞
う
こ
と
を
約
束
す
る
。
息
子
の
病
が
何
で
あ
る
か
も
わ
か
っ

て
い
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
て
、
そ
れ
で
も
し
「
人
力
に
及
ば
な

け
れ
ば
…
」
と
言
い
か
け
て
、
「
し
の
」
に
遮
ら
れ
る
。
彼
女
は
、
神
父
が
一

度
息
子
を
見
舞
っ
て
く
れ
た
ら
、
も
う
ど
う
な
っ
て
も
心
残
り
は
な
い
と
言

い
、
「
そ
の
上
は
唯
清
水
寺
の
観
世
音
菩
薩
の
御
冥
護
に
お
縄
り
申
す
ば
か
り

で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
神
父
に
伝
え
る
。
「
し
の
」
に
と
っ
て
は
清
水
寺
も
南
蛮

寺
も
、
観
世
音
菩
薩
も
イ
エ
ス
も
同
じ
意
味
を
持
つ
た
め
、
今
回
の
息
子
の
病
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気
が
治
れ
ば
何
に
縄
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
し
の
」
の
言
葉

に
、
神
父
は
顔
に
「
腹
立
た
し
い
色
を
濃
せ
」
、
「
し
の
」
が
亙
ろ
う
と
し
て
い

る
の
は
偶
像
で
あ
り
、
遮
る
こ
と
自
体
、
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
諭

す
。
そ
し
て
、
唯
一
の
神
、
「
ま
こ
と
の
神
」
の
話
を
し
、
イ
エ
ス
の
生
涯
を

手
短
か
に
話
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
話
が
十
字
架
の
話
に
ま
で
及
び
、
イ

エ
ス
が
そ
こ
で
言
っ
た
言
葉
、
「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
、
1
こ
れ

解
け
ば
わ
が
神
、
わ
が
神
、
何
ぞ
我
を
捨
て
給
ふ
や
？
…
」
と
い
う
言
葉
を
告

げ
る
や
い
な
や
、
彼
女
は
ま
つ
蒼
に
な
り
、
下
唇
を
噛
ん
だ
ま
ま
神
父
を
見
つ

め
、
「
軽
蔑
」
と
「
憎
悪
」
を
表
わ
に
し
て
「
臆
病
も
の
を
崇
め
る
宗
旨
に
何

の
取
柄
が
ご
ざ
い
ま
せ
う
？
」
と
言
い
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
お
願
い
に
来

た
こ
と
だ
け
で
も
口
惜
し
い
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
、
神
父
に
背
を
向
け
て
立

ち
去
っ
て
し
ま
う
。
神
父
は
と
言
え
ば
、
「
し
の
」
が
イ
エ
ス
の
教
え
に
心
を

傾
け
始
め
て
い
る
と
い
う
期
待
が
あ
っ
た
た
め
に
、
た
だ
呆
然
と
し
て
い
る
だ

け
で
あ
っ
た
。

 
そ
れ
ま
で
何
と
か
息
子
の
病
を
治
し
て
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
、
一
生
仕
え

て
も
い
い
と
ま
で
思
っ
た
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
、
「
し
の
」
は
、
イ
エ
ス
が
十

字
架
上
で
叫
ん
だ
言
葉
、
「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
一
こ
（
マ
タ
イ
二
十

七
・
四
十
六
、
マ
ル
コ
十
五
・
三
十
四
）
の
意
味
を
聞
い
た
だ
け
で
、
キ
リ
ス

ト
が
弱
い
臆
病
者
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
息
子
が
助
か
っ
た

と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
者
に
助
け
て
も
ら
う
こ
と
は
、
自
分
も
そ
の
「
弱
さ
」

を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
、
イ
エ
ス
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。
あ
れ

ほ
ど
欲
し
た
現
在
の
「
肉
体
の
救
い
」
よ
り
も
、
「
強
さ
」
や
「
潔
さ
」
に
価

値
を
置
い
て
い
る
武
士
の
妻
と
し
て
の
側
面
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
武
士
に
限
ら
ず
、
ま
た
東
西
に
限
ら
ず
人
が
宗
教
に
求
め
る
も
の
で
も
あ

る
。
自
分
が
縄
り
た
い
と
い
う
「
弱
い
」
何
か
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
信
仰
の

対
象
に
は
何
に
も
動
じ
な
い
「
強
さ
」
を
期
待
す
る
。
で
は
、
イ
エ
ス
は
彼
女

が
思
っ
た
よ
う
に
、
本
当
に
弱
く
、
臆
病
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
人
は
原
罪
に
よ
っ
て
エ
デ
ン
の
園
を
追
わ
れ
、
神
か
ら
離
れ
た
存
在
と
し
て

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
「
罪
の
支
払
う
報
酬
は
死
で
あ
る
」
（
ロ
ー

マ
六
・
二
十
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
人
は
生
命
の
限
界
が
あ
る
存
在
と
し
て
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
に
対
し
て
、
神

と
の
関
係
を
回
復
し
、
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
に
は
仲
介
者
が
必
要
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
神
が
私
た
ち
の
た
め
に
こ
の
世
に
送
っ
た
神
の
子
イ
エ
ス
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
が
人
間
の
罪
を
赦
す
道
を
開
き
、
救
い
を
全
う
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
イ
エ
ス
に
よ
る
人
間
の
救
い
方
は
、
イ
エ
ス
自
身
が
人
々
の

罪
の
瞭
い
の
供
え
物
と
し
て
、
そ
の
命
を
捧
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
イ
エ
ス
は
自
分
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
「
人
の
子
が
ぎ
た
の
も
、
仕
え
ら
れ
る
た
め
で
は
な
く
、
仕
え
る
た
め
で

あ
り
、
ま
た
多
く
の
人
の
あ
が
な
い
と
し
て
、
自
分
の
命
を
与
え
る
た
め
で
あ

る
。
」
（
マ
ル
コ
十
・
四
十
五
）
と
、
早
い
段
階
か
ら
自
分
の
役
割
を
弟
子
達
に

述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
、
イ
エ
ス
を
救

い
主
と
し
て
信
じ
る
者
が
「
一
人
も
滅
び
な
い
で
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
」

（
ヨ
ハ
ネ
三
・
十
六
）
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
分
の
「
自
分
の
命
を
与
え
る
」

こ
と
は
、
罪
（
原
罪
）
の
た
あ
に
神
と
隔
た
り
が
で
き
た
人
間
と
神
と
の
間
を
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仲
介
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
は
そ

の
与
え
ら
れ
た
使
命
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
聖
書
に
は
「
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
か

た
ち
で
あ
ら
れ
た
が
、
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
事
と
は
思
わ

ず
、
か
え
っ
て
、
お
の
れ
を
む
な
し
う
し
て
僕
の
か
た
ち
を
と
り
、
人
間
の
姿

に
な
ら
れ
た
。
そ
の
有
様
は
人
と
異
な
ら
ず
、
お
の
れ
を
低
く
し
て
、
死
に
至

る
ま
で
、
し
か
も
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
従
順
で
あ
ら
れ
た
。
」
（
ピ
リ
ピ

ニ
・
六
-
八
）
と
書
い
て
あ
る
が
、
長
い
時
間
苦
痛
を
も
た
ら
す
十
字
架
で
の

処
刑
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
「
強
さ
」
が
必
要
で
あ
る
。

 
そ
れ
と
同
時
に
、
イ
エ
ス
は
こ
の
十
字
架
上
で
人
間
の
苦
し
み
を
経
験
し
た

の
で
あ
る
。
苦
痛
か
ら
思
わ
ず
叫
ん
で
し
ま
う
「
弱
さ
」
や
人
々
か
ら
裏
切
ら

れ
た
「
孤
独
感
」
、
そ
し
て
、
神
か
ら
見
放
さ
れ
た
「
喪
失
感
」
な
ど
で
あ
る
。

そ
の
際
に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
」
と
い
う

悲
鳴
で
あ
り
、
原
罪
に
よ
り
神
と
隔
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
生
き
ざ
る
を
得
な
い

人
間
す
べ
て
の
悲
鳴
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
り
、

イ
エ
ス
は
高
み
に
い
て
、
限
界
の
あ
る
人
間
を
見
つ
め
る
神
の
子
で
は
な
く
、

同
じ
場
所
に
立
ち
、
同
じ
目
線
か
ら
物
事
を
見
て
い
る
人
間
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
証
拠
に
、
「
イ
エ
ス
は
も
は
や
神
を
『
父
』
と
呼
ば
ず
、
審
判
さ
れ

る
側
に
立
ち
、
自
己
を
罪
人
と
完
全
に
一
つ
と
し
、
神
の
さ
ば
き
の
暗
黒
の
深

 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

淵
か
ら
叫
ん
で
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
徹
底
的
に
人
間
と
同
じ
位
置
に
立
ち
、

人
間
の
悲
し
み
、
苦
し
み
を
共
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
救
う
」
と
い
う

の
が
イ
エ
ス
の
救
い
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
（
神
わ

れ
ら
と
土
ハ
に
い
ま
す
）
」
（
マ
タ
イ
一
・
二
十
三
）
と
言
う
イ
エ
ス
の
特
質
を

現
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
「
強
い
」
意
志
に
よ
っ
て
使
命
を
果

た
し
、
「
弱
さ
」
を
共
に
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
救
い
」
に
導
く
と
い
う
の
が

イ
エ
ス
の
真
の
「
救
い
」
で
あ
る
が
、
「
し
の
」
は
神
父
が
そ
の
よ
う
な
十
字

架
の
意
味
を
説
明
す
る
前
に
、
そ
の
言
葉
を
遮
り
、
イ
エ
ス
は
「
弱
い
も
の
」
、

「
臆
病
も
の
」
「
帰
依
す
る
に
値
し
な
い
も
の
」
と
断
定
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

に
は
、
息
子
の
病
気
を
治
し
て
ほ
し
い
と
切
に
願
い
、
そ
の
願
い
を
叶
え
て
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
た
も
の
に
は
何
に
で
も
帰
依
す
る
と
い
う
、
人
と
し
て
の
「
弱
さ
」
が
あ
る

こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
帰
依
す
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
十
字
架

上
の
イ
エ
ス
の
言
葉
を
耳
に
し
た
と
た
ん
、
自
分
の
判
断
基
準
で
「
臆
病
者
」

と
決
あ
っ
け
、
徹
底
的
に
イ
エ
ス
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
「
罪
」
の
結
果
と

し
て
の
自
己
中
心
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
女
が
か
か
え

て
い
る
「
弱
さ
」
や
「
罪
」
を
真
剣
に
見
つ
め
る
「
強
さ
」
が
あ
れ
ば
、
彼
女

も
「
肉
体
の
救
い
」
を
超
え
た
「
魂
の
救
い
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
私
た
ち
一
人
一
人
に
対
し
て
芥

川
が
問
い
か
け
て
い
る
課
題
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

四
．
芥
川
と
「
救
い
」

 
芥
川
が
若
い
頃
か
ら
聖
書
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
『
お
し
の
』
を
通
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
彼
が
た
だ
漫
然
と

聖
書
を
読
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
よ
く
そ
の
内
容
を
理
解
し
て
い
た
と
い

 
 
 
 
 
が
 
 
お
 

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
芥
川
は
、
『
お
し
の
』
の
中
で
、
次
の
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よ
う
に
イ
エ
ス
の
生
涯
に
関
し
て
の
記
述
を
漏
れ
な
く
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る

こ
と
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
神
聖
な
感
動
に
充
ち
満
ち
た
神
父
は
そ
ち
ら
こ
ち
ら
と
歩
き
な
が
ら
、
口
早
に

 
 
基
督
の
生
涯
を
話
し
た
。
衆
徳
備
り
給
ふ
処
女
マ
リ
ヤ
に
御
受
胎
を
告
げ
に
来
た

 
 
天
使
の
こ
と
を
、
厩
の
中
の
御
降
誕
の
こ
と
を
、
御
降
誕
を
告
げ
る
星
を
便
り
に

 
 
乳
香
や
没
薬
を
捧
げ
に
来
た
、
賢
い
東
方
の
博
士
た
ち
の
こ
と
を
、
メ
シ
ア
の
出

 
 
現
を
回
れ
る
為
に
、
ヘ
ロ
デ
王
の
殺
し
た
童
子
た
ち
の
こ
と
を
、
ヨ
ハ
ネ
の
洗
礼

 
 
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
を
、
山
上
の
教
へ
を
説
か
れ
た
こ
と
を
、
水
を
葡
萄
酒
に
化

 
 
せ
ら
れ
た
こ
と
を
、
盲
人
の
眼
を
開
か
れ
た
こ
と
を
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
に
愚

 
 
き
ま
と
っ
た
七
つ
の
悪
鬼
を
逐
は
れ
た
こ
と
を
、
死
ん
だ
ラ
ザ
ル
を
活
か
さ
れ
た

 
 
こ
と
を
、
水
の
上
を
歩
か
れ
た
こ
と
を
、
騒
馬
の
背
に
ジ
エ
ル
サ
レ
ム
へ
入
ら
れ

 
 
た
こ
と
を
、
悲
し
い
最
後
の
夕
餉
の
こ
と
を
、
事
序
の
園
の
お
ん
祈
り
の
こ
と

 
 
を
・
遍

 
ま
た
、
次
に
、
こ
の
記
述
の
後
に
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
で
の
説
明
が
続
く

が
、
こ
こ
で
芥
川
は
、
「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
、
1
こ
れ
を
解
け

ば
わ
が
神
、
わ
が
神
、
何
ぞ
わ
れ
を
捨
て
給
ふ
や
？
」
と
い
う
一
番
大
切
な
イ

エ
ス
の
言
葉
を
取
り
上
げ
、
神
父
に
語
ら
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
芥
川
の
聖
書

理
解
が
深
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
し
、
「
し
の
」
が
神
父

の
言
葉
を
遮
ら
な
け
れ
ば
、
芥
川
は
神
父
に
イ
エ
ス
の
復
活
に
つ
い
て
も
と
う

と
う
と
語
ら
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
芥
川
は
十
字
架
の
場
面
で
話
を

止
め
、
「
し
の
」
に
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
で
の
言
葉
は
、
「
弱
さ
」
の
象
徴
で
あ

る
か
の
よ
う
に
反
応
さ
せ
た
。
彼
女
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
に
「
臆
病
者
」
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
汚
名
に
対
す
る
神
父
の

反
論
の
記
述
は
何
も
な
い
。
た
だ
、
神
父
を
呆
然
と
停
ま
せ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
芥
川
自
身
も
沈
黙
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
終
わ
り
方
で
あ
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
芥
川
は
別
の
作
品
で
こ
の
十
字
架
上
で
の
同
じ
言
葉
を
引
用
し
、

今
度
は
芥
川
自
ら
こ
の
場
面
の
解
説
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
お
し

の
』
を
世
に
出
し
た
四
年
後
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
書
か
れ
た
『
西
方

の
人
』
の
中
で
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

 
 
 
十
字
架
の
上
の
ク
リ
ス
ト
畢
に
「
人
の
子
」
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
「
わ
が
神
、

 
 
わ
が
神
、
ど
う
し
て
わ
た
し
を
お
捨
て
な
さ
る
？
」
勿
論
英
雄
崇
拝
者
た
ち
は
彼

 
 
の
言
葉
を
冷
笑
す
る
で
あ
ら
う
。
況
や
聖
霊
の
子
供
た
ち
で
な
い
も
の
は
唯
彼
の

 
 
言
葉
の
中
に
「
自
業
自
得
」
を
見
出
す
だ
け
で
あ
る
。
「
エ
リ
、
エ
リ
、
ラ
マ
サ

 
 
バ
ク
タ
ニ
」
は
事
実
上
ク
リ
ス
ト
の
悲
鳴
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
ク
リ
ス
ト
は
こ

 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
の
悲
鳴
の
為
に
一
層
我
々
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
彼
の
一
生
の
悲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
劇
を
一
層
現
実
的
に
教
へ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

 
芥
川
に
は
こ
の
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
で
の
言
葉
は
、
「
英
雄
崇
拝
者
」
た
ち

に
よ
っ
て
、
「
冷
笑
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
お

し
の
』
で
は
、
実
際
に
潔
さ
、
勇
敢
さ
を
よ
し
と
し
て
い
る
武
士
の
妻
「
し

の
」
に
よ
っ
て
「
冷
笑
」
さ
せ
た
。
し
か
し
、
『
西
方
の
人
』
で
は
、
芥
川
が

こ
の
言
葉
は
イ
エ
ス
の
悲
鳴
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
悲
鳴
の
ゆ
え
に
「
一
層

我
々
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
人
間
と
同
じ
苦
し
さ
、
悲
し
さ
を
徹
底
的
に
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

イ
エ
ス
は
そ
れ
を
共
に
担
う
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
と
同
じ
立
場
に

立
ち
、
同
じ
よ
う
な
経
験
を
し
て
く
れ
た
人
ほ
ど
自
分
の
苦
し
さ
、
悲
し
さ
を

理
解
し
て
く
れ
る
存
在
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
慰
め
ら

れ
、
励
ま
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
悲
鳴
の
ゆ
え
に
コ
層
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我
々
に
近
づ
い
た
」
と
い
う
芥
川
の
理
解
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
見
地
か
ら
言
う

と
、
的
を
得
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
芥
川
は
イ
エ
ス
の
十

字
架
の
購
い
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
が
人
の
側
に
立
つ
こ
と
の
意
義
を
よ
く
理
解

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
さ
ら
に
、
芥
川
の
信
仰
と
い
う
見
地
か
ら
こ
の
場
面
を
見
て
い
く
と
、
神
父

に
十
字
架
の
場
面
以
上
に
語
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
大
変
興
味
深
い
点
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
神
父
が
「
し
の
」
に
対
し
て
期
待
し
て
い
た
「
魂
の
救

い
」
に
至
る
道
は
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
よ
る
難
い
か
ら
「
復
活
」
に
よ
っ
て

完
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
復
活
は
、
十
字
架
の
苦
難
の
後
、
「
三
日
目

に
よ
み
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
マ
タ
イ
ニ
十
・
十
七
-
十
九
、
マ
ル
コ
十
・
三
十

二
、
ル
カ
十
八
二
二
十
一
⊥
二
十
四
）
と
イ
エ
ス
自
身
が
事
前
に
弟
子
達
に
語

り
、
そ
し
て
実
際
に
、
そ
れ
が
成
就
さ
れ
た
と
聖
書
に
は
書
い
て
あ
る
（
マ
タ

イ
ニ
十
八
・
一
-
十
、
マ
ル
コ
十
六
・
一
-
八
、
ル
カ
ニ
十
四
・
一
-
十
二
、
ヨ

ハ
ネ
ニ
十
・
一
-
十
）
。
そ
の
復
活
の
イ
エ
ス
に
弟
子
を
始
め
多
く
の
人
が
出

会
っ
た
と
い
う
記
述
も
あ
り
 
（
マ
タ
イ
ニ
十
八
・
十
六
-
二
十
、
 
マ
ル
コ
十

六
・
十
四
-
十
八
、
ル
カ
ニ
十
四
・
三
十
六
-
四
十
九
、
ヨ
ハ
ネ
ニ
十
・
十
九

-
二
十
三
、
使
徒
一
・
三
）
、
し
か
も
、
そ
の
後
の
初
代
教
会
を
築
い
た
弟
子
た

ち
の
伝
道
活
動
に
お
け
る
論
点
の
中
心
は
こ
の
「
復
活
」
で
、
「
キ
リ
ス
ト
は

確
か
に
よ
み
が
え
ら
れ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
主
を
信
じ
る
者
も
ま
た
、
よ
み

が
え
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。
」
（
使
徒
十
七
・
三
十
一
、
ー
コ
リ
ン
ト
十

 
 
 
 
 
お
 

五
・
三
-
八
）
こ
れ
が
「
魂
の
救
い
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
は
「
永
遠

の
命
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
だ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
な

ら
ば
、
そ
の
人
は
新
し
く
造
ら
れ
た
者
で
あ
る
。
」
（
H
コ
リ
ン
ト
五
・
十
七
）

と
も
書
い
て
あ
る
。
私
た
ち
は
イ
エ
ス
の
救
い
に
よ
っ
て
、
新
た
な
命
を
得
、

永
遠
に
生
き
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
間
に
与
え
ら
れ
た
「
希

望
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
希
望
を
芥
川
は
『
お
し
の
』
で
は
書
か
な
か
っ

た
。
彼
は
イ
エ
ス
が
十
字
架
上
で
私
た
ち
に
近
づ
い
た
「
現
実
」
は
受
け
入
れ

た
が
、
そ
の
後
に
あ
る
復
活
の
希
望
を
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
神
父
に
そ
こ
で
口
を
閉
ざ
さ
せ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
こ
こ
に
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
迷
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
か
。
ま
た
、
こ
の
迷
い
は
、
私
た
ち
の
迷
い
で
も

あ
り
、
復
活
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
否
定
を
も
導
く
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
。
迷
い
や
否
定
の
中
を
さ
ま
よ
う
限
り
、
「
し
の
」
の
よ
う
に
、
「
肉
体
の
救

い
」
も
「
魂
の
救
い
」
も
永
遠
に
訪
れ
な
い
こ
と
を
芥
川
自
身
が
語
っ
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

五
．
お
わ
り
に

「
僕
は
年
少
の
時
、
硝
子
壼
の
窓
や
香
炉
や
コ
ン
タ
ス
の
為
に
基
督
教
を
愛
し

た
。
そ
の
後
僕
の
心
を
捉
え
た
も
の
は
聖
人
や
福
者
の
伝
記
だ
っ
た
。
僕
は
彼
等

の
捨
命
の
事
蹟
に
心
理
的
或
は
戯
曲
的
興
味
を
感
じ
、
そ
の
為
に
又
基
督
教
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛
し
た
。
即
ち
僕
は
基
督
教
を
愛
し
な
が
ら
、
基
督
教
的
信
仰
に
は
徹
頭
徹
尾
冷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 

淡
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
好
か
っ
た
。
僕
は
千
九
百
二
十
二
年
来
、
基
督

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 

教
的
信
仰
或
は
基
督
教
徒
を
嘲
る
為
に
短
篇
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
草
し
た
。
し
か

も
そ
れ
等
の
短
篇
は
や
は
り
い
つ
も
基
督
教
の
芸
術
的
荘
厳
を
道
具
に
し
て
ゐ
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芥
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龍
之
介
『
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し
の
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に
お
け
る
信
仰
」



「
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
に
お
け
る
信
仰
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
こ
れ
は
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
考
え
を
述
べ
る
時
に
よ
く
用
い
ら
れ

る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
れ
ば
、
芥
川
は
少
年
の
頃

は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
も
た
ら
す
異
国
情
緒
の
雰
囲
気
に
興
味
を
持
ち
、
福
音
の

た
め
に
命
を
も
惜
し
ま
な
か
っ
た
聖
人
や
福
者
の
生
き
方
が
彼
の
心
を
捉
え
た

た
め
、
そ
の
伝
記
を
読
ん
だ
。
あ
る
意
味
で
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
を
愛
し
て
は
い

た
が
、
信
仰
的
な
も
の
に
は
冷
淡
で
、
し
か
も
、
千
九
百
二
十
二
年
以
降
は
そ

の
キ
リ
ス
ト
教
を
嘲
る
た
め
に
小
説
を
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
千
九
百
二
十
三
年
に
書
か
れ
て
い
る
『
お
し
の
』
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を

嘲
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
確
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、
神
父
と
「
し
の
」
の
対
話
が
か
み
あ
っ
て
い
な
い
様
子
、
イ
エ
ス
の
十
字

架
上
で
の
言
葉
を
聞
い
た
後
の
「
し
の
」
の
神
父
に
対
す
る
一
方
的
な
反
発
や

態
度
を
見
る
と
、
芥
川
が
こ
の
作
品
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
嘲
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
芥
川
は
「
基
督
教
を
愛
し
な
が
ら
、
基
督

教
的
信
仰
に
は
徹
頭
徹
尾
冷
淡
」
で
あ
り
、
「
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
っ

て
基
督
教
を
愛
し
た
」
と
自
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
矛
盾
の
中
に
キ
リ
ス
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

教
を
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
の
文
体
や
内
容
と
芥
川
の
考
え
が
必

ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
こ
の
作
品
も

読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

 
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
こ
の
作
品
を
キ
リ
ス
ト
教
的
見
地
か
ら
見
る
と
、
ま

ず
「
信
仰
」
に
対
す
る
人
の
一
般
的
な
反
応
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
し
の
」

は
息
子
の
病
気
が
治
れ
ば
、
イ
エ
ス
に
コ
生
仕
え
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
宣

言
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
言
っ
た
こ
と
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
を
臆

病
者
呼
ば
わ
り
し
て
、
，
縄
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
さ
え
口
惜
し
い
と
言
い
捨
て
て

南
蛮
寺
を
後
に
し
た
。
で
は
、
彼
女
に
と
っ
て
「
仕
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
聖
書
に
お
い
て
「
仕
え
る
」
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
受
け
入
れ
ら
な
い

こ
と
で
あ
っ
て
も
、
徹
底
的
に
受
け
止
め
、
従
順
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
際
に
行
な
っ
た
の
は
、
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
。
神
の
子

で
あ
り
な
が
ら
、
「
仕
え
ら
れ
る
」
た
め
で
は
な
く
、
「
仕
え
る
」
た
め
に
こ
の

世
に
来
た
（
マ
ル
コ
十
・
四
十
五
）
と
自
ら
宣
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
の

最
終
的
な
使
命
を
果
た
す
た
め
に
、
従
順
に
十
字
架
の
刑
を
受
け
入
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
犠
牲
の
ゆ
え
に
人
に
「
救
い
」
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
「
仕
え
る
」
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

 
つ
ま
り
、
神
と
人
の
関
係
で
考
え
る
と
、
徹
底
的
に
神
を
信
じ
、
神
の
み
心

を
第
一
と
し
、
何
事
が
あ
り
て
も
神
に
対
す
る
信
頼
と
服
従
を
忘
れ
ず
に
、
な

す
べ
き
こ
と
を
な
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
「
仕
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
「
し
の
」
は
口
で
は
仕
え
る
と
言
い
な
が
ら
、
イ
エ
ス
は
十
字

架
で
情
け
な
い
言
葉
を
は
い
た
弱
い
人
だ
と
勝
手
に
思
い
込
み
、
自
分
の
価
値

観
に
あ
わ
な
い
そ
の
「
弱
さ
」
の
ゆ
え
に
、
イ
エ
ス
を
排
除
し
た
。
し
か
も
、

彼
女
は
神
父
の
説
明
を
最
後
ま
で
聞
く
こ
と
も
な
し
に
、
南
蛮
寺
を
後
に
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
反
応
は
「
し
の
」
に
限
ら
ず
私
た
ち
が
よ

く
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
自
分
の
価
値
観
に
あ
え
ば
受
け
入
れ
る
が
、
そ
う
で
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な
け
れ
ば
排
除
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
神
を
探

し
、
そ
ち
ら
に
帰
依
す
る
。
だ
か
ら
、
「
し
の
」
も
た
や
す
く
縄
る
相
手
を
変

え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
仕
え
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
ほ
ど
遠
い

行
為
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
「
仕
え
る
」
と
い
う
本
来
の
意
味
を
意
識
し

な
い
ま
ま
に
使
っ
て
い
る
た
め
、
仕
え
る
相
手
を
簡
単
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
「
し
の
」
の
反
発
は
、
神
父
か
ら
イ
エ
ス
の
十
字
架
で
意
義
に
つ
い

て
じ
っ
く
り
聞
い
て
判
断
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト

教
精
神
を
「
正
当
に
理
解
し
た
上
で
の
」
も
の
で
は
な
い
の
で
、
「
『
神
々
の
微

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

笑
』
よ
り
も
問
題
性
が
浅
薄
」
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
「
し
の
」
の
よ

う
に
信
仰
に
関
す
る
話
を
最
後
ま
で
聞
か
ず
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
理
解

せ
ず
、
安
直
に
判
断
を
下
す
一
般
的
な
「
人
」
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
、
芥
川
の

信
仰
に
対
す
る
問
題
提
示
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
「
し

の
」
だ
け
で
は
な
い
、
人
間
の
「
頑
な
さ
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
頑
な

さ
は
私
た
ち
を
「
救
い
」
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
要
因
で
も
あ
る
。
芥
川
は
そ

の
よ
う
な
人
間
の
特
色
を
『
お
し
の
』
を
通
し
て
、
語
り
た
か
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
頑
な
さ
」
は
当
然
な
が
ら
芥
川
自
身
の
問
題
で
も

あ
る
。
そ
こ
か
ら
芥
川
の
「
救
い
」
に
対
す
る
迷
い
や
拒
絶
が
生
じ
る
か
ら
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
作
品
は
、
芥
川
が
こ
れ
を
書
い
た
当
時
の
人
々
の

「
信
」
や
「
救
い
」
に
対
す
る
問
い
か
け
で
あ
り
、
今
、
読
む
者
に
対
す
る
問

い
か
け
で
あ
り
、
芥
川
自
身
に
対
す
る
問
い
か
け
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
東
西
を
越
え
た
人
間
に
対
す
る
神
か
ら
の
根
源
的

「
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
に
お
け
る
信
仰
」

な
問
い
か
け
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

《
注
》

（
1
）
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
四
十
頁
。

（
2
）
「
創
作
合
評
」
、
『
新
潮
』
、
一
九
二
三
年
五
月
、
八
十
-
八
十
一
頁
。

（
3
）
観
台
楼
、
「
創
作
批
評
-
四
月
1
」
、
『
文
芸
年
鑑
』
、
文
芸
年
鑑
編
纂
一
編
、
二
一

 
 
堂
、
一
九
二
四
年
三
月
、
八
十
二
頁
。

（
4
）
前
掲
書
、
八
十
二
頁
。

（
5
）
吉
田
精
一
、
『
芥
川
龍
之
介
1
（
吉
田
精
一
著
作
集
一
）
』
、
桜
丹
前
、
一
九
七
九

 
 
年
十
一
月
、
一
六
二
頁
。

（
6
）
佐
藤
泰
正
、
「
芥
川
龍
之
介
論
」
、
『
佐
藤
泰
正
著
作
集
四
』
、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇

 
 
〇
年
、
一
八
五
頁
。

（
7
）
吉
田
精
一
、
前
掲
書
、
一
六
二
頁
。

（
8
）
竹
内
眞
、
『
芥
川
龍
之
介
の
研
究
』
、
大
同
館
、
一
九
三
四
年
、
三
三
五
頁
。

（
9
）
河
村
清
一
郎
、
「
『
神
神
の
微
笑
』
『
お
ぎ
ん
』
『
お
し
の
』
な
ど
…
芥
川
竜
之
介

 
 
の
切
支
丹
物
に
つ
い
て
」
、
『
金
城
国
文
』
、
金
城
学
院
大
学
国
文
学
会
、
七

 
 
（
二
）
、
一
九
六
〇
年
十
二
月
、
五
-
九
頁
。

（
1
0
）
北
川
二
男
（
キ
タ
ガ
ワ
ヨ
シ
オ
）
、
「
芥
川
竜
之
介
の
『
切
支
丹
物
』
と
西
洋
」
、

 
 
『
金
城
学
院
大
学
論
集
』
、
金
城
学
院
大
学
／
金
城
学
院
大
学
論
集
委
員
会
編
、

 
 
（
通
号
一
五
二
）
、
一
九
九
二
年
、
十
九
-
二
十
頁
。

（
1
1
）
曹
紗
玉
、
「
日
本
の
精
神
風
土
と
キ
リ
ス
ト
教
-
大
正
十
一
年
か
ら
大
正
十
三
年

 
 
に
書
か
れ
た
五
篇
の
切
支
丹
物
に
お
け
る
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
」
、
『
論
究

 
 
（
論
究
社
）
』
、
三
十
八
、
一
九
九
三
年
、
四
十
六
一
四
十
八
頁
。

（
1
2
）
関
口
安
義
、
『
こ
の
人
を
見
よ
一
芥
川
龍
之
介
と
聖
書
1
』
、
小
沢
書
店
、
一
九
九

 
 
五
年
、
一
四
五
頁
。

（
1
3
）
建
田
和
幸
、
「
『
お
し
の
』
と
『
糸
女
覚
え
書
』
…
罪
と
恥
の
認
識
を
め
ぐ
っ
て
」
、
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「
芥
川
龍
之
介
『
お
し
の
』
に
お
け
る
信
仰
」

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

『
日
本
文
学
研
究
』
、
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
／
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会

編
、
（
通
号
三
十
九
）
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
十
二
頁
。

曹
紗
玉
、
前
掲
書
、
三
十
ニ
ー
五
十
六
頁
。

関
口
安
義
、
前
掲
書
、
一
四
八
i
一
五
一
頁
。

河
泰
厚
、
『
芥
川
龍
之
介
の
基
督
教
思
想
』
、
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
年
。

建
田
和
幸
、
前
掲
書
、
七
十
九
-
八
十
八
頁
。

関
口
安
義
、
前
掲
書
、
一
四
八
頁
。

建
田
和
幸
、
前
掲
書
、
八
十
一
-
八
十
二
頁
。

『
聖
書
』
（
口
語
訳
）
、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
二
年
、
三
二
九
頁
。

馬
場
嘉
市
編
、
『
新
聖
書
大
辞
典
』
、
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
、
一
七
〇

頁
。泉

田
昭
編
、
『
新
聖
書
辞
典
』
、
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
八
五
年
、
二
一
六

頁
。関

口
安
義
、
前
掲
書
、
一
五
一
頁
。

曹
紗
玉
、
前
掲
書
、
四
十
七
頁
。

関
口
安
義
前
掲
書
、
＝
二
四
一
一
五
三
頁
。

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
四
十
三
頁
。

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
二
六
九
頁
。

泉
田
昭
編
、
『
新
聖
書
辞
典
』
、
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
八
五
年
、
一
〇
七
六

頁
。芥

川
龍
之
介
、
「
あ
る
鞭
、
其
の
他
〔
断
片
〕
」
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
十
七

巻
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
、
一
五
六
頁
。

河
泰
厚
、
前
掲
書
、
二
〇
三
頁
。

佐
藤
泰
正
、
前
掲
書
、
一
七
九
頁
。
佐
藤
氏
は
「
切
支
丹
物
は
こ
の
矛
盾
、
乖
離

の
最
も
あ
ざ
や
か
な
顕
現
の
場
所
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
2
）
関
口
安
義
、

 
 
頁
。

『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
十
四
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