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殉
教
者
・
朱
基
徹
に
お
け
る
「
死
生
観
」

高

萬

松

は
じ
め
に

朱
基
徹
（
ジ
ュ
・
ギ
チ
ョ
ル
、
一
八
九
七
―
一
九
四
四
・
四
・
二
一
）
牧
師
は
日
本
帝
国
主
義
が
神
社
参
拝
を
韓
国
教
会
に
強
要
し

た
時
代
、
そ
れ
を
拒
否
し
続
け
、
遂
に
「
殉
教
」
し
た
韓
国
人
牧
師
で
あ
る
。
一
九
四
四
年
の
殉
教
か
ら
六
八
年
が
過
ぎ
た
が
、
彼
の

伝
記
、
そ
し
て
神
学
と
信
仰
の
関
連
論
文
、
記
念
講
演
な
ど
が
多
く
あ

（
１
）

る
。
そ
れ
ら
は
主
に
神
社
参
拝
問
題
を
中
心
に
す
る
傾
向
が
強

い
が
、
本
稿
で
は
彼
が
「
生
」
と
「
死
」
と
「
苦
難
」
と
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
か
に
重
点
を
置
い
て
考
察
し
た
い
。

彼
は
神
学
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
著
作
が
な
く
、
ま
た
説
教
集
な
ど
も
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
説
教
を
聞
い
て
い
た
人
々
が
記
憶
を

も
と
に
ま
と
め
た
も
の
、
ま
た
当
時
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
説
教
を
合
わ
せ
る
と
約
二
五
篇
に
な

（
２
）

る
。
一
部
は
他
人
の
手
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
制
約
も
あ
る
が
、
彼
の
根
本
的
な
思
想
か
ら
は
大
き
く
離
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う

な
説
教
を
資
料
と
し
て
用
い
る
。

殉
教
者
の
信
仰
と
行
為
は
偉
大
で
あ
る
た
め
、
後
代
の
人
々
が
そ
れ
を
称
賛
す
る
あ
ま
り
、
神
に
帰
す
べ
き
栄
光
が
損
な
わ
れ
る
危
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険
性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
意
識
し
つ
つ
、
神
が
朱
基
徹
に
何
を
な
さ
っ
た
か
に
焦
点
を
当
て
た
い
と
思
う
。

一

朱
基
徹
に
お
け
る
「
生
」
の
理
解

朱
基
徹
が
キ
リ
ス
ト
者
の
「
生
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
彼
の
実
際
の
生
涯
を
踏
ま
え
た
上
で
、

彼
の
説
教
を
取
り
上
げ
る
。

１

生
涯

朱
基
徹
の
生
涯
は
次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
時
代
が
牧
師
へ
の
召
命
を
受
け
る
以
前
、
第
二
が
平
壤
長
老
会
神
学
校
の
卒
業

後
の
牧
会
時
代
、
そ
し
て
第
三
が
神
社
参
拝
反
対
に
よ
る
収
監
時
代
と
な
る
。
そ
の
三
つ
の
時
代
を
一
言
で
ま
と
め
る
と
、
苦
難
を
通

し
て
生
か
ら
死
に
至
っ
た
牧
師
の
生
涯
で
あ
る
。
そ
の
第
一
時
代
は
、
彼
が
当
時
韓
国
で
有
名
な
キ
リ
ス
ト
者
の
民
族
運
動
家
、
教
育

家
た
ち
か
ら
影
響
を
受
け
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
人
格
が
形
成
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
大
学
一
年
の
時
に
持
病
の
目
の
病
気
に
よ
っ

て
学
業
を
止
め
て
、そ
れ
か
ら
四
年
間
の
挫
折
期
間
が
あ
っ
た
が
、む
し
ろ
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
彼
は
人
生
の
転
換
を
経
験
す
る
。

リ
バ
イ
バ
ル
集
会
で
回
心
し
、
彼
は
牧
師
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
神
の
摂
理
」
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
第
三
の
時
代

を
収
監
の
時
代
と
言
っ
た
が
、
彼
の
生
涯
に
お
け
る
苦
難
の
時
代
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
八
年
二
月
に
平
壤
の
警
察
署
に
最

初
に
拘
束
さ
れ
て
以
来
、
七
年
間
に
四
回
に
わ
た
っ
て
拘
束
さ
れ
、
そ
し
て
最
後
の
一
九
四
〇
年
九
月
に
平
壤
警
察
署
に
拘
束
さ
れ
て

一
九
四
四
年
四
月
二
一
日
の
殉
教
の
時
ま
で
、
彼
は
苦
難
の
道
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
厳
し
い
拷
問
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

殉教者・朱基徹における「死生観」
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２

時
代
的
状
況

こ
こ
で
は
朱
基
徹
自
身
の
言
葉
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
絞
っ
て
三
点
挙
げ
よ
う
。
第
一
に
当
時
の
韓
国
の
長
老
派
教
会
の
実
態
で
あ

る
。
神
社
参
拝
反
対
を
巡
っ
て
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
の
一
部
は
、
韓
国
教
会
全
体
が
一
塊
と
な
っ
て
反
対
運
動
を
続
け
殉
教
者
が
出
た

と
捉
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
一
九
三
八
年
頃
に
な
る
と
韓
国
教
会
も
日
本
帝
国
主
義
に
屈
服
し
て
神
社
参
拝
を
可

決
し
た
。
牧
師
た
ち
も
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
総
督
府
と
結
び
つ
い
て
妥
協
す
る
グ
ル
ー
プ
、
牧
会

を
止
め
て
逃
げ
る
グ
ル
ー
プ
、
そ
し
て
抵
抗
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
朱
基
徹
は
そ
の
第
三
番
目
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
、
生
き
る

か
死
ぬ
か
と
い
う
切
迫
し
た
時
代
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
は
日
中
戦
争
も
勃
発
し
た
頃
で
あ
っ
た
の
で
、
朱
基
徹
は
そ
の
よ

う
な
時
代
を
見
て
、
主
の
再
臨
も
近
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
た
。
当
時
の
社
会
風
潮
は
若
い
人
々
が
共
産
主
義
に
魅
力

を
持
っ
て
教
会
か
ら
離
れ
て
い
く
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
彼
は
伝
道
の
必
要
性
を
力
強
く
語
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
三
つ
の
事
柄
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
教
会
が
生
き
る
か
死
ぬ
か
、
あ
る
い
は
、
人
間
の
魂
が
救
わ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
生
死
の
問

題
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

３

牧
師
と
し
て
の
生

朱
基
徹
が
殉
教
者
と
な
っ
た
の
は
彼
が
牧
師
で
あ
っ
た
理
由
が
最
も
大
き
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
が
当
時
最
も
影
響
力
の
あ
る
教
会

で
牧
会
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
牧
師
と
し
て
の
彼
の
「
生
」
に
焦
点
を
当
て
る
。
韓
国
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
歴
史
の
中
で

彼
は
第
二
世
代
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
。
人
生
の
進
路
に
迷
っ
た
面
も
見
ら
れ
る
が
、
一
九
二
〇
年
（
二
三
歳
）
に
リ
バ
イ
バ
ル
集
会

に
参
加
し
「
回
心
」
を
体
験
し
、
そ
の
き
っ
か
け
で
平
壤
長
老
会
神
学
校
を
卒
業
し
、
牧
師
と
な
っ
た
。

当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
新
聞
『
基
督
新
報
』（
一
九
三
六
年
五
月
一
三
日
付
）
に
は
朱
基
徹
の
「
牧
師
職
の
栄
光
」
と
い
う
説
教
が
掲
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載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
イ
エ
ス
教
長
老
会
所
属
の
牧
師
修
養
会
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
説
教
し
た
も
の
で
、「
神
か
ら
の
選
び
」

と
「
神
の
栄
光
」
と
い
う
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
神
が
ご
自
分
の
栄
光
の
た
め
に
牧
師
を
選
び
、
牧
師
は
神
の
恩
寵
に

仕
え
る
と
い
う
信
仰
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
と
関
連
あ
る
箇
所
だ
け
取
り
上
げ
よ
う
。

牧
師
修
養
会
で
の
説
教
の
性
格
上
、
こ
れ
は
牧
師
た
ち
に
使
命
感
を
自
覚
さ
せ
る
意
図
が
強
い
。
そ
の
使
命
感
は
、
何
よ
り
も
神
に

選
ば
れ
た
と
自
覚
す
る
人
が
抱
く
も
の
で
あ
る
。
朱
基
徹
は
そ
の
た
め
に
聖
書
の
人
物
を
例
と
し
て
挙
げ
、「
原
則
的
に
牧
師
は
神
が

選
び
」、
神
が
立
た
せ
る
と
言
っ
て
い

（
３
）

る
。
朱
基
徹
自
身
も
体
験
的
に
そ
れ
を
証
言
し
て
い
る
。

ま
た
牧
師
は
「
神
の
栄
光
の
た
め
に
生
き
る
者
」
と
彼
は
定
義
し
て
い

（
４
）

る
。「
生
き
る
に
も
死
ぬ
に
も
、
わ
た
し
の
身
に
よ
っ
て
キ

リ
ス
ト
が
あ
が
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
」（
ピ
リ
ピ

一
・
二
〇
、
口
語
訳
、
以
下
同
様
）
と
い
う
聖
書
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
言
葉
が
牧
師
の
生
活
の
中
心
思
想
を
表
し
て
い
る
と
見
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
一
般
社
会
に
は
牧
師
は
民
族
主
義
者
、

社
会
事
業
家
だ
と
い
う
誤
解
も
あ
っ
た
が
、
彼
は
牧
師
が
「
専
ら
神
の
栄
光
と
、
そ
の
名
と
神
の
国
の
た
め
に
生
き
る
神
の
使
者
」
で

あ
る
と
力
説
し
て
い

（
５
）

る
。

４

神
の
前
で
の
「
生
」

神
の
前
で
の
生
と
い
う
生
き
方
は
朱
基
徹
の
生
を
貫
い
て
い
る
。
彼
の
言
う
神
は
、
創
造
主
で
、
人
間
の
生
と
死
の
支
配
者
で
あ
り
、

同
時
に
全
能
の
神
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
の
「
神
の
前
で
の
生
活
」
と
題
す
る
説
教
の
冒
頭
で
「
私
た
ち
が
ど
こ
に
行
っ
て
何
を
し
て

も
、
神
様
は
私
た
ち
の
す
べ
て
を
見
て
お
ら
れ
る
。
私
た
ち
は
こ
の
事
実
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い

（
６
）

る
。
彼
は

こ
の
よ
う
な
神
認
識
の
下
で
キ
リ
ス
ト
者
の
生
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。

生
の
在
り
方
と
は
「
敬
虔
な
生
活
」、「
正
直
な
生
活
」、
そ
し
て
「
神
に
認
め
ら
れ
る
生
活
」
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
集
約
で
き
る

殉教者・朱基徹における「死生観」
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が
、
こ
こ
で
は
最
後
の
点
に
絞
り
た
い
。
彼
に
よ
れ
ば
当
時
の
風
潮
で
は
、
神
の
御
心
に
従
う
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
人
間
を
意
識
す
る

傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
行
動
様
式
の
結
末
は
神
の
名
を
汚
す
こ
と
に
至
る
。
そ
れ
を
警
戒
し
つ
つ
、
彼
は
「
こ
の
世
界
が
す
べ

て
汚
れ
て
も
主
イ
エ
ス
の
み
は
聖
で
あ
る
た
め
、
私
た
ち
は
専
ら
彼
に
従
い
、
彼
の
命
令
に
従
っ
て
こ
の
汚
れ
て
い
る
世
界
を
清
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
締
め
く
く
っ
て
い

（
７
）

る
。
彼
は
そ
れ
以
降
も
、
神
の
前
で
の
生
の
態
度
を
堅
持
し
た
に
違
い
な
い
。

５

朱
基
徹
の
弱
さ

強
者
が
殉
教
す
る
の
で
は
な
く
、
弱
さ
の
あ
る
人
間
が
殉
教
の
使
命
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
に
神
の
御
心
が
あ
る
。
使
徒
パ
ウ
ロ

も
「
わ
た
し
は
、
な
ん
と
い
う
み
じ
め
な
人
間
な
の
だ
ろ
う
。
だ
れ
が
、
こ
の
死
の
か
ら
だ
か
ら
、
わ
た
し
を
救
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う

か
」（
ロ
ー
マ

七
・
二
四
）
と
祈
っ
た
よ
う
に
、
類
似
の
祈
り
が
朱
基
徹
に
も
あ
る
。

彼
の
「
謙
遜
の
た
め
に
」（
一
九
三
九
年
二
月
）
と
い
う
祈
祷
文
は
自
己
絶
望
か
ら
の
叫
び
の
よ
う
で
あ
る
。
朱
基
徹
は
そ
こ
に
お

い
て
主
イ
エ
ス
の
謙
遜
に
言
及
し
た
後
、
自
己
絶
望
に
陥
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
し
か
し
、
私
の
内
に
は

常
に
『
わ
た
し
』
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
座
る
べ
き
場
所
に
こ
の
奴
﹇
身
﹈
が
座
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
あ

な
た
が
受
け
る
べ
き
栄
光
と
賛
美
と
を
こ
の
奴
﹇
身
﹈
が
受
け
よ
う
と
す
る
時
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま

（
８
）

す
」
と
。
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は

朝
鮮
イ
エ
ス
教
長
老
会
の
総
会
が
神
社
参
拝
を
決
議
し
、
彼
も
警
察
当
局
に
拘
束
さ
れ
、
し
ば
ら
く
の
間
釈
放
さ
れ
た
頃
だ
と
思
わ
れ

る
。
教
会
の
置
か
れ
て
い
た
切
迫
し
た
状
況
下
で
直
面
さ
せ
ら
れ
た
妥
協
と
抵
抗
の
間
の
内
的
葛
藤
が
窺
え
る
。
そ
の
中
で
彼
の
次
の

よ
う
な
祈
り
は
彼
の
謙
遜
さ
を
十
分
に
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

あ
あ
、
主
よ
！

私
は
義
を
求
め
て
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
完
全
さ
を
求
め
よ
う
と
心
が
燃
え
て
は
い
ま
せ
ん
。
自
分
の
罪
悪
を
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深
刻
に
受
け
止
め
、
そ
の
た
め
に
悔
い
改
め
よ
う
と
も
し
ま
せ
ん
。
ま
た
自
分
の
弱
さ
を
認
め
ず
、
向
上
し
よ
う
と
も
し
て
い
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
確
か
に
私
の
志
が
弱
い
証
拠
で
す
。
こ
れ
が
私
の
傲
慢
で

（
９
）

す
。

こ
の
よ
う
に
自
分
の
弱
さ
を
感
じ
て
い
る
彼
の
姿
に
、
彼
の
強
さ
が
隠
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

二

キ
リ
ス
ト
者
の
地
上
の
生
の
終
わ
り

キ
リ
ス
ト
者
の
地
上
生
活
の
終
わ
り
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
が
肉
体
の
「
死
」
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
る
。

彼
の
説
教
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
聖
書
の
理
解
が
見
ら
れ
る
。

１

「
一
死
覚
悟
」

「
一
死
覚
悟
」
と
題
す
る
説
教
は
「
死
」
に
対
し
て
積
極
的
な
態
度
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
九
三
三
年
一
一
月
、
平
壤
長
老
会
神

学
校
で
開
か
れ
た
「
査
経
会
（
聖
書
勉
強
会
）」
で
の
説
教
で
あ
る
。
こ
れ
が
神
学
生
の
前
で
の
も
の
な
の
で
、
彼
の
死
（
殉
教
）
の

予
言
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
説
教
は
、「
イ
エ
ス
に
従
っ
て
一
死
覚
悟
」、「
他
人
の
た
め
に
一
死
覚
悟
」、
そ
し
て
「
復
活
の
真
理
の
た
め
に
一
死
覚
悟
」
と

い
う
三
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
「
イ
エ
ス
に
従
っ
て
一
死
覚
悟
」
と
い
う
段
落
で
は
イ
エ
ス
に
従
お
う
と
す
る
者
の

「
死
」
に
対
す
る
基
本
的
な
姿
勢
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
イ
エ
ス
に
従
う
道
は
自
分
の
命
を
惜
し
む
者
に
は
似
合

わ
ず
、「
イ
エ
ス
を
捨
て
て
生
き
る
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
イ
エ
ス
に
従
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
実
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
」
と
見
て

殉教者・朱基徹における「死生観」
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い
（
１０
）

る
。
第
二
の
「
他
人
の
た
め
に
一
死
覚
悟
」
と
い
う
段
落
で
は
、
神
学
生
の
前
に
主
イ
エ
ス
の
地
上
の
生
の
在
り
方
を
提
示
し
、
イ

エ
ス
の
模
範
に
従
う
べ
き
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
の
誕
生
か
ら
十
字
架
の
死
に
至
る
ま
で
、
主
イ
エ
ス
の
地
上

の
生
が
他
人
の
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
生
の
頂
点
に
十
字
架
の
死
が
あ
る
。
そ
の
死
が
罪
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の

で
、
キ
リ
ス
ト
者
の
行
為
も
他
人
の
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い

（
１１
）

る
。
第
三
は
「
復
活
の
真
理
の
た
め
に
一
死
覚

悟
」
と
い
う
段
落
で
あ
る
。
朱
基
徹
は
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
が
当
時
に
至
る
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
根
本
的
要
素
が
復
活
の
福
音
で
あ

る
と
見
て
、
次
の
よ
う
に
伝
道
者
た
ち
に
復
活
の
証
人
の
生
を
促
し
て
い
る
。
彼
は
言
う
。「
復
活
の
福
音
が
我
々
に
至
る
ま
で
殉
教

の
血
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
…
…
諸
君
が
読
ん
で
い
る
聖
書
は
血
の
記
録
！
血
の
伝
達
で
あ
る
。
神
学
を
語
る
こ
と
で
諸
君
の

使
命
が
全
う
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
血
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
復
活
の
福
音
の
た
め
に
ト
マ
ス
は
イ
ン
ド
で
命
を
散
ら
し
た
。

あ
あ
！
今
日
の
我
々
に
も
復
活
の
福
音
の
た
め
に
一
死
覚

（
１２
）

悟
」。

２

地
上
の
生
の
終
わ
り
と
し
て
の
「
死
」

朱
基
徹
に
と
っ
て
「
死
」
は
身
近
な
事
柄
で
あ
っ
た
。
彼
は
結
婚
し
て
間
も
な
い
う
ち
か
ら
身
内
の
死
を
数
回
経
験
し
た
。
二
〇
歳

（
一
九
一
七
年
）
で
結
婚
し
た
が
、
三
一
歳
（
一
九
二
八
年
）
の
時
に
三
男
が
三
歳
六
カ
月
で
、
三
五
歳
（
一
九
三
二
年
）
の
時
に
は

長
女
が
二
歳
で
病
死
し
た
。
三
六
歳
（
一
九
三
三
年
）
の
時
に
は
最
愛
の
夫
人
が
亡
く
な
り
、
そ
の
翌
年
（
一
九
三
四
年
）
に
は
彼
の

父
も
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
一
六
年
間
に
家
族
四
人
の
死
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。

彼
は
二
九
歳
（
一
九
二
五
年
）
か
ら
牧
会
に
与
か
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
当
時
は
五
〇
〇
人
か
ら
一
〇
〇
〇
人
規
模
の
教
会
で
あ
っ

た
の
で
、
数
多
く
の
信
徒
の
死
も
経
験
し
た
に
違
い
な
い
。
一
九
三
四
年
に
彼
の
「
死
の
準
備
」
と
題
す
る
説
教
は
、
牧
会
上
で
の
信

徒
の
「
死
」
に
出
会
っ
た
経
験
の
産
物
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
説
教
を
中
心
に
考
察
し
よ
う
。

２１０



こ
の
説
教
は
一
般
信
徒
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
受
け
身
と
し
て
の
「
死
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
い
つ
か
死
ぬ
存
在
な

の
で
準
備
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
、「
わ
た
し
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
上
の
幕
屋
が
こ
わ
れ
る
と
、
神
か
ら
い

た
だ
く
建
物
、
す
な
わ
ち
天
に
あ
る
、
人
の
手
に
よ
ら
な
い
永
遠
の
家
が
備
え
て
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
る
」（
�

コ
リ
ン
ト

五
・
一
）
と
い
う
言
葉
は
そ
の
説
教
が
何
を
目
指
す
か
を
示
し
て
い
る
。
死
を
通
し
て
の
肉
体
的
生
の
終
わ
り
は
、
神
に

帰
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
準
備
は
永
遠
の
命
の
準
備
に
な

（
１３
）

る
。

こ
の
説
教
か
ら
朱
基
徹
の
「
死
」
の
理
解
の
一
側
面
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
点
は
死
が
神
の
審
き
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
人
間
は
神
の
審
き
の
前
に
立
つ
存
在
で
あ
る
。
彼
は
、「﹇
神
の
﹈
確
か
な
る
審
判
台
の
前
で
﹇
私
た
ち
は
﹈
弁
明
も
で
き

ず
、
偽
る
こ
と
も
で
き
ず
、
す
べ
て
の
行
い
に
対
し
て
審
き
を
受
け
ま
す
の
で
、
そ
の
た
め
に
備
え
が
必
要
で
す
」
と
言

（
１４
）

う
。
第
二
点

は
天
国
と
地
獄
を
鮮
明
に
表
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
韓
国
教
会
の
福
音
理
解
の
一
側
面
で
あ
る
が
、「
一
回
に
永
遠
の
刑
罰

を
受
け
る
と
こ
ろ
に
行
き
ま
す
と
永
遠
に
苦
し
み
を
受
け
、
永
遠
の
祝
福
を
受
け
る
と
こ
ろ
に
行
き
ま
す
と
永
遠
の
命
を
受
け
ま
す
」

の
で
、
生
き
て
い
る
間
に
神
を
畏
れ
る
生
活
を
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
趣
旨
で
あ

（
１５
）

る
。
第
三
点
は
死
ぬ
日
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
の
特
性
が
あ
る
の
で
、
彼
に
と
っ
て
は
「
今
日
と
い
う
日
」
が
意
味
の
あ
る
日
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
た
だ

今
日
が
私
た
ち
の
所
有
で
あ
り
、
今
が
悔
い
改
め
の
日
で
あ
り
、
明
日
は
神
の
所
有
で
あ
る
。
私
が
所
有
し
て
い
る
の
は
現
在
の
み
で

あ
り
、
過
去
で
も
な
く
、
未
来
で
も
な

（
１６
）

い
」。
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
姿
勢
は
彼
の
収
監
中
、
拷
問
な
ど
を
受
け
て
い
る
時
に
も
変
わ
っ

て
い
な
い
。
朱
基
徹
は
監
獄
生
活
の
中
に
も
一
日
・
一
瞬
間
を
神
に
委
ね
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

（
１７
）

る
。
中
間
時
に
生
き
て
い
る

キ
リ
ス
ト
者
の
生
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

殉教者・朱基徹における「死生観」
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３

「
主
の
再
臨
」

上
記
の
二
つ
は
人
間
の
死
に
よ
る
こ
の
地
上
の
生
の
終
わ
り
で
あ
る
が
、
朱
基
徹
は
「
主
の
再
臨
」
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
者
の
地
上
の

生
の
終
わ
り
に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
を
恐
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
当
時
の
時
代
的
背
景
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
世
界
で
は
戦
争
の
噂
が
あ
り
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
生
活
に
様
々
な
制
約
を
意
識
し
て
い
る
時
代
的
状
況

が
あ
っ
て
、
聖
書
の
通
り
に
主
の
再
臨
が
近
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
背
後
に
見
ら
れ
る
。

「
主
の
再
臨
」
と
題
す
る
一
九
三
七
年
一
〇
月
の
説
教
に
は
以
下
の
よ
う
な
終
末
論
的
な
内
容
が
あ
る
。
こ
の
説
教
も
聖
書
の
教
え
、

つ
ま
り
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
に
あ
る
「
新
し
い
天
と
新
し
い
地
」、
そ
し
て
「
最
後
の
審
判
」
の
事
柄
か
ら
離
れ
て
は
い
な
い
。「
こ
の

新
し
い
天
と
新
し
い
地
の
栄
光
に
関
し
て
黙
示
録
二
一
章
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
新
し
い
天
と
新
し
い
地
を
仰
ぎ
歩
む

べ
き
で
す
。
こ
の
栄
光
の
あ
る
と
こ
ろ
が
私
た
ち
の
最
後
の
目
的
で
す
」
と
言
っ
て
い

（
１８
）

る
。

三

生
と
死
の
挟
間
に
あ
る
苦
難

朱
基
徹
の
死
（
殉
教
）
は
長
期
間
の
苦
難
の
末
、
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
妥
協
し
て
そ
の
苦
難
か
ら
免
れ
る
こ
と
も
で
き

た
が
、
彼
自
ら
そ
の
苦
難
の
道
を
歩
ん
だ
。
こ
こ
で
の
「
苦
難
」
は
あ
ら
ゆ
る
拷
問
を
伴
っ
た
想
像
を
超
え
る
迫
害
が
加
え
ら
れ
た
も

の
な
の
で
、
独
特
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
よ
う
。

１

「
十
字
架
の
道
」
と
し
て
の
「
苦
難
」

苦
難
を
巡
る
朱
基
徹
の
理
解
は
「
十
字
架
の
道
」（
一
九
三
七
年
一
〇
月
）
と
題
す
る
説
教
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
朝
鮮
イ

２１２



エ
ス
教
長
老
会
の
総
会
に
お
け
る
説
教
で
あ
っ
た
の
で
、
聴
衆
は
皆
、
牧
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
日
本
帝
国
主
義
が
韓
国
教
会
に

神
社
参
拝
を
徐
々
に
強
要
し
た
時
期
で
、
各
々
の
教
会
も
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
分
か
ら
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
そ
れ
は
韓

国
教
会
に
送
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
朱
基
徹
に
と
っ
て
神
社
参
拝
反
対
は
真
理
の
道
で
あ
っ
た
た
め
、
ど
の
よ
う
な
迫
害
が
あ
っ

て
も
そ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の
反
対
の
隊
列
の
最
先
頭
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
が
「
主
に
従
お
う
と
す
る
我
が
総
会
﹇
日
本
で
は
大
会
﹈
は
、
行
き
た
く
な
く
て
も
、
こ
の
十
字
架
の
道
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
の
は
韓
国
教
会
に
向
け
た
言
葉
で
あ
っ

（
１９
）

た
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
総
会
に
参
加
し
た
牧
師
た
ち
に
「
愛
す
る
総
会

の
会
員
の
皆
様
は
自
己
を
克
服
し
、
か
つ
、
各
々
は
自
分
の
十
字
架
を
背
負
っ
て
、
命
の
道
と
な
る
主
イ
エ
ス
に
従
い
ま
し
ょ
う
」
と

勧
め
て
い

（
２０
）

る
。
し
か
し
十
字
架
の
道
は
主
イ
エ
ス
の
教
え
の
よ
う
に
狭
い
道
で
あ
る
た
め
、
そ
の
道
を
選
ん
だ
人
は
少
な
か
っ
た
。
韓

国
の
長
老
派
教
会
の
総
会
が
神
社
参
拝
を
可
決
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
韓
国
教
会
史
の
汚
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
苦
難
の
道
を

歩
も
う
と
す
る
人
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

２

生
と
死
に
挟
ま
れ
た
「
苦
難
」

朱
基
徹
の
「
苦
難
」
は
現
代
の
私
た
ち
の
想
像
を
超
え
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
時
間
的
に
も
四
回
の
拘
束
に
よ
っ
て
長
期

間
に
わ
た
る
も
の
で
、
そ
の
苦
難
の
内
容
も
日
本
帝
国
主
義
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
迫
害
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
独
特
な
も
の

で
あ
っ
た
。

「
私
の
五
つ
の
祈
り
」
と
い
う
説
教
は
七
ヶ
月
間
の
収
監
期
間
中
、
朱
基
徹
が
神
に
常
に
捧
げ
た
祈
り
で
あ
る
。
殉
教
す
る
前
に
一

時
釈
放
さ
れ
た
際
に
、
自
分
の
牧
会
し
た
教
会
で
の
最
後
の
説
教
と
し
て
語
っ
た
も
の
で
、
遺
言
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
独

特
な
状
況
の
下
で
の
「
苦
難
」
は
彼
に
と
っ
て
「
死
」
よ
り
も
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
上
記
の
説
教
を
考
察
し
よ
う
。

殉教者・朱基徹における「死生観」
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そ
れ
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
第
八
章
一
八
節
と
三
九
節
を
聖
書
箇
所
に
し
て
、「
死
の
力
」
と
「
長
期
間
の
苦
難
」
に
打
ち
勝
つ
よ

う
に
、
そ
し
て
、「
母
と
家
族
を
主
に
委
ね
」、「
義
の
た
め
に
生
き
、
義
の
た
め
に
死
ぬ
よ
う
に
」、
最
後
は
「
私
の
魂
を
主
に
委
ね
ま

す
」
と
い
う
五
つ
の
祈
り
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
神
社
参
拝
を
反
対
し
た
理
由
で
彼
を
免
職
し
（
一
九
三
九
年
一
二
月
）、
彼
の
牧
会

サ
ン
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン

し
た
山
亭

�
教
会
を
も
閉
鎖
さ
せ
た
（
一
九
四
〇
年
三
月
）、
当
時
の
教
会
の
雰
囲
気
と
上
記
の
祈
り
を
考
え
る
と
、
彼
が
二
重
、

三
重
の
「
苦
難
」
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
の
苦
難
は
日
本
の
警
察
が
神
社
参
拝
を
強
要
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
た
様
々
な
拷
問
に
よ
る
肉
体
的
苦
痛
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
に
精
神
的
孤
独
感
、
死
の
恐
れ
、
当
局
の
誘
惑
、
家
族
へ
の
心
配
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
肉
体
的
苦
痛
は
、
拷
問
の
現
場
を
見

た
彼
の
息
子
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
人
間
と
し
て
到
底
耐
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
苦

（
２１
）

痛
」
で
あ
っ
た
。
精
神
的
孤
独
感
と
は
志
を
一
つ

に
し
て
い
た
人
々
の
背
反
に
よ
る
孤
独
感
で
あ
る
。
朱
基
徹
が
一
時
釈
放
さ
れ
た
際
に
、「
七
ヶ
月
間
、
義
城
﹇
慶
尚
北
道
の
地
方
﹈

で
受
け
た
肉
体
的
苦
痛
は
そ
れ
な
り
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
精
神
的
な
孤
独
感
は
本
当
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

き
た
。
七
十
数
名
の
同
志
が
一
日
の
う
ち
に
全
部
捕
ら
え
ら
れ
て
来
ま
し
た
が
、
…
…
﹇
ほ
と
ん
ど
が
屈
服
し
て
﹈
残
り
四
人
が
最
後

ま
で
抵
抗
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
感
じ
て
い
た
精
神
的
な
孤
独
感
、
寂
し
さ
は
、
本
当
に
、
本
当
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
」
と
言

（
２２
）

う
。
ま
た
彼
は
死
の
恐
れ
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
常
に
死
に
直
面
し
て
い
る
切
迫
し
た
状
況
に
お
い
て
、「
命

あ
る
万
物
が
す
べ
て
死
の
前
で
呻
き
、
息
を
吸
っ
て
い
る
人
が
す
べ
て
死
の
前
で
慄
い
て
悲
し
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
死
を
恐
れ
て
、

義
を
捨
て
て
こ
の
死
か
ら
免
れ
る
た
め
に
、
私
の
信
仰
を
捨
て
な
い
よ
う
に
、
主
よ
、
私
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
彼
は
祈
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ

（
２３
）

た
。
彼
は
死
の
力
に
打
ち
勝
つ
こ
と
の
で
き
る
神
の
力
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

最
も
重
要
な
こ
と
は
長
期
間
の
苦
難
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
も
し
一
、
二
回
く
ら
い
﹇
だ
け
﹈
受
け
る
苦
難
で
あ
る
な
ら

ば
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
長
期
間
の
苦
難
は
本
当
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
剣
で
切
り
殺
す
か
、
あ
る
い
は
火
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で
焼
く
刑
罰
で
あ
る
な
ら
ば
一
、
二
回
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
耐
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
苦
難
が
一
年
、
一
〇
年

続
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
当
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

（
２４
）

ん
」。
こ
の
よ
う
に
朱
基
徹
に
と
っ
て
苦
難
は
死
よ
り
も
苦
し
い
も
の

で
あ
っ
た
。

３

苦
難
を
支
え
る
神

上
記
の
説
教
を
見
る
と
苦
難
に
置
か
れ
て
い
る
人
間
の
無
力
さ
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
殉
教
の
志
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
様
々
な

誘
惑
が
そ
の
志
を
妨
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
人
間
が
で
き
る
こ
と
は
祈
り
し
か
な
い
。

「
聖
霊
と
祈
り
」（
一
九
三
七
年
三
月
）
と
題
す
る
説
教
に
よ
れ
ば
、
獄
中
で
の
上
記
の
五
つ
の
祈
り
は
聖
霊
の
導
き
で
あ
る
。
そ
こ

で
朱
基
徹
は
聖
霊
の
働
き
を
次
の
三
つ
に
要
約
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
第
一
に
、
聖
霊
が
信
者
に
祈
る
心
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
、

第
二
に
、
聖
霊
が
正
し
い
祈
り
を
教
え
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
、
キ
リ
ス
ト
者
に
神
に
「
ア
ッ
パ
、
父
よ
」
と
呼
ぶ
特
権
を

与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
祈
り
は
専
ら
聖
霊
が
主
導
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
祈
り
の
結
果
、
彼
は

次
の
よ
う
に
苦
難
を
支
え
て
い
る
方
が
主
イ
エ
ス
で
あ
る
と
告
白
す

（
２５
）

る
。
す
な
わ
ち
、「
私
の
王
・
イ
エ
ス
が
私
の
た
め
に
﹇
十
字
架

の
﹈
苦
難
を
耐
え
ま
し
た
の
で
、
私
の
受
け
て
い
る
苦
難
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
『
初
め
は
私
た
ち
が

十
字
架
を
背
負
い
ま
す
が
、
後
に
は
主
ご
自
身
が
私
た
ち
の
十
字
架
を
背
負
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
』」
と
告
白
し
て
い
る
の
で
あ

（
２６
）

る
。

結
局
、
苦
難
と
は
人
間
に
主
導
権
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
賜
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

４

苦
難
の
結
果
と
し
て
の
殉
教
と
神
の
選
び

一
九
三
八
年
を
集
中
し
て
見
よ
う
。
神
社
参
拝
問
題
で
朝
鮮
イ
エ
ス
教
長
老
教
会
が
切
迫
し
た
状
況
に
直
面
し
た
頃
の
日
韓
両
国
の

殉教者・朱基徹における「死生観」
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牧
師
た
ち
の
動
き
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
動
き
が
生
と
死
と
苦
難
と
全
く
関
係
の
な
い
動
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
こ
こ
で
一
つ
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
近
年
発
行
さ
れ
た
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
雑
誌
『
信
徒
の
友
』
で
は
朱
基
徹
が
次
の
よ
う
に
「
日

本
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
一
九
四
四
年
四
月
二
十
一
日
、
ひ
と
り
の
『
日
本
人
』
牧
師
が
妻
と
四
人
の
息
子
を

遺
し
て
、
獄
死
し
ま
し

（
２７
）

た
」。
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
は
問
題
が
あ
る
。

朱
基
徹
は
一
九
三
八
年
に
初
め
て
神
社
参
拝
問
題
で
警
察
当
局
に
拘
束
さ
れ
た
。
そ
れ
は
彼
の
「
死
」
と
「
苦
難
」
の
予
告
で
あ
っ

た
。
我
々
に
は
神
の
た
め
に
死
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
人
に
強
い
ら
れ
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ

は
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
者
が
担
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
富
田
満
で
あ
る
が
、
古
屋
安
雄
に
よ
れ
ば
、
富
田
が
日
本
基
督
教
団
の
統

理
に
な
っ
た
と
き
に
、
宣
教
師
た
ち
は
殉
教
を
期
待
し

（
２８
）

た
。
し
か
し
富
田
は
神
社
参
拝
が
宗
教
で
は
な
い
と
平
壤
ま
で
説
得
し
に
行
っ

た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
時
の
論
争
の
相
手
が
朱
基
徹
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
富
田
は
朱
基
徹
に
死
を
施
し
た
人
物

で
あ
る
。

そ
し
て
朴
亨
龍
（
パ
ク
・
ヒ
ョ
ン
ノ
ン
グ
）
と
い
う
朝
鮮
長
老
会
の
有
力
な
牧
師
が
い
る
。
彼
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
出
身
で
あ
っ
て
、

そ
の
関
連
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
富
田
が
帰
国
す
る
際
に
同
行
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
を
擁
護
す
る
者
は
別
の
目
的
で
日
本
に
来
た

と
言
う
が
、
神
社
参
拝
問
題
か
ら
逃
げ
る
た
め
だ
っ
た
と
見
る
人
も
い

（
２９
）

る
。
そ
の
翌
年
、
高
倉
徳
太
郎
は
「
自
死
」
に
至
っ

（
３０
）

た
。

上
記
の
四
人
の
牧
師
た
ち
の
行
動
を
踏
ま
え
る
と
、
神
の
た
め
の
死
（
殉
教
）
は
神
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は

神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
人
間
が
神
の
力
に
支
え
ら
れ
て
、
た
だ
神
の
栄
光
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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む
す
び

「
死
」
に
つ
い
て
朱
基
徹
は
そ
れ
が
生
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
永
遠
の
命
の
始
ま
り
と
理
解
し
て
い
る
。
当
時
韓
国
教
会
の
神
学
が

保
守
主
義
的
で
あ
っ
た
以
上
、
朱
基
徹
の
死
生
観
は
そ
の
よ
う
な
福
音
理
解
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
の
思
考
を
貫
い
て
い
た

の
は
神
の
審
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
天
国
と
地
獄
、
そ
し
て
永
遠
の
祝
福
と
永
遠
の
刑
罰
が
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
彼
は
同

時
代
の
人
々
、
と
り
わ
け
同
時
代
の
他
の
牧
師
た
ち
と
比
べ
、
厳
し
い
「
苦
難
」
の
道
を
歩
ん
だ
一
人
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
の
彼
に

お
け
る
「
苦
難
」
の
意
味
を
本
稿
で
は
捉
え
よ
う
と
し
た
。
彼
に
と
っ
て
苦
難
の
道
と
は
彼
の
力
に
よ
っ
て
通
る
こ
と
で
は
決
し
て
な

か
っ
た
。
ど
う
祈
っ
た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い
時
に
、「
御
霊
み
ず
か
ら
、
言
葉
に
あ
ら
わ
せ
な
い
切
な
る
う
め
き
を
も
っ
て
、
わ
た

し
た
ち
の
た
め
に
と
り
な
し
て
下
さ
る
」（
ロ
ー
マ

八
・
二
六
）
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
朱
基
徹
は
聖
霊
の
と
り
な
し
の
祈
り
に

支
え
ら
れ
て
、
そ
の
よ
う
な
十
字
架
の
道
を
歩
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
自
身
で
は
な
く
「
イ
エ
ス
ご
自
身
が
私
の
十

字
架
を
背
負
っ
て
く
だ
さ
る
」
と
告
白
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
は
一
日
・
一
瞬
を
神
に
委
ね
、
イ
サ
ク
の
よ
う
な
捧
げ
も

の
と
な
っ
て
、
神
に
栄
光
を
捧
げ
た
と
言
え
よ
う
。
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