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内
村
鑑
三
に
お
け
る
信
仰
と
倫
理

――
戦
争
と
平
和
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
――

鵜　

沼　

裕　

子

は
じ
め
に

本
論
は
、
内
村
鑑
三
の
倫
理
観
を
、
戦
争
と
平
和
を
め
ぐ
る
を
発
言
を
中
心
に
、
そ
の
時
々
の
信
仰
の
あ
り
よ
う
と
の
内
的
な
連
関
か
ら

考
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
戦
争
と
平
和
の
問
題
を
考
察
の
対
象
と
し
た
の
は
、
内
村
が
体
験
し
た
三
つ
の
大
戦
争
（
日

清
・
日
露
・
第
一
次
世
界
大
戦
）
に
対
す
る
発
言
を
、
彼
の
信
仰
内
容
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
す
る
と
、
そ
こ
に
は
信
仰
と
そ
れ
に
も
と
づ

く
倫
理
的
態
度
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
深
い
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
そ
れ
は
、
ひ
と

り
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
限
ら
ず
、
広
く
一
般
の
倫
理
問
題
に
も
敷
衍
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
も
示
唆
す
る
と
こ

ろ
が
少
な
く
な
い
と
考
え
る
。
し
か
も
、
彼
が
人
生
で
関
わ
っ
た
諸
々
の
事
柄
の
中
で
も
わ
れ
わ
れ
は
、
平
和
へ
の
希
求
に
と
り
わ
け
顕
著

な
精
力
の
傾
注
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
平
和
を
め
ぐ
る
発
言
は
、
彼
の
「
信
仰
と
倫
理
」
問
題
の
総
括
と
も
言
え
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。

初
め
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
戦
争
に
対
す
る
内
村
の
主
張
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
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91 内村鑑三における信仰と倫理

戦
争
に
対
す
る
内
村
鑑
三
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
日
清
戦
争
に
お
け
る
義
戦
論
か
ら
日
露
戦
争
開
戦
時
の
非
戦
論
へ
の
変
節
が
、「
劇
的

な
転
身
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
日
清
戦
争
を
正
義
の
た
め
の
戦
い
と
し
て
支
持
し
た
こ
と
へ
の
反
省
を
経
て
、
非
戦
論
者

へ
と
一
八
〇
度
の
転
回
を
遂
げ
、
そ
の
後
は
日
露
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
、
一
貫
し
て
非
戦
の
立
場
を
守
り
続
け
た
と
さ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
内
村
は
、
自
分
が
「
日
清
戦
争
義
戦
論
」
を
猛
省
し
た
主
な
理
由
は
、
日
清
戦
争
の
国
家
目
的
を
め
ぐ
る
現
実
認
識
の
誤

り
に
気
づ
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
日
清
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
内
村
は
、
朝
鮮
に
対
す
る
「
支
那
」
の
態
度
を
、「
東
洋
に
於
け
る

一
昇
星
」
と
期
待
さ
れ
る
朝
鮮
に
干
渉
し
て
こ
れ
を
「
野
蛮
主
義
」
に
止
め
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
弾
劾
し
、
同
戦
争
を
、「
支
那
」

の
圧
政
か
ら
朝
鮮
を
解
放
す
る
た
め
の
「
慾
に
依
ら
ざ
る
戦
争
」、
す
な
わ
ち
正
義
の
た
め
の
戦
い
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら

日
清
講
和
条
約
（
下
関
条
約
）
の
結
果
、
同
戦
争
が
実
は
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
本
と
清
国
と
の
利
権
争
い
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
し
、
略
奪
戦
に
終
わ
っ
た
日
清
戦
争
を
義
戦
と
し
て
支
持
し
た
こ
と
を
深
く
恥
じ
る
に
至
る
。

日
清
戦
争
の
終
結
後
も
な
お
暫
く
内
村
は
、
世
に
は
正
義
の
た
め
の
戦
い
も
あ
り
得
る
と
い
う
考
え
を
持
ち
続
け
て
い
た
が
、
日
露
開
戦

の
是
非
を
め
ぐ
る
世
の
議
論
の
高
ま
り
の
中
で
、「
凡
て
剣
を
取
る
者
は
剣
に
て
亡
ぶ
べ
し
」（
マ
タ
イ
伝
二
六
章
五
二
節
）
と
い
う
イ
エ
ス

の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
否
定
す
る
態
度
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（「
平
和
の
福
音
（
絶
対
的
非
戦
主
義
）」『
内
村

鑑
三
全
集
』
一
一
巻
四
〇
四
頁
〜
四
〇
九
頁
。
以
下
、
全
一
一
、
四
〇
四
〜
四
〇
九
と
略
記
）。
そ
れ
は
、「
余
は
日
露
非
開
戦
論
者
で
あ
る

許
り
で
な
い
、
戦
争
絶
対
的
廃
止
論
者
で
あ
る
」
と
い
う
「
絶
対
的
非
戦
論
」
の
立
場
で
あ
っ
た
（「
戦
争
廃
止
論
」
全
一
一
、
二
九
六
）。

そ
の
内
容
は
、
殺
す
な
か
れ
、
汝
の
敵
を
愛
せ
と
説
く
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
伝
道
者
で
あ
る
自
分
が
開
戦
論
を
主
張

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
己
を
も
世
を
も
欺
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
有
名
な
発
言
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
福
音
書
に
お

け
る
イ
エ
ス
の
教
え
に
基
づ
く
簡
明
直
截
な
道
義
的
平
和
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
進
歩
」
即
「
義
」
と
い
う
信
念
に
代
わ
っ
て
、「
平

和
」
が
新
た
な
目
的
理
念
と
し
て
登
場
し
て
き
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
の
内
村
は
、「
剣
」
に
よ
る
平
和
の
実
現
と
い
う
考
え
に
は〝
N
O
〞を
突
き
つ
け
な
が
ら
も
、
人
間
の
努
力
や
英
知
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の
結
集
に
よ
る
平
和
招
来
の
可
能
性
に
は
ま
だ
希
望
を
抱
い
て
い
た
。
彼
は
言
う
、
も
し
も
日
本
と
ロ
シ
ア
と
が
衝
突
す
る
に
至
る
な
ら
、

そ
れ
は
、
利
を
追
い
求
め
る
両
国
の
帝
国
主
義
者
の
衝
突
で
あ
っ
て
、
平
和
を
愛
好
す
る
両
国
の
良
民
同
士
の
衝
突
で
は
な
い
。「
爾
う
し

て
此
衝
突
の
為
め
に
最
も
多
く
迷
惑
を
感
ず
る
者
は
平
和
を
追
求
し
て
歇
ざ
る
両
国
の
良
民
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
言
い
つ
つ
彼
は
、「
軍

備
全
廃
、
戦
争
絶
対
的
廃
止
を
目
的
と
す
る
志
士
仁
人
の
会
合
」（
論
語
・「
志
士
仁
人
は
生
を
求
め
て
以
て
仁
を
害
す
る
な
し
」
に
よ
る
）

と
し
て
の
「
平
和
協
会
」
設
立
の
理
想
を
説
い
た
り
、
日
露
の
外
交
担
当
者
が
、
正
義
に
も
と
づ
い
て
平
和
的
な
問
題
解
決
の
道
を
探
る
べ

き
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
を
開
陳
し
た
り
し
て
い
る
（
以
上
、「
近
時
雑
感
」
全
一
一
、
四
一
九
〜
四
二
八
）。

し
か
し
そ
の
後
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
信
仰
を
得
た
こ
と
が
、
内
村
の
非
戦
論
の
質
に
根
本
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦

下
に
お
け
る
内
村
は
、
人
間
の
力
に
よ
る
平
和
実
現
の
可
能
性
を
す
べ
て
否
定
し
て
、
戦
争
廃
絶
の
実
現
を
、
神
の
大
能
の
御
手
の
中
、
す

な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
時
に
委
ね
る
と
い
う
確
信
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
、「
世
界
の
平
和
は
畢
竟
す
る
に
キ
リ
ス
ト
の
再
臨

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

を
待
て
始
め
て
世
に
お
こ
な
は
る
ゝ
も
の
で
あ
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

」（「
世
界
の
平
和
は
如
何
に
し
て
来
る
乎
」
全
一
八
、
二
三
九
）。
こ
こ
に
お
い
て
キ
リ

ス
ト
信
徒
の
務
め
は
、
平
和
運
動
を
自
己
目
的
と
し
て
こ
れ
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
再
臨
の
主
の
た
め
に
道
を
備
え
る
べ
く
平
和
論
を
唱

え
続
け
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
聖
書
に
約
束
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
時
、
す
べ
て
の
被
造
物
は
不
朽
の
生
命
を

与
え
ら
れ
、
こ
こ
に
初
め
て
真
の
正
義
と
平
和
が
臨
み
、
愛
が
人
類
の
法
則
と
な
り
、
創
造
の
目
的
に
適
う
完
全
な
天
地
が
現
成
す
る
の
で

あ
る
、
と
説
い
た
。

さ
て
内
村
鑑
三
に
と
っ
て
、
そ
の
生
涯
を
一
貫
す
る
最
も
重
要
な
仕
事
は
「
聖
書
の
研
究
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
言
う
、「
余
が
基
督
信
徒

と
な
り
て
以
来
年
を
閲
す
る
事
茲
に
四
十
、
此
間
余
の
従
事
し
た
る
仕
事
は
種
々
な
り
し
と
雖
も
終
始
一
貫
し
て
余
を
離
れ
ざ
り
し
も
の
が

唯
一
つ
あ
る
、
聖
書
の
研
究
之
れ
で
あ
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、（
後
略
）」（「
聖
書
研
究
者
の
立
場
よ
り
見
た
る
基
督
の
再
来
」
全
二
四
、
五
六
）。
ま
た
小
原

信
は
、「
聖
書
研
究
は
鑑
三
の
天
職
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
生
涯
を
か
け
、
そ
れ
に
す
べ
て
の
テ
ー
マ
を
み
つ
け
た
鑑
三
は
、
聖
書
と
の
関
係

で
人
生
を
か
た
り
、
世
界
を
な
が
め
、
歴
史
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る
）
1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
内
村
鑑
三
の
世
界
に
、
こ
う
し
た
基
本
姿
勢
を
前
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提
と
し
て
近
づ
こ
う
と
す
る
と
き
、
内
村
の
戦
争
観
（
の
み
な
ら
ず
彼
の
あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
態
度
）
の
基
盤
は
第
一
義
的
に
は
聖
書
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
、
戦
争
を
め
ぐ
る
彼
の
姿
勢
も
、
基
本
的
に
は
聖
書
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
読
み
解
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
そ
こ

か
ら
し
て
本
論
で
は
、
彼
の
戦
争
観
の
変
化
に
つ
い
て
も
、（
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
）
彼
の
聖
書
へ
の
信
仰
を
基
軸
と
す

る
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
丸
山
眞
男
は
、
内
村
鑑
三
の
「
非
戦
の
論
理
」
を
取
り
上
げ
た
論
考
に
お
い
て
、
内
村
が
日
清
戦
争
の
勝
利
を
機
に
戦
争
否
定

へ
と
向
か
っ
た
の
は
、
彼
が
近
代
戦
争
が
「
あ
る
目
的
を
達
す
る
た
め
の
手
段

0

0

と
し
て
の
意
義
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
」
を
鋭
く
洞
察
し
て

い
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
、「
内
村
の
非
戦
論
が
単
に

0

0

キ
リ
ス
ト
教
的
福
音
の
立
場
か
ら
の
演
繹
的
な
帰
結
で
は
な
く
、
帝
国
主
義
の
経

験
か
ら
学
び
取
っ
た
主
張
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
論
理
に
当
時
の
自
称
リ
ア
リ
ス
ト
を
は
る
か
に
こ
え
た
歴
史
的
現
実
へ
の
洞
察

を
付
与
す
る
結
果
と
な
っ
た
」（
傍
点
原
著
者
）
2
（

）
と
述
べ
て
い
る
。
非
戦
論
に
限
ら
ず
内
村
の
あ
ら
ゆ
る
対
社
会
的
発
言
が
、
単
な
る
キ
リ

ス
ト
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
す
る
心
情
的
な
主
張
で
は
な
く
、
常
に
歴
史
と
社
会
に
対
す
る
鋭
い
現
実
的
洞
察
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
彼
の
発
言
に
預
言
者
的
な
説
得
力
を
与
え
た
こ
と
は
、
丸
山
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
り
、
か
つ
衆
目
の
認
め
る
と
こ
ろ

で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
キ
リ
ス
ト
者
内
村
鑑
三
の
信
仰
と
倫
理
を
考
察
の
対
象
と
す
る
本
論
で
は
、
む
し
ろ
彼
の

信
仰
の
内
奥
に
視
点
を
定
め
て
、
彼
の
信
仰
の
あ
り
よ
う
と
そ
こ
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
倫
理
的
発
言
と
の
内
的
関
連
を
吟
味
し
て
み
た
い
と

考
え
る
。

一　

日
清
戦
争

ま
ず
、
内
村
の
日
清
戦
争
義
戦
論
の
趣
旨
を
、「
日
清
戦
争
の
義
」（
全
三
、
一
〇
四
〜
一
一
二
）
と
そ
の
周
辺
の
文
章
に
よ
っ
て
一
応
押
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え
て
お
く
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

内
村
の
日
清
戦
争
観
と
そ
れ
が
義
戦
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
趣
意
は
、
き
わ
め
て
単
純
か
つ
明
快
で
あ
る
。
彼
は
言
う
、
日
清
の
衝
突
は

「
新
文
明
を
代
表
す
る
小
国
」
日
本
と
、「
旧
文
明
を
代
表
す
る
大
国
」
清
と
の
、「
人
類
の
進
化
歴
史
」
に
お
け
る
避
け
難
い
衝
突
で
あ
る
。

「
東
洋
に
於
け
る
一
昇
星
」
と
期
待
さ
れ
る
朝
鮮
は
、
シ
ナ
の
暴
虐
と
圧
制
に
よ
り
、
い
ま
だ
に
「
隠
星
の
一
」
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
も
し

も
「
利
欲
に
し
て
吾
人
の
最
大
目
的
」
で
あ
れ
ば
、「
戦
争
は
吾
人
の
最
も
避
く
可
き
も
の
」
で
あ
り
、「
非
戦
争

8

8

8

こ
そ
、
吾
人
の
最
終
最
始

の
政
略
た
る
べ
き
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
の
戦
争
の
目
的
は
、「
シ
ナ
を
警
醒
」
し
て
「
そ
の
天
職
を
し
ら
し
」
め
、
日
本
と
共

に
「
朝
鮮
の
独
立
と
保
安
」
の
維
持
に
当
た
り
、
ひ
い
て
は
「
吾
人
と
協
力
し
て
東
洋
の
改
革
に
従
事
せ
し
む
る
」
こ
と
に
あ
る
。
義
は
己

の
利
欲
よ
り
も
世
の
文
明
化
の
側
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
清
戦
争
が
義
戦
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
吾
人
は
信
ず
日
清
戦

8

8

8

8

8

8

8

8

争
は
吾
人
に
と
り
て
は
実
に
義
戦
な
り

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

と
」
と
い
う
確
信
に
帰
結
す
る
こ
と
と
な
る
（
以
上
の
引
用
は
、「
世
界
歴
史
に
徴
し
て
日
支
の
関

係
を
論
ず
」
全
三
、
三
〇
〜
三
七
よ
り
）。

義
戦
肯
定
の
論
拠
を
内
村
は
し
ば
し
ば
世
界
史
に
求
め
る
が
、
聖
書
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
そ
の
歴
史
的
記
述
、
と
く
に
旧
約
聖
書
の

そ
れ
に
求
め
る
。
彼
は
、「
歴
史
上
義
戦
の
あ
り
し
事
は
、
何
人
も
疑
ふ
能
は
ざ
る
所
な
り
」
と
言
い
、「
士
師
記
」
の
記
述
に
言
及
し
て
、

「
彼
の
ギ
デ
オ
ン
が
ミ
デ
ア
ン
人
を
迎
へ
、「
神
と
彼
の
剣
」
と
を
以
て
敵
軍
の
十
有
二
万
人
を
ヨ
ル
ダ
ン
の
河
辺
に
殺
戮
せ
し
は
義
戦
な
り

し
な
り
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
言
う
、
日
清
戦
争
が
義
戦
で
あ
る
と
い
う
場
合
の
義
と
は
、
法
律
的
に
承
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、「
倫
理
的
」
に
義
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
は
「
吾
人
固
有
の
教
義
（
キ
リ
ス
ト
教
・
鵜
沼
）
に
則
る
も
の
」
で

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
吾
人
の
し
ば
し
ば
戦
ひ
し
所
な
り
」
と
。
彼
は
言
う
、
す
べ
て
の

戦
争
が
欲
に
よ
る
わ
け
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、「
利
欲
を
も
っ
て
戦
争
唯
一
の
理
由
と
見
な
」
す
こ
と
は
、
か
え
っ
て
「
神
聖
な
る
人

類
性
の
価
値
を
下
落
せ
し
む
る
」
も
の
で
あ
る
。
利
欲
の
み
が
戦
争
の
唯
一
の
動
機
で
あ
る
と
断
ず
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
人
類
の
高
貴
性
に

対
す
る
冒
涜
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
側
に
立
っ
て
剣
を
取
る
と
い
う
行
動
は
人
類
の
高
貴
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
生
命
を
賭
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し
て
神
の
意
志
に
刃
向
か
う
者
を
滅
ぼ
す
勇
気
あ
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
約
聖
書
の
時
代
以
来
、
神
に
代
わ
っ
て
剣
を
取

る
殺
戮
は
「
義
」
を
実
現
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
日
清
戦
争
が
、
文
明
の
推
進
を
担
う
日
本
と
こ
れ
に
敵
対
す
る
清
と
の
戦
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
の
義
は
文
明
化
の
側

に
あ
り
、
こ
れ
を
妨
げ
る
「
未
開
野
蛮
」
は
不
義
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
義
は
神
の
代
理
と
し
て
剣
を
取
る
日
本
に
あ
る
こ
と
は
自
明
で

あ
る
。
こ
れ
が
、
内
村
が
日
清
戦
争
を
義
戦
と
確
信
し
た
聖
書
的
根
拠
で
あ
っ
た
。「
義
」
は
内
村
に
と
っ
て
、
と
き
に
は
生
命
を
代
償
と

し
て
も
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
戦
争
を
義
と
す
る
主
張
が
聖
書
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
聖
書
へ
の
ど
の
よ
う
な
姿
勢
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
信
仰
的
・
理
念
的
態
度
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
の
か
。

す
で
に
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
贖
い
に
よ
る
罪
の
赦
し
と
い
う
信
仰
の
地
平
に
至
っ
て
い
た
内

村
に
と
っ
て
、「
義
」
と
は
、
第
一
義
的
に
は
、
信
じ
る
者
が
神
か
ら
容
認
さ
れ
た
神
人
関
係
の
あ
り
方
を
意
味
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
地
平
に
立
脚
し
つ
つ
現
実
の
倫
理
的
世
界
へ
の
方
向
性
を
見
い
だ
す
こ
と
（
仏
教
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
往
相
か
ら
還
相

へ
）
は
、
決
し
て
簡
単
に
答
が
で
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
内
村
は
、
神
に
よ
っ
て
義
と
認
め
ら
れ
た
信
仰
者
と
は
、「
自
己
の
罪
を

認
め
な
が
ら
神
の
正
義
を
以
て
我
が
正
義
と
做
す
」（「
秋
冷
雑
話
・
基
督
信
者
の
正
義
」
全
一
三
、
三
七
〇
）
者
で
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、

現
実
社
会
の
諸
問
題
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
何
が
「
神
の
正
義
」
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
正
義
」
の
内
容
如
何
に

つ
い
て
の
絶
え
ざ
る
厳
し
い
信
仰
的
問
い
か
け
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
葛
藤
を
経
て
押
し
出
さ
れ
る
対
社
会
的
発

言
こ
そ
が
、
初
め
て
神
の
側
に
立
つ
義
と
し
て
の
意
義
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い
発
言
力
を
得
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
日
清
戦
争
義
戦
論
に
お
け
る
内
村
の
聖
書
へ
の
依
拠
の
仕
方
は
、
ま
ず
神
の
前
に
立
つ
個
と
し
て
聖
書
の
記
述
を
神
意
の
啓
示
と

受
け
と
め
、
義
戦
論
を
そ
こ
か
ら
導
き
出
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
逆
に
文
明
至
上
主
義
に
立
つ
義
戦
論
が
先
行
し
て
こ
れ
を
聖
書
の
か
れ
こ

れ
の
記
述
に
よ
っ
て
補
強
し
た
、
と
い
う
印
象
を
否
め
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
内
村
が
引
証
す
る
旧
約
聖
書
の
記
述
は
、
単
な
る
ひ
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と
つ
の
行
為
規
範
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
一
般
の
歴
史
的
事
象
と
同
レ
ベ
ル
の
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ

に
は
、
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
あ
る
と
き
は
戦
争
も
是
と
さ
れ
る
と
い
う
確
信
、
神
を
後
ろ
盾
と
す
る
者
の
何
の
た
め
ら
い
も
な
い

素
朴
な
自
信
さ
え
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
聖
書
へ
の
こ
う
し
た
依
拠
の
仕
方
は
、
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
、
い
か
な
る
恣
意
的

な
理
念
や
行
為
を
も
是
と
す
る
態
度
と
し
て
発
動
し
得
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
し
、
そ
の
事
例
を
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
上
に
求
め
れ
ば
枚

挙
に
暇
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
日
清
戦
争
の
時
点
に
お
い
て
は
、
内
村
に
と
っ
て
「
文
明
」
こ
そ
が
至
上
の
価
値
で
あ
り
、
文
明
の
進

歩
は
生
命
を
賭
す
る
に
足
り
る
理
念
で
あ
り
目
的
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
私
利
私
欲
か
ら
で
は
な
く
世
の
文
明
化
の
た
め
に
身
を
捧
げ

る
こ
と
こ
そ
が
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
人
間
の
崇
高
さ
の
証
し
で
も
あ
っ
た
。
神
的
価
値
の
前
に
「
文
明
」
を
俗
の
こ
と

と
し
て
相
対
化
す
る
ま
な
ざ
し
は
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
獲
得
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
そ
も
そ
も
内
村
に
お

い
て
は
、
往
相
と
し
て
の
「
義
」
と
還
相
と
し
て
の
「
義
」
の
区
別
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
）。

確
か
に
世
界
が
発
展
途
上
に
あ
っ
た
当
代
に
お
い
て
は
、「
文
明
」
は
「
未
開
野
蛮
」
に
比
べ
れ
ば　
「
良
い
も
の
」
で
あ
り
、
幾
多
の
犠

牲
を
払
っ
て
で
も
実
現
す
べ
き
価
値
あ
る
も
の
と
自
他
と
も
に
是
認
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
一
歩
を
譲
っ
て
「
文
明
」
を
生
命
を

賭
す
る
に
足
り
る
「
価
値
あ
る
も
の
」、
神
の
「
正
義
」
の
側
に
つ
く
も
の
と
認
め
る
と
し
て
も
、
生
命
よ
り
も
自
ら
が
信
奉
す
る
正
義
を

重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
自
身
の
生
命
が
関
わ
る
場
合
の
倫
理
的
態
度
と
し
て
の
み
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
広
く
一
般
に
殺
戮
を
認

め
、
人
々
を
戦
争
へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と
を
是
と
す
る
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
も
そ
も
一
般
に

殺
戮
を
是
と
す
る
義
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
る
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
に
立
ち
返
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
内

村
の
よ
う
に
世
の
正
義
・
不
義
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
を
備
え
た
個
性
に
お
い
て
は
、「
正
義
」
が
目
的
を
誤
っ
て
暴
走
す
る
こ
と
は
あ
り

得
な
い
と
し
て
も
、
義
に
は
生
命
を
も
犠
牲
に
す
る
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
主
張
の
普
遍
化
は
、「
義
」
の
内
容
如
何
よ
っ
て
は
暴
走
を
す

る
危
険
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
内
村
が
日
清
戦
争
義
戦
論
を
捨
て
た
の
は
、
こ
れ
が
利
欲
の
た
め
の
戦
い
で
あ
っ
た
と
い
う
現
実
認
識
に
至
っ
た
た
め
で
あ
っ
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た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
清
戦
争
義
戦
論

0

0

0

0

0

0

0

を
猛
省
す
る
理
由
に
は
な
り
得
て
も
、
義
の
た
め
の
戦
い
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
に
反
省

を
迫
る
理
由
と
は
な
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
内
村
は
、
井
上
哲
次
郎
が
日
本
史
上
に
は
欧
米
諸
国
の
よ
う
な
残
忍
悲
惨
の
形
跡
が
な

い
と
言
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
然
れ
ど
も
平
和
的
な
る
必
し
も
君
子
国
の
徴
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
世
に
は
下イ
グ
ノ
ー
ブ
ル劣
の

平ピ
ー
ス和
を
愛
す
る
国
民
あ
り
、
戦
争
は
避
く
べ
き
者
な
れ
ど
も
平
和
の
為
め
に
避
く
べ
き
者
に
あ
ら
ず
、
義
は
生
命
よ
り
も
重
し
、
正
義
と
真

理
と
の
為
め
に
は
身
を
犠
牲
に
供
し
、
国
家
の
存
在
を
賭
し
て
も
戦
ふ
べ
き
な
り
、
…
…
」（「
胆
汁
余
滴
・
平
和
好
き
の
民
」
全
五
、
三
）。

「
義
」
は
な
お
内
村
に
と
っ
て
、
生
命
の
犠
牲
を
も
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
精
神
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
）
3
（

。
こ
う
し
た
、
利
欲
か
ら
で
は
な
く
崇
高
な
目
的
、
理
念
的
な
も
の
の
た
め
に
生
命
を
賭
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
こ
そ
人
間
の
高
貴
性

の
所
以
が
あ
る
、
と
い
う
信
念
は
、
日
清
戦
争
の
義
戦
論
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
彼
の
発
言
に
も
一
貫
し
て
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
清
戦
争
以
後
の
戦
争
を
め
ぐ
る
姿
勢
の
変
化
は
、
言
論
と
し
て
は
ま
さ
に
義
戦
論
か
ら
非
戦
論
へ
の
転
換
で
あ

る
が
、
変
化
し
た
も
の
は
「
義
」
の
内
容
と
そ
れ
へ
の
関
わ
り
方
如
何
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
り
、「
正
義
」
を
尊
び
、
そ
の
実
現
に
一
身

を
捧
げ
る
と
い
う
姿
勢
自
体
は
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
義
の
た
め
に
生
命
を
犠
牲
に
す
る
」
と
い
う
思
想
が
、
戦
争
に
お
け
る
不
特
定
多
数
の
人
間
、

こ
と
に
敵
の
殺
戮
を
肯
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
次
第
に
個
的
な
生
命
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
自
ら
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
」
を
至
高

の
生
き
方
と
す
る
、
と
い
う
主
張
へ
と
重
心
を
移
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
言
う
、
平
和
は
敵
を
倒
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、

「
キ
リ
ス
ト
を
始
め
と
し
て
ヤ
コ
ブ
、
パ
ウ
ロ
、
ペ
テ
ロ
等
、
凡
て
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
倣
ひ
し
者
の
無
抵
抗
の
流
血
を
以
て
買
は
れ
た
も

の
で
あ
り
ま
す
」（「
平
和
の
福
音
」
全
一
一
、
四
〇
八
）
と
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
に
お
け
る
死
で
は
な
く
無
抵
抗
に
よ
る
殉
教
と
し
て
の
流

血
の
主
張
で
あ
る
。
か
の
「
非
戦
主
義
者
の
戦
死
」（
全
一
二
、
四
四
七
〜
四
四
九
）
と
い
う
文
章
の
趣
旨
も
、
こ
う
し
た
主
張
と
重
な
り

合
う
で
あ
ろ
う
。
日
露
戦
争
の
開
始
後
間
も
な
く
書
か
れ
た
同
文
章
は
、
国
家
が
我
ら
に
も
兵
役
を
命
ず
る
に
至
っ
た
と
き
は
「
其
命
に
従
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ふ
べ
き
で
あ
る
」
と
書
き
出
さ
れ
て
お
り
、
日
露
戦
争
開
始
後
に
な
る
と
内
村
は
主
張
を
変
え
て
戦
場
に
向
か
う
こ
と
を
肯
定
す
る
よ
う
に

な
り
、
非
戦
論
者
と
し
て
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
、
と
か
く
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
文
章
で
あ
る
が
、
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
戦
争
へ
の

参
加
の
促
し
で
は
な
く
、「
平
和
主
義
者
は
此
国
彼
国
の
た
め
に
死
な
ん
と
は
し
な
い
、
然
れ
ど
も
戦
争
其
物
の
犠
牲
に
な
っ
て
彼
の
血
を

以
て
人
類
の
罪
悪
を
一
部
分
な
り
と
も
贖
は
ん
が
た
め
に
」（
全
一
二
、
四
四
八
）
死
ぬ
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
戦
場
で
血
を

流
す
以
上
、
基
本
的
に
は
殺
戮
を
行
わ
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
言
論
と
し
て
は
非
現
実
的
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

趣
旨
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
に
は
、「
す
べ
て
の
罪
悪
は
善
行
を
も
っ
て
の
み
消
滅
す
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
」（
全
一
二
、
四
四
七
）
で
あ
る
と
い
う
行
為
義
認
の
考
え
方
が
根
底
に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。

二　

日
露
戦
争

既
述
の
よ
う
に
内
村
は
、
日
露
の
開
戦
を
控
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
否
定
す
る
「
絶
対
的
非
戦
主
義
」
の
態
度
を
明
確
に
し
た
。「
余

は
日
露
非
開
戦
論
者
で
あ
る
許
り
で
な
い
、
戦
争
絶
対
的
廃
止
論
者
で
あ
る
、
戦
争
は
人
を
殺
す
こ
と
で
あ
る
、
爾
う
し
て
人
を
殺
す

こ
と
は
大
罪
悪
で
あ
る
、
爾
う
し
て
大
罪
悪
を
犯
し
て
個
人
も
国
家
も
永
久
に
利
益
を
収
め
得
や
う
筈
は
な
い
」。
戦
争
が
も
た
ら
す
も

の
は
害
毒
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
日
清
戦
争
は
「
東
洋
全
体
を
危
殆
の
地
位
に
ま
で
」
貶
め
た
（「
戦
争
廃
止
論
」
全

一
一
、
二
九
六
、
二
九
七
）。
か
つ
て
「
文
明
の
進
歩
」
の
た
め
に
肯
定
さ
れ
た
殺
戮
は
、
こ
こ
に
お
い
て
「
大
罪
悪
」
と
断
定
さ
れ
る
。

そ
れ
は
内
村
に
お
い
て
、
た
だ
に
戦
争
が
否
定
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
目
的
と
す
る
理
念
が
「
進
歩
」
か
ら
「
平
和
」
へ
と

シ
フ
ト
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
九
節
の
「
平
和
を
求
む
る
者
は
さ
い
わ
い
な
り
」
を
引
い
て
い
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う
、「
聖
書
の
、
殊
に
新
約
聖
書
の
、
此
事
（
時
局
問
題
）
に
関
し
て
私
共
に
命
ず
る
所
は
唯
一
つ
で
あ
り
ま
す
、
即
ち
絶
対
的
の
平
和

8

8

8

8

8

8

で

あ
り
ま
す
。
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
剣
を
以
て
争
は
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
、
万
止
む
を
得
ず
ん
ば
敵
に
譲
り
、
後
は
神
の
怒
り
を
待
つ

こ
と
で
あ
り
ま
す
、
…
…
絶
対
の
平
和
は
、
聖
書
の
明
白
な
る
訓い
ま
し
め戒
で
あ
り
ま
し
て
、
私
共
、
若
し
神
と
良
心
に
対
し
て
忠
実
な
ら
ん
と
欲

す
れ
ば
、
此
態
度
を
取
る
よ
り
他
に
途
は
あ
り
ま
せ
ん
」（「
平
和
の
福
音
」
全
一
一
、
四
〇
四
）。
そ
れ
ゆ
え
、
非
戦
論
は
も
は
や
単
に
戦

争
を
否
定
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「
平
和
の
克
復
（
実
現
）」
と
い
う
積
極
的
な
目
標
を
目
指
す
も
の

と
な
る
。「
私
は
終
に
非
戦
論
者
と
な
り
ま
し
た
、
然
か
し
非
戦
論
と
は
た
ゞ
戦
争
を
非
と
し
、
之
に
反
対
す
る
と
云
ふ
こ
と
計
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
、
非
戦
論
の
積
極
的
反
面
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
平
和
の
克
復
並
に
其
耕
脩
で
あ
り
ま
す

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

（「
余
が
非
戦
論
者
と
な
り
し
由
来
」
全

一
二
、
四
二
六
）。
さ
き
の
「
戦
争
廃
止
論
」
の
趣
旨
は
、
戦
争
は
個
人
に
と
っ
て
も
国
家
に
と
っ
て
も〝
百
害
あ
っ
て
一
利
の
な
い
こ
と
〞

の
主
張
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
な
お
目
的
は
社
会
正
義
の
実
現
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
平
和
そ
の
も
の
の

自
己
目
的
と
し
て
の
登
場
に
出
会
う
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
内
村
に
と
っ
て
の
課
題
は
、
も
は
や
戦
争
を
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
世
界
レ
ベ
ル
で
の
義
―

平
和
―
を
実
現
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
日
露
講
和
条
約
の
調
印
に
際
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
し
た
た
め
て
い

る
。「
私
は
又
今
よ
り
平
和
主
義
の
研
究
並
に
其
道
を
続
け
や
う
と
思
ひ
ま
す

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

。
私
は
今
ま
で
色
々
の
慈
善
事
業
を
研
究
し
、
又
之
に
手
を

出
し
て
見
ま
し
た
が
、
然
か
し
戦
争
廃
止
を
目
的
と
す
る
平
和
主
義
に
優
さ
り
て
善
且
つ
大
な
る
慈
善
事
業
を
思
附
く
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
、
…
…
」（「
秋
の
到
来
」
全
一
三
、
二
八
四
）。
こ
こ
に
、
内
村
の
畢
生
の
課
題
と
な
る
「
戦
争
と
平
和
」
の
問
題
が
、
い
よ
い
よ
明
確

な
輪
郭
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
鈴
木
の
著
書
か
ら
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
（
注
3
参
照
）、

内
村
が
ひ
た
す
ら
聖
書
に
沈
潜
し
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
か
つ
て
の
聖
書
の
か
れ
こ
れ
の
記
述
へ
の
断
片
的
な
依
拠
か
ら
聖
書

の
「
全
体
の
精
神
」
に
聴
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
い
ま
こ
の
こ
と
を
、
内
村
の
関
心
の

あ
り
か
が
社
会
的
正
義
か
ら
個
人
の
義
へ
と
重
心
を
移
し
た
こ
と
と
し
て
捉
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
戦
争
」
の
是
非
論
に
代
わ
っ
て
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「
平
和
」
の
問
題
が
登
場
し
た
こ
と
は
、
内
村
の
内
面
に
お
い
て
、
彼
の
関
心
の
所
在
が
、
客
観
的
秩
序
の
追
求
か
ら
信
仰
者
と
し
て
の
主

体
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
神
人
関
係
の
あ
り
方
の
問
題
へ
と
軸
を
移
し
た
こ
と
と
し
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
内

村
に
と
っ
て
「
平
和
」
と
は
、
単
に
政
治
政
策
に
よ
っ
て
実
現
可
能
な
社
会
秩
序
で
は
な
く
、
神
人
の
あ
る
べ
き
関
係
に
も
と
づ
く
究
極
的

な
共
同
世
界
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
平
和
は
神
の
意
志
と
人
の
意
志
と
の
調
和
で
あ
り
ま
す

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
神
に
愛
せ
ら
る
ゝ
と
の
確
信
で
あ

り
ま
す
、
直
に
神
の
霊
を
我
が
心
に
寓
す
の
歓
喜
で
あ
り
ま
す
、
…
…
平
和
は
心
の
平
和

8

8

8

8

で
あ
り
ま
す
、
身
を
殺
し
て
も
得
ん
と
欲
ふ
平
和

で
あ
り
ま
す
」（「
ク
リ
ス
マ
ス
演
説　

平
和
と
闘
争
」
全
一
〇
、
四
三
五
）。
平
和
の
基
礎
は
、
神
人
の
意
志
の
調
和
に
よ
っ
て
生
じ
る
霊

的
な
喜
び
で
あ
る
。
ゆ
え
に
世
界
平
和
の
実
現
も
、
こ
の
こ
と
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
日
露
戦
争
当

時
に
お
け
る
内
村
の
平
和
論
の
深
ま
り
に
つ
い
て
な
お
少
し
く
考
察
し
て
み
た
い
。

先
の
引
用
に
も
見
た
よ
う
に
、「
絶
対
的
の
平
和
」
と
は
、「
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
剣
を
以
て
争
は
な
い
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
平
和
と
は
た
だ
に
平
穏
無
事
な
生
活
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
反
対
に
、
時
に
は
流
血
を
伴
う

犠
牲
に
よ
っ
て
贖
い
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
絶
対
的
非
戦
主
義
」
を
説
い
た
文
章
「
平
和
の

福
音
」
の
中
で
、
歴
史
上
、「
自
由
」
が
い
か
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
か
を
論
じ
た
文
脈
で
内
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
人
の
自
由
は
剣
を

以
て
得
ら
れ
た
者
で
あ
る
と
思
ふ
の
は
大
な
る
間
違
で
あ
り
ま
す
、
自
由
は
生
命
の
犠
牲
を
以
て
得
ら
れ
た
者
で
あ
り
ま
す
、
…
…
」（
全

一
一
、
四
〇
八
）。
自
由
と
い
う
「
義
」
は
剣
に
よ
っ
て
戦
い
取
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
実
現
は
「
生
命
の
犠
牲
」
を
求
め
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
日
清
戦
争
当
時
の
発
言
に
見
る
よ
う
に
、
広
く
不
特
定
多
数
の
人
々
に
向
か
っ
て
「
正
義
」
の
た
め
に
犠

牲
と
な
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
個
々
人
に
向
け
て
、
自
ら
が
信
奉
す
る
価
値
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て

の
心
構
え
を
訴
え
た
も
の
と
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
内
村
に
と
っ
て
、
自
由
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
「
正
義
」
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
己
が
生
命
を
も
賭
け
る
覚
悟
に
よ
っ
て
勝
ち
取
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
い
う
、「
蓋そ

は
吾
等
の
謂
ふ
平
和

と
は
無
事
3

3

と
の
謂
ひ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
…
…
」（「
ク
リ
ス
マ
ス
演
説
平
和
と
闘
争
」
全
一
〇
、
四
三
五
）。
単
に
安
逸
を
貪
る
こ
と
は
、
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彼
の
い
わ
ゆ
る
「
下
劣
な
る
平
和
」
に
過
ぎ
ず
、
非
戦
主
義
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

内
村
に
と
っ
て
平
和
の
招
来
に
「
生
命
の
犠
牲
」
が
必
要
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
人
類
の
神
に
対
す
る
根
源
的
な
あ
り

よ
う
に
あ
っ
た
。
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
第
二
の
回
心
以
来
内
村
に
と
っ
て
、
神
に
対
す
る
人
類
の
根
源
的
な
あ
り
よ
う

は
、「
人
類
の
神
よ
り
離
れ
独
立
せ
し

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

こ
と
」（「
我
が
信
仰
の
表
白
」
全
一
、
二
一
四
）
に
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
あ
り
よ

う
に
起
因
す
る
罪
こ
そ
が
平
和
を
阻
害
す
る
根
本
的
な
原
因
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
神
に
対
す
る
人
の
「
反
逆
」
で
あ
り
、
人
類
の
神

に
対
す
る
如
何
と
も
し
難
い
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
罪
が
平
和
に
と
っ
て
の
根
源
的
な
障
壁
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
人
類
に
と
っ
て
の
究
極
的
な
平
和
の
到
来
は
、
こ
の
罪
が
完
全
に
処
理
さ
れ
る
の
を
俟
つ
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
社
会
が
罪
人
の
集
合
体
で
あ
れ
ば
、
現
実
の
社
会
は
、
自
他
が
互
い
に
自
己
の
利
を
主
張
し
て
争
う
せ
め
ぎ
合
い
の
場
で
し
か
な
い
。

こ
う
し
た
、
社
会
自
体
の
自
浄
力
に
よ
る
平
和
の
到
来
が
望
む
べ
く
も
な
い
状
況
に
お
い
て
、
な
お
自
ら
の
信
奉
す
る
義
を
貫
こ
う
と
す
る

な
ら
、
そ
こ
に
は
、
自
己
主
張
に
代
え
て
自
己
犠
牲
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
罪
を
贖
い
、
義
を
勝
ち
取
る
の
は
、
究
極
的
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架

上
の
死
で
あ
る
が
、
内
村
の
主
張
に
は
そ
の〝
手
前
〞に
、
人
と
し
て
イ
エ
ス
に
倣
っ
て
実
践
し
得
る
犠
牲
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
十
字
架
に

お
け
る
神
の
子
の
「
無
抵
抗
の
犠
牲
」
に
倣
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
も
触
れ
た
、「
絶
対
的
非
戦
主
義
」
に
関
わ
る
文
章
で
、
内
村
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。「
人
の
自
由
は
剣
を
以
て
得
ら
れ
た
者
で
あ
る
と
思
ふ
の
は
大
な
る
間
違
で
あ
り
ま
す
、
自
由
は
生
命
の
犠
牲
を
以
て

得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
、
キ
リ
ス
ト
を
初
め
と
し
て
ヤ
コ
ブ
、
パ
ウ
ロ
、
ペ
テ
ロ
等
、
凡
て
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
倣
ひ
し
者
の
流
血
を

以
て
買
は
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
コ
ロ
ム
ウ
エ
ル
や
ワ
シ
ン
ト
ン
の
エ
ラ
イ
の
を
彼
等
の
抜
い
た
剣
に
置
い
て
彼
等
の
流
し
た
血
の
涙
に

於
て
求
め
な
い
者
は
両
雄
の
心
事
を
覚
ら
な
い
者
で
あ
り
ま
す
」（「
平
和
の
福
音
」
全
一
一
、
四
〇
八
）。
自
由
と
い
う
義
は
、
キ
リ
ス
ト

の
み
な
ら
ず
彼
に
従
っ
た
人
々
の
流
血
を
も
っ
て
贖
い
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
ら
の
偉
大
さ
は
剣
に
よ
っ
て
成

し
た
こ
と
で
に
は
な
く
彼
ら
の
犠
牲
に
お
い
て
見
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
己
が
罪
を
自
己
犠
牲
に
お
い
て
贖
う
覚
悟
な
く
し
て
は
、
義
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の
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
人
の
な
し
得
る
究
極
の
犠
牲
は
、
キ
リ
ス
ト
の
そ
れ
に
倣
う
こ
と
に
あ
る
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
見
る
も
の
は
、
な
お
人
の
力
に
頼
み
こ
れ
に
希
望
を
託
す
者
の
姿
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
、
パ
ウ
ロ
、
ペ
テ

ロ
ら
の
犠
牲
が
い
か
に
一
般
人
の
追
随
を
許
さ
ぬ
崇
高
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
義
認
信
仰
に
立
つ
内
村
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト

の
十
字
架
の
死
に
比
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
範
に
倣
い
、
無
抵
抗
に
徹
す
る
こ
と

に
よ
る
平
和
の
実
現
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。「
余
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
伝
道
師
で
あ
る
。
そ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教

は
、
殺
す
な
か
れ
、
な
ん
じ
の
敵
を
愛
せ
よ
と
教
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
も
し
か
か
る
教
え
を
信
ず
る
余
に
し
て
開
戦
論
を
主
張

す
る
が
ご
と
き
こ
と
あ
れ
ば
、
こ
れ
余
が
自
己
を
欺
き
世
を
欺
く
こ
と
で
あ
れ
ば
、
余
は
団
員
（
理
想
団
）
諸
君
が
即
座
に
余
を
理
想
団
よ

り
除
名
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
」（「
近
時
雑
感
・
平
和
主
義
の
動
機
」
全
一
一
、
四
一
九
）
と
い
う
有
名
な
発
言
が
、
時
に
な
お
道
徳
主
義

に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
的
に
評
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、「
キ
リ
ス
ト
の
ま
ね
び
」、「
キ
リ
ス
ト
の
教
訓
」
を
奉
じ
る
意
味
で
、
こ
の

姿
勢
も
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
「
道
徳
」
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
義
認
の
信
仰
の
下
に
お
け
る

倫
理
は
、
な
お
道
徳
主
義
の
片
鱗
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
神
に
よ
り
義
と
さ
れ
た
者
と
し
て
の
自
負
が
、
自
力
に
よ
る

正
義
の
実
現
を
確
信
さ
せ
、
か
つ
そ
の
実
践
に
力
を
与
え
た
た
め
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三　

第
一
次
世
界
大
戦

こ
う
し
た〝
自
力
主
義
〞が
徹
底
的
に
砕
か
れ
て
、
す
べ
て
が
神
の
手
に
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
再
臨
信
仰
へ
の
到
達
に
よ
っ
て

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
人
は
、
神
の
圧
倒
的
な
力
の
顕
現
の
前
に
己
の
力
を
無
に
し
て
立
つ
信
仰
者
の
姿
を
見
る
。
こ
の
境
地
に
お
い
て
発
せ
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ら
れ
た
非
戦
論
に
照
ら
し
て
見
る
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
非
戦
論
は
、
す
べ
て
再
臨
信
仰
の
下
に
お
け
る
非
戦
論
へ
の
序
奏
で
あ
っ
た
と
さ
え

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
初
め
て
わ
れ
わ
れ
は
、
超
越
次
元
か
ら
現
実
を
と
ら
え
る
視
点
が
確
立
さ
れ
た
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
）
4
（

。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
再
臨
信
仰
の
境
に
至
っ
た
内
村
は
、
究
極
的
な
平
和
の
到
来
を
「
神
の
大
能
」
の
力
に
委
ね
き
っ
た
。
彼
は

言
う
、「
戦
争
は
神
の
大
能
の
実
現
に
由
て
止
む
の
で
あ
る

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

、
戦
争
廃
止
は
神
が
御
自
身
の
御
手
に
保
留
し
給
ふ
事
業
で
あ
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
是
は
、

神
の
定
め
給
ひ
し
世
の
審
判
者
な
る
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
以
て
実
現
さ
る
べ
き
事
で
あ
る
、」（「
戦
争
廃
止
に
関
す
る
聖
書
の
明
示
」
全

二
三
、
二
八
五
）。
政
治
家
の
画
策
す
る
平
和
計
画
は
、「
今
日
（
明
治
四
四
）
ま
で
、
悉
く
失
敗
に
終
っ
た
、
而
し
て
今
後
も
亦
失
敗
に
終

る
に
相
違
な
い
、
…
…
」（「
世
界
の
平
和
は
如
何
に
し
て
来
る
乎
」
全
一
八
、
二
三
七
）。
そ
れ
で
は
、
世
界
の
平
和
は
永
久
に
来
な
い
の

か
。
否
、
そ
う
で
は
な
い
、
と
彼
は
言
う
。
誰
の
手
に
よ
っ
て
来
る
の
か
と
い
う
問
い
に
聖
書
は
答
え
て
言
う
、「
人
に
由
て
来
ら
ず

8

8

8

8

8

8

8

、
神8

に
由
て
来
る
と

8

8

8

8

8

8

、
…
…
」（
同
前
、
全
一
八
、
二
三
八
）。
究
極
の
平
和
は
キ
リ
ス
ト
の
再
来
に
よ
っ
て
の
み
実
現
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

戦
争
廃
止
を
図
り
世
界
平
和
を
目
指
す
人
間
的
努
力
の
意
味
は
す
べ
て
無
化
さ
れ
る
。
代
わ
っ
て
内
村
の
信
仰
的
倫
理
は
、
す
べ
て
「
神
の

大
能
」
に
よ
る
義
の
実
現
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
確
信
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

内
村
が
再
臨
信
仰
の
地
平
に
立
つ
に
至
っ
た
経
緯
お
よ
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
る
多
く
の
論
考
が
あ
る
の
で
、
こ

れ
を
通
覧
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
内
村
の
信
仰
と
倫
理
の
内
的
構
造
連
関
の
解
明
と
い
う
本
論
の
主
題
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
に
必

要
と
思
わ
れ
る
範
囲
内
で
言
及
し
て
お
く
。

周
知
の
よ
う
に
、
内
村
が
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
信
仰
に
至
っ
た
具
体
的
な
契
機
と
し
て
、
愛
娘
ル
ツ
の
夭
折
と
第
一
次
世
界
大
戦
を
め
ぐ
る

戦
争
と
平
和
の
問
題
が
あ
っ
た
。
ル
ツ
の
死
は
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
の
こ
と
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
は
一
九
一
四
年
か
ら
一
八

年
に
か
け
て
で
あ
る
の
で
、
伝
記
的
経
緯
と
し
て
は
、
再
臨
信
仰
は
内
村
の
内
部
に
徐
々
に
熟
し
て
い
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
信

仰
の
原
体
験
と
し
て
質
的
に
見
る
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
確
信
と
い
う
信
仰
は
、
内
村
の
「
心
中
に
大
奇
蹟
」
と
し
て
「
湧
出
」
す
る
か

の
ご
と
く
に
生
じ
た
体
験
で
あ
っ
た
（「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ア
」
全
二
四
、
四
七
一
）。
こ
れ
を
内
村
自
身
の
言
葉
に
聴
け
ば
、
一
九
一
八
年
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四
月
、
大
戦
の
終
結
を
目
前
に
し
た
時
代
状
況
の
も
と
、
彼
は
も
は
や
聖
書
に
つ
い
て
語
る
べ
き
こ
と
が
尽
き
た
と
感
じ
、「
宇
宙
人
生
に

関
す
る
大
問
題
」
の
前
に
言
葉
を
失
っ
て
呆
然
と
立
ち
尽
く
し
、「
聖
書
之
研
究
」
誌
の
廃
刊
を
さ
え
考
え
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、

「
然
る
に
驚
く
べ
し
其
時
に
当
り
久
し
く
余
の
心
中
にsubconsciousness

（
自
覚
以
下
の
感
覚
・
原
著
者
注
）
と
し
て
潜
在
せ
し
も
の
が

突
如
躍
動
し
来
り
し
為
茲こ
こ

に
忽た
ち
まち
活
路
は
開
か
れ
た
の
で
あ
る
、
然
り
之
が
為
に
余
は
一
変
し
余
の
心
中
に
思
想
は
湧
出
す
る
に
至
っ
た
、

聖
書
は
其
創
世
記
よ
り
黙
示
録
に
至
る
迄
大
な
る
光
明
を
発
し
其
他
余
の
今
日
迄
読
み
来
り
し
も
の
が
皆
な
蘇
生
し
た
、
…
…
」（「
世
界
の

平
和
は
如
何
に
し
て
来
る
乎
」
全
二
四
、
一
三
一
）。
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
信
仰
は
、
迷
い
や
逡
巡
の
余
地
の
な
い
絶
対
的
な
新

境
地
と
し
て
開
か
れ
た
。
そ
れ
は
、
読
書
や
思
索
の
結
果
行
き
着
い
た
地
平
と
し
て
立
ち
現
れ
た
の
で
は
な
く
、
意
識
下
の
も
の
の
噴
出
の

よ
う
な
仕
方
で
圧
倒
的
な
力
を
も
っ
て
彼
の
霊
を
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
個
人
の
意
識
や
意
思
を
超
え
た
力
の
顕
現
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
ま
さ
に
神
秘
的
な
宗
教
的
原
体
験
と
言
わ
れ
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

ま
ず
ル
ツ
の
死
と
再
臨
信
仰
と
の
関
わ
り
か
ら
見
て
い
こ
う
。
あ
る
論
者
は
、
い
わ
ゆ
る
「
二
人
称
の
死
」
の
体
験
が
、
死
後
世
界
に
対

す
る
そ
の
人
の
考
え
方
を
変
え
る
、
と
述
べ
て
い
る
が
）
5
（

、
ル
ツ
の
死
を
体
験
し
た
内
村
の
来
世
観
に
生
じ
た
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
的
な

例
と
言
え
よ
う
。
ル
ツ
が
死
の
直
前
に
残
し
た
言
葉
、「
モ
ー
往
き
ま
す
」
を
父
鑑
三
は
、「
死
の
河
の
此
方
」
か
ら
で
は
な
く
、「
河
の
彼

方
の
岸
辺
に
立
ち
て
」
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
確
信
す
る
。
そ
し
て
言
う
、「
願
ふ
我
等
も
亦
此
世
の
業
を
終
へ
て
、
聖ち

ち父
の
国
に
往
か
ん
と

す
る
時
、
モ
ー
往
き
ま
す
の
言
を
発
し
て
彼
女
の
往
き
し
処
に
往
か
ん
こ
と
を
」（「
最
後
の
一
言
」
全
一
九
、
三
一
、
三
二
）
と
。
諸
家
も

述
べ
る
よ
う
に
、
ま
た
内
村
自
身
の
言
葉
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
愛
娘
ル
ツ
の
死
は
内
村
に
と
っ
て
、
霊
魂
不
滅
や
永
世
天
国
へ
の
確

信
を
確
固
た
る
も
の
と
し
た
。
こ
こ
に
、「
近
親
者
の
死
」
と
い
う
実
存
の
体
験
を
通
し
て
、
超
越
次
元
は
内
村
に
と
っ
て
現
実
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
道
程
を
経
て
到
達
し
た
再
臨
信
仰
は
、
愛
す
る
者
と
の
再
会
へ
の
希
求
を
動
機
と
す
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
歓
喜

に
満
ち
た
願
望
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
死
は
艱
難
で
は
な
く
常
に
歓
び
と
平
安
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
内
村
の
生
涯
か
ら
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当
然
予
想
さ
れ
る
、
こ
の
世
の
不
義
に
対
す
る
審
判
の
思
想
は
、
少
な
く
と
も
ル
ツ
の
死
や
自
ら
の
死
の
問
題
と
の
関
連
で
は
出
て
こ
な

い
。
確
か
に
死
は
こ
の
世
的
に
み
れ
ば
凶
事
で
あ
り
苦
痛
の
極
み
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
「
苦
痛
の
終
り
」
で
あ
り
「
真
の
自
由
に
入

る
の
門
」
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
死
は
最
大
の
解
放
者
」
で
あ
り
、「
死
を
以
て
新
生
命
は
始
ま
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

」
の
で
あ
る
（「
祝
す
べ
き
死
」
全

一
九
、
七
九
〜
八
五
、
明
治
四
五
）。

「
罪
の
支
払
う
報
酬
は
死
で
あ
る
」（
ロ
マ
書
六
・
二
三
）
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
教
示
の
下
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
最
も
恐
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
は
ず
の
死
も
、
内
村
に
お
い
て
は
、
死
に
ゆ
く
者
に
と
っ
て
は
罪
の
除
去
と
い
う
慰
籍
で
あ
り
、
歓
喜
す
べ
き
天
国
へ
の
門
で

あ
っ
た
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
八
章
の
「
姦
淫
の
女
」
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
の
態
度
に
見
る
よ
う
に
、
死
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
の
「
矜あ
わ
れ
み恤

」

に
満
ち
た
仲
保
が
裁
き
に
勝
つ
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
永
遠
の
滅
び
を
予
想
さ
せ
る
審
判
は
存
在
し
な
い
。
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
罪
を
贖
わ

れ
た
者
に
は
、
永
生
は
す
で
に
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
お
い
て
は
こ
の
世
で
受
け
た
生
命
が
そ
の
ま
ま
死
後
も
続
く
の
で
あ

る
。
心
理
的
に
み
れ
ば
、
こ
れ
は
内
村
に
と
っ
て
、
死
に
対
す
る
自
ら
の
悲
嘆
や
恐
怖
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
だ
て
で
あ
っ
た

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
に
お
い
て
再
臨
は
、
キ
リ
ス
ト
が
最
終
的
に
「
生
け
る
者
と
死
ね
る
者
と
を

裁
」（「
使
徒
信
条
」）
く
審
判
の
時
で
も
あ
る
。
だ
が
少
な
く
と
も
死
の
問
題
と
の
関
わ
り
か
ら
み
る
と
、
内
村
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
再
臨

の
第
一
義
的
な
目
的
は
、
審
判
に
で
は
な
く
ひ
と
え
に
歓
喜
と
し
て
の
救
済
に
あ
っ
た
。
再
臨
は
あ
く
ま
で
も
、
生
に
お
い
て
罪
を
赦
さ
れ

た
者
が
恵
み
と
し
て
享
受
す
べ
き
至
福
な
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
果
た
し
て
再
臨
が
も
た
ら
す
も
の
は
歓
喜
に
尽
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
死
の
問
題
と
の
関
連
で
は
、
再
臨
の
第
一
義
的
な

目
的
は
審
判
に
で
は
な
く
恵
み
と
し
て
の
救
い
に
お
か
れ
た
。
繰
り
返
す
が
、
い
わ
ゆ
る
「
一
人
称
の
死
」
と
「
二
人
称
の
死
」
に
お
い
て

は
、
再
臨
待
望
の
動
機
が
永
生
へ
の
願
望
、
そ
こ
で
の
愛
す
る
者
と
の
再
会
の
希
望
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
慰
藉
が
求
め
ら
れ
た
の
は
自

然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
世
の
不
義
に
対
す
る
熾
烈
な
戦
い
を
挑
み
続
け
た
内
村
に
あ
っ
て
は
、
再
臨
と
い
う
究

極
の
時
に
お
い
て
不
義
が
不
問
に
付
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
辺
の
消
息
に
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
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み
る
こ
と
と
し
た
い
。

世
の
不
義
一
般
に
対
す
る
究
極
的
な
審
判
が
語
り
出
さ
れ
る
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
内
村
の
目
に

映
っ
た
大
戦
前
夜
の
世
界
の
趨
勢
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。「
世
の
進
歩
」
に
対
す
る
そ
れ
ま
で
の
内
村
の
楽
観

的
な
確
信
は
、
次
第
に
打
ち
砕
か
れ
て
い
っ
た
。「
世
は
果
し
て
進
歩
し
つ
ゝ
あ
る
乎
」（
全
一
八
、
二
四
二
〜
二
四
七
）
と
題
す
る
一
文
に

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
内
村
の
苦
悶
と
懐
疑
を
見
る
。
進
歩
は
こ
の
世
の
特
性
で
あ
り
、
確
か
に
今
の
世
に
は
科
学
を
筆
頭
に
あ
ら
ゆ
る

面
で
著
し
い
進
歩
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
人
は
、
そ
う
し
た
外
面
的
な
進
歩
に
眩
惑
さ
れ
て
、
人
類
に
大
い
な
る
退
歩
の
あ
る
こ
と

を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
性
を
は
じ
め
と
し
て
宗
教
、
哲
学
・
思
想
、
政
治
、
芸
術
等
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
、
人
類
の
進
歩

は
す
で
に
そ
の
頂
点
を
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
言
い
つ
つ
内
村
は
、
総
体
と
し
て
の
人
類
は
「
一
個
人
」
に
例
え
ら
れ
る
と

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
個
人
と
同
様
、
人
類
全
体
に
も
発
育
と
衰
退
の
時
が
あ
る
。「
人
は
老
ひ
て
誡
む
る
に
欲
あ
り
」
と
言
う
が
、

人
類
全
体
も
老
い
て
ま
す
ま
す
欲
に
溺
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
類
は
、
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
ひ
た
す
ら
快
楽
の
み
を
追
求
す
る
存
在
と

な
り
果
て
た
。
で
は
そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
楽
園
か
、
と
問
い
か
け
つ
つ
、
内
村
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
否し
か

ら
ず
、
肉
欲
の
要
求
が
科

学
の
進
歩
と
法
律
の
完
成
と
、
道
徳
宗
教
の
俗
化
と
に
由
つ
て
完
全
に
充
た
さ
る
ゝ
時
に
、
其
時
に
聖
書
に
記
さ
る
ゝ
所
の
世
の
終
焉
は
来

る
の
で
あ
ら
ふ
、
…
…
」（
同
前
、
全
一
八
、
二
四
五
）。
各
人
・
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
己
の
欲
望
の
充
足
を
求
め
る
な
ら
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ

る
の
は
欲
望
の
主
体
同
士
の
果
て
し
な
い
闘
争
の
み
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
俗
世
間
の
手
段
に
よ
っ
て
欲
求
の
完
全
な
充
足
を
達
成
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
は
破
滅
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
真
の
正
義
の
実
現
は
肉
欲
の
抑
制
、
ひ
い
て

は
個
人
の
犠
牲
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
と
い
う
、
内
村
に
と
っ
て
基
本
的
な
信
念
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
ぬ
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。

内
村
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
憂
慮
は
第
一
次
世
界
大
戦
と
し
て
現
実
と
な
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
死
の
彼
方
に
望
ま
れ
る
再
臨
の
時
は
安

ら
ぎ
で
あ
り
恵
み
で
あ
っ
た
が
、「
戦
争
と
平
和
」
と
い
う
、
こ
の
世
の
義
と
不
義
を
め
ぐ
る
課
題
が
介
入
す
る
時
、
再
臨
は
や
は
り
厳
し

い
裁
き
を
迫
る
時
で
も
あ
っ
た
。
大
戦
の
経
験
を
通
し
て
書
か
れ
た
文
章
に
は
、
世
の
不
義
に
対
す
る
審
判
へ
の
明
ら
か
な
確
信
が
読
み
取
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れ
る
。
大
戦
の
終
結
を
目
前
に
し
て
書
か
れ
た
「
審
判
と
公
義
と
平
和
」（
全
二
四
、
一
五
八
、
一
九
一
八
年
）
は
、「
審
判
が
あ
り
て
公
義

が
あ
り
て
平
和
が
あ
る
の
で
あ
る
、
公
義
の
無
き
所
に
平
和
は
な
く
、
審
判
の
行
は
れ
ざ
る
所
に
公
義
は
無
い
」、
と
書
き
出
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
審さ
ば
き判
は
善
悪
の
判
別
で
あ
り
、
善
悪
の
裁
き
が
行
わ
れ
て
初
め
て
真
の
公
義
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
真
の
平
和
が
臨
む
の
で

あ
る
と
明
言
さ
れ
る
。
審
判
は
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
苦
痛
で
あ
り
無
慈
悲
で
あ
る
が
、
公
平
な
審
判
な
し
に
は
真
の
平
和
は
到
来
し
な
い
。

し
か
し
、
内
村
の
言
う
善
悪
の
判
別
、
公
正
な
審
判
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
政
治
家
た
ち
が
鳩
首
し
て
定
め
る
講
和
条
約
の
ご
と
き
も
の

で
は
な
い
。「
完
全
な
る
審
判
」
は
こ
の
世
に
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
が
行
わ
れ
る
の
は
、
来
臨
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
審
判
の
時
で

あ
る
。「
神
が
キ
リ
ス
ト
を
以
て
世
を
審さ

ば判
き
給
ふ
ま
で
は
真ま
こ
との

審さ
ば
き判

は
行
は
れ
な
い
。
随
し
た
が
つて

真
の
平
和
は
人
の
間
に
臨
ま
な
い
…
故
に
信

者
は
恒
に
祈
て
言
ふ
の
で
あ
る
「
主
よ
来
り
給
へ
、
地
と
ひ
と
と
を
審さ
ば
き判
給
へ
、
而
し
て
永
久
の
平
和
を
与
へ
給
へ
」」（「
審
判
と
公
義
と

平
和
」
全
二
四
、
一
五
九
）。

し
か
し
内
村
は
、
世
の
衰
亡
の
彼
方
に
失
望
で
は
な
く
「
時
の
休し
る
し徴　

馬
太
伝
一
六
章
三
節
」（「
時
の
休
徴
」
一
九
一
六
年
一
一
月
、
全

二
三
、
二
五
）、
キ
リ
ス
ト
来
臨
の
予
兆
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
究
極
の
救
い
の
希
望
を
読
み
と
っ
た
。「
然
ら
ば
我
等
は
失
望
す

べ
き
乎
」
と
問
い
か
け
つ
つ
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
確
言
す
る
。「
然さ

う
で
な
い
、
人
類
の
希
望
は
文
明
に
於
て
無
い
、
所
謂
基
督
教
国
に

於
て
無
い
、
神
御
自
身
に
於
て
あ
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
天
地
は
失
す
る
と
も
渝か
は

ら
ざ
る
彼
の
良
き
聖
旨
に
於
て
在
る
、
神
は
其
手
に
て
造
り
給
ひ
し
者
を
藐か
ろ

し
め
給
は
な
い
、
…
…
主
イ
エ
ス
よ
来
り
給
へ
」（
同
前
、
全
二
三
、
二
六
）。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
信
仰
へ
の
逃
避
で
あ
り
、
倫
理
的
努
力
の
放
棄
で
あ
る
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
見
た
よ
う
に
、
再
臨
に
よ
る
「
戦
争
と
平
和
」
問
題
の
解
決
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
努
力
へ
の
絶
望
の
極
に
お
い
て

開
か
れ
た
新
た
な
地
平
で
あ
っ
た
。
彼
は
言
う
、
こ
の
た
び
の
世
界
大
戦
で
欧
米
の
宗
教
家
た
ち
が
語
る
べ
き
言
葉
を
失
っ
て
い
る
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
文
明
を
同
視
し
て
、
文
明
の
力
に
よ
る
解
決
に
の
み
望
み
を
か
け
て
い
た
ゆ
え
で
あ
る
と
。
内
村
に
と
っ
て
、
再
臨
に
よ
る

平
和
実
現
の
確
信
は
、
人
間
的
努
力
に
よ
る
平
和
招
来
の
希
望
が
徹
底
的
に
打
ち
砕
か
れ
、
人
知
に
頼
る
限
り
、
真
の
平
和
の
到
来
は
あ
り
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得
な
い
こ
と
を
見
極
め
た
地
点
に
お
い
て
開
か
れ
た
境
涯
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
倫
理
的
努
力
の
回
避
で
は
な
く
、
逆
に
全
く
新
た

な
倫
理
的
地
平
へ
の
到
達
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
ま
と
め
に
代
え
て
、
内
村
が
最
終
的
に
到
達
し
た
倫
理
的
世
界
の
あ
り
よ
う
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
し
て
稿
を

閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
再
臨
を
信
ず
る
に
由
り
て
余
は
初
め
て
聖
書
が
解
し
易
き
書
と
な
っ
た

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

」、「
余
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
が
解
つ
て
人
生
が
解
つ
た

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

」（「
基

督
再
臨
を
信
ず
る
よ
り
来
り
し
余
の
思
想
上
の
変
化
」
全
二
四
、
三
八
四
〜
三
九
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
信
仰
は
、
そ

れ
ま
で
の
内
村
が
抱
え
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
根
本
的
か
つ
十
全
に
解
く
鍵
と
な
っ
た
が
、
い
ま
こ
の
こ
と
を
、「
戦
争
と
平
和
」
と

い
う
内
村
の
畢
生
の
課
題
と
の
関
わ
り
に
絞
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
究
極
の
正
義
と
は
真
の
平
和
の
実
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
再

臨
に
お
い
て
初
め
て
現
実
と
な
る
、
と
い
う
確
信
に
至
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
彼
は
言
う
、「
然
れ
ど
も
余
輩
が
幾
度
も
繰
返
し
て
言

ひ
し
が
如
く
に
戦
争
は
戦
争
を
以
て
し
て
終
ら
な
い
の
で
あ
る
、
其
反
対
に
戦
争
は
新
た
に
戦
争
を
作
る
の
で
あ
る
、
…
…
」、「
戦
争
5

5

は
神
の
大
能
の
実
現
に
由
て
止
む
の
で
あ
る
、
戦
争
廃
止
は
神
が
御
自
身
の
御
手
に
保
留
し
給
ふ
事
業
で
あ
る

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

、
是
は
神
の
定
め
給
ひ

し
世
の
審
判
者
な
る
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
以
て
実
現
さ
る
べ
き
事
で
あ
る
、
…
…
」（
以
上
、「
戦
争
廃
止
に
関
す
る
聖
書
の
明
示
」
全

二
三
、
二
八
三
、
二
八
五
）。

本
論
考
の
二
節
に
お
い
て
、
戦
争
の
是
非
論
に
代
わ
っ
て
平
和
と
い
う
課
題
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
内
村
の
関
心
の
所
在

が
、
客
観
的
秩
序
の
追
求
か
ら
信
仰
者
と
し
て
の
主
体
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
神
人
関
係
の
あ
り
方
へ
と
軸
を
移
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
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あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
今
こ
の
こ
と
を　
「
戦
争
と
平
和
」
の
問
題
に
パ
ラ
レ
ル
に
持
ち
込
む
な
ら
、
再
臨
信
仰
の
下
に
お
け
る
平
和
問
題
の

本
質
は
、
も
は
や
具
体
的
な
望
ま
し
い
世
界
秩
序
の
追
求
で
は
な
く
、
神
と
世
界
と
の
究
極
的
な
あ
り
方
の
追
求
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
あ

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

宗
教
と
は
「
正
義
の
実
行
」
で
あ
り
信
仰
と
は
「
正
義
に
関
す
る
信
仰
」
で
あ
っ
て
、「
正
義
は
必
ず
行
は
る
」
と
は
、
内
村
の
生
涯
を

貫
く
確
信
で
あ
っ
た
が
、
か
つ
て
は
正
義
は
具
体
的
な
社
会
的
政
治
的
様
相
と
し
て
、
そ
の
時
々
の
現
実
問
題
に
い
か
に
対
処
す
る
か
と

い
う
仕
方
で
探
ら
れ
た
。
だ
が
再
臨
信
仰
の
下
で
は
、
そ
う
し
た
「
人
間
的
解
決
」
を
こ
と
と
す
る
姿
勢
は
根
本
的
に
砕
か
れ
る
。
例
え

ば
、
国
際
連
盟
の
成
立
に
際
し
て
し
た
た
め
ら
れ
た
文
章
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。「
国
際
聨
盟
将
さ
に
成
ら
ん
と
す
、
然
れ
ど
も

成
る
も
成
ら
ざ
る
が
如
し
、
之
に
由
て
世
界
の
平
和
は
来
ら
な
い
、
戦
争
は
止
ま
な
い
、
…
…
」。
さ
ら
に
同
文
に
は
次
の
よ
う
な
言
説
も

あ
る
。「
民
本
主
義
の
普
及
に
由
て
世
界
改
造
、
人
類
平
和
を
計
る
が
如
き
、
迷
妄
之
よ
り
大
な
る
は
な
し
、
…
…
」（「
聨
盟
と
暗
黒
」
全

二
四
、
五
五
三
、
五
五
四
）。
こ
の
よ
う
に
、
真
の
「
正
義
」
の
実
現
へ
の
希
求
が
再
臨
信
仰
に
お
い
て
最
終
的
に
満
た
さ
れ
る
と
信
じ
ら

れ
る
と
き
、
人
間
的
な
行
為
の
意
味
や
可
能
性
を
問
い
、
そ
の
実
現
を
画
策
す
る
こ
と
は
す
べ
て
無
意
味
と
な
る
。
人
に
残
さ
れ
た
課
題

は
、
も
は
や
平
和
実
現
に
向
け
て
の
具
体
的
な
算
段
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
が
「
神
の
義
」
と
信
じ
る
こ
と
の
実
践
に
ひ
た
す

ら
没
頭
し
、
そ
の
結
果
は
神
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
方
向
性
の
な
い
、
無
目
的
な
努
力
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
再
臨
に

よ
っ
て
こ
そ
「
世
界
問
題
も
余
が
内
心
の
問
題
も
悉
く
説
明
し
得
る
の
で
あ
る
、
愚
か
な
り
し
哉
久
し
き
間
此
身
を
献
げ
自
己
の
小
さ
き
力

を
以
て
世
の
改
善
を
計
ら
ん
と
せ
し
事
、
こ
は
余
の
事ビ
ジ
ネ
ス業

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
キ
リ
ス
ト
来
り

8

8

8

8

8

8

て
此
事
を
完
成
し
給
ふ
の
で
あ
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、

平
和
は
彼
の
再
来
に
由
て
始
め
て
実
現
す
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

」
か
ら
で
あ
る
（「
聖
書
研
究
者
の
立
場
よ
り
見
た
る
基
督
の
再
来
」
全
二
四
、
六
〇
）。「
世

界
の
平
和
」
は
「
人
類
の
努
力
に
由
て
来
ら
ず

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
キ
リ
ス
ト
の
再
来
に
由
て
来
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
神
の
子
再
び
王
と
し
て
来
る
時
人
類
の
理
想
は
実
現
す

る
」（「
世
界
の
平
和
は
如
何
に
し
て
来
る
乎
」
全
二
四
、
一
三
五
〜
一
三
六
）
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
よ
う
に
、
平
和
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
倫
理
問
題
の
解
決
が
す
べ
て
再
臨
の
キ
リ
ス
ト
の
手
に
掌
握
さ
れ
た
地
平
で
も
、
人
は
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な
す
こ
と
な
く
拱
手
し
て
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
な
お
正
義
を
唱
え
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
を
、
内
村
は
次
の

よ
う
に
語
る
。

「
然
ら
ば
信
者
は
何
故
に
非
戦
を
唱
ふ
べ
き
で
あ
る
乎
、
非
戦
の
行
は
れ
ざ
る
を
知
り
な
が
ら
非
戦
を
唱
ふ
る
の
必
要
な
し
と
云
ふ
者

あ
ら
ん
、
然
ら
ざ
る
な
り
、
信
者
が
非
戦
を
唱
ふ
る
は
現
世
に
於
て
非
戦
の
行
は
る
べ
き
を
予
期
す
る
か
ら
で
は
な
い
、
其
の
神
の
欲こ
の

み

給
ふ
所
な
る
を
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
、
若
し
実
行
を
期
せ
ん
乎
、
廃
娼
も
之
を
唱
ふ
る
の
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
、
禁
酒
禁
煙
亦
然
り
で

あ
る
、
現
今
の
世
に
在
り
て
罪
悪
の
絶
ゆ
る
時
と
て
は
之
を
望
む
も
益
な
し
で
あ
る
、
然
れ
ど
も
我
等
は
之
に
反
対
し
て
止
ま
な
い
の
で

あ
る
、
…
…
」。
人
間
の
努
力
は
、
そ
の
実
現
を
目
指
そ
う
と
す
る
な
ら
、
す
べ
て
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
罪
人
の
集
合
体
で
あ
る

世
界
に
お
い
て
、
完
全
な
平
和
の
実
現
を
望
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
内
村
に
は
言
わ
ば
笊
で
水
を
汲
む
よ
う
な
行
為
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
人
が
正
義
の
実
現
に
向
け
て
倦
む
こ
と
な
く
倫
理
的
行
為
を
続
け
る
の
は
、「
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
如

く
に
（
再
臨
の
）
主
の
た
め
に
道
を
備
ふ
る
」
行
為
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
と
い
う
（
以
上
、「
戦
争
廃
止
に
関
す
る
聖
書
の
明
示
」
全

二
三
、
二
八
六
、
二
八
八
）。
人
の
あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
努
力
は
、
そ
の
直
接
の
実
現
を
目
指
そ
う
と
す
る
限
り
意
味
を
失
う
。
代
わ
っ
て
す

べ
て
の
行
為
の
目
的
は
、
神
と
世
界
の
関
係
を
あ
る
べ
き
あ
り
よ
う
に
正
す
こ
と
に
奉
仕
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
根
源
的
な
意
義
と
不
屈
の
活
力
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

再
臨
の
時
に
実
現
さ
れ
る
正
義
の
具
体
的
な
様
相
は
、
そ
れ
が
超
越
の
彼
方
の
出
来
事
で
あ
る
ゆ
え
に
人
が
計
り
知
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も

の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
キ
リ
ス
ト
来
臨
の
目
的
は
、
神
の
造
化
の
目
的
で
あ
る
「
万
物
の
完
成
」
の
成
就
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
再
臨
に
お
い

て
は
真
の
正
義
と
そ
れ
に
伴
う
平
和
が
臨
み
、
愛
が
人
類
の
法
則
と
な
り
、
こ
こ
に
創
造
の
目
的
に
適
う
完
全
な
天
地
が
立
ち
現
れ
る
。
そ

こ
で
は
も
は
や
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
戦
争
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
「
不
義
」
が
義
と
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
人
の
全
て
の
倫
理
的
努
力
は
、
そ
う
し
た
神
の
目
的
の
実
現
に
荷
担
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
新
た
な
意
義
と
活
力
を
獲

得
す
る
の
で
あ
る
。
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内
村
の
不
屈
の
倫
理
的
努
力
の
活
力
源
は
こ
の
よ
う
に
、
究
極
の
正
義
は
再
臨
に
お
い
て
必
ず
実
現
す
る
と
い
う
磐
石
の
信
仰
に
あ
っ

た
。
こ
こ
に
は
、
終
末
的
な
究
極
性
を
拠
り
所
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
倫
理
的
行
為
へ
の
倦
む
こ
と
の
な
い
活
力
を
得
て
生
き
る
信
仰
者
の
姿

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
筆
者
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
そ
の
倫
理
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
神
と
信
仰
主
体
の
間
に
見
ら
れ
る
緊
張
度

の
高
ま
り
が
、
そ
の
ま
ま
現
実
問
題
へ
の
対
応
に
お
け
る
厳
し
さ
の
度
合
い
対
応
す
る
と
い
う
構
造
を
鮮
や
か
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
指
摘
し
た
）
6
（

。
こ
の
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
き
、
人
為
を
超
え
た
他
界
的
な
地
平
に
究
極
の
根
拠
を
据
え
た
内
村
の
倫
理
的
態
度

は
、
現
代
に
お
け
る
信
仰
者
の
生
き
方
に
も
普
遍
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

内
村
鑑
三
の
文
章
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
『
内
村
鑑
三
全
集
』
全
四
〇
巻
、
一
九
八
〇
〜
一
九
八
四
に
よ
っ
た
。

『
内
村
鑑
三
全
集
』
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
文
中
で
（　

）
内
に
記
し
た
。

〔
内
村
鑑
三
の
著
書
〕

『
内
村
鑑
三
全
集
』
全
四
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
〜
一
九
八
四
。

『
内
村
鑑
三
選
集
2
・
非
戦
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
。

『
内
村
鑑
三
選
集
8
・
生
と
死
に
つ
い
て
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
。

『
内
村
鑑
三
信
仰
著
作
全
集
21
』
教
文
館
、
一
九
六
二
。
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注

（
1
） 

小
原
信
『
内
村
鑑
三
の
生
涯
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
九
二
、
三
四
五
頁
。

（
2
） 

丸
山
眞
男
「
内
村
鑑
三
と
「
非
戦
」
の
論
理
」、『
丸
山
眞
男
集
』
第
五
巻
、
一
九
五
一
―
一
九
五
三
、
岩
波
書
店
。

（
3
） 

国
益
と
生
活
の
安
寧
を
以
て
平
和
と
す
る
現
代
日
本
は
、
内
村
に
言
わ
せ
れ
ば
「
下
劣
の
平
和
を
愛
す
る
国
民
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
。

（
4
） 

富
岡
幸
一
郎
『
非
戦
論
』（
N
T
T
出
版
、
二
〇
〇
四
）
の
第
二
章
「
非
戦
論
の
源
流
」
で
は
、
内
村
の
再
臨
信
仰
下
に
お
け
る
非
戦
論
の
意
義

が
剔
抉
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 

竹
内
整
一
は
『
日
本
人
は
な
ぜ
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
別
れ
る
の
か
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
九
）
で
、「
二
人
称
（
あ
な
た
）
の
死
を
経
験
す

る
こ
と
で
「
あ
の
世
」
と
い
う
考
え
方
は
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
柳
田
邦
男
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
6
） 

鵜
沼
裕
子
「
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
た
国
家
と
倫
理
」、
日
本
倫
理
学
会
編
『
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
と
倫
理
』
慶
応
通
信
、
一
九
八
七
、
一
四
六

頁
。

な
お
、「
再
臨
信
仰
と
非
戦
論
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
論
文
で
も
触
れ
た
。

　
　
　

参
考
文
献
（
注
と
し
て
あ
げ
た
も
の
を
除
く
）

鈴
木
範
久
『
内
村
鑑
三
日
録
』
全
一
二
巻
、
教
文
館
、
一
九
九
三
〜
一
九
九
九
。
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鈴
木
範
久
『
内
村
鑑
三
』、
岩
波
新
書
、
一
九
八
四
。

道
家
弘
一
郎
『
内
村
鑑
三
論
』
沖
積
舎
、
一
九
九
二
。

大
山
綱
夫
「
内
村
鑑
三 

――
日
清
・
日
露
の
間
――
」
キ
リ
ス
ト
教
図
書
出
版
社
『
内
村
鑑
三
研
究
』
第
二
七
号
、
六
二
〜
八
五
頁
。
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