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﹂・
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詩
篇

（145）

転
⾝

救
い
は
創
造
主
か
ら
来
る
か

⼈
格
価
値
と
⽣
命
価
値

つ
く
り
ぬ
し

さ
ら
に
⼀
つ
の
例
を
あ
げ
て
︑
⼈
格
価
値
と
⽣
命
価
値
と
の
似
て
⾮

な
る
も
の
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
︒
こ
こ
に
⼀
⼈
あ
り
て
盗
⼈

い
ち
に
ん

に
財
を
奪
わ
れ
ん
と
す
る
場
合
を
考
え
よ
︒
お
よ
そ
彼
が
盗
⼈
に
対
し

て
な
す
こ
と
を
う
る
四
つ
の
場
合
が
あ
る
で
あ
ろ
う
︒︵
⼀
︶
彼
は
奪
わ

れ
ん
と
す
る
財
に
著
し
く
恋
着
を
感
じ
な
が
ら
︑
盗
賊
が
⼒
強
く
し
て

れ
ん
ち
や
く

⾃
⼰
の
及
ば
ざ
る
こ
と
を
知
り
空
し
く
財
を
盗
賊
の
奪
う
に
ま
か
せ
る
︒

︵
⼆
︶
彼
は
奪
わ
れ
ん
と
す
る
財
を
⽬
標
と
し
て
盗
⼈
と
格
闘
す
る
︒

こ
の
⼆
つ
の
場
合
彼
は
⽬
標
を
物
に
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
利
⼰
主
義

者
で
あ
る
︒︵
三
︶
彼
は
盗
賊
ご
と
き
も
の
に
⼒
を
屈
す
る
こ
と
を
恥
辱

と
し
て
盗
賊
と
格
闘
す
る
︒こ
の
場
合
彼
の
⽬
標
は
物
で
は
な
く
し
て
︑

格
闘
に
堪
え
る
⾃
分
の
⽣
命
⼒
で
あ
る
︒
こ
れ
を
仮
に
⽣
命
中
⼼
主
義

者
と
名
づ
け
で
お
こ
う
︒︵
四
︶
物
も
⼒
も
共
に
執
着
す
る
に
値
せ
ず
︑

⾃
⼰
の
⼈
格
価
値
は
物
と
⼒
と
を
離
れ
て
独
⾃
な
る
も
の
と
覚
り
て
︑

こ
れ
を
捨
離
し
て
彼
は
盗
賊
の
欲
す
る
ま
ま
に
与
え
よ
う
と
す
る
︒
こ

し
や
り

の
場
合
彼
は
﹁
上
⾐
を
奪
わ
ん
と
す
る
者
に
下
⾐
ま
で
も
与
え
ん
と
す

る
﹂
聖
者
で
あ
る
︒
彼
は
⼈
格
主
義
の
権
化
で
あ
る
︒
お
よ
そ
︵
⼀
︶

よ
り
︵
四
︶
に
到
る
に
し
た
が
っ
て
彼
の
価
値
が
し
だ
い
に
⾼
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
︒

︵
⼀
︶
の
場
合
の
彼
は
物
を
⽬
標
と
し
な
が
ら
物
を
維
持
す
る
た
め

の
⽣
命
⼒
を
⽋
く
も
の
で
あ
っ
て
論
ず
る
に
⾜
り
な
い
︒
彼
は
⼈
格
と

⽣
命
と
の
涸
渇
者
で
あ
る
︒︵
⼆
︶
と
︵
三
︶
と
の
場
合
に
お
け
る
彼
は

こ
か
つ
し
や

共
に
盗
賊
と
の
格
闘
に
勝
う
る
⽣
命
⼒
を
も
っ
て
い
る
︒
⽣
命
⼒
は
物

を
⾃
⼰
に
摂
取
し
て
そ
れ
を
⾃
⼰
内
容
に
消
化
し
同
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
成
⻑
を
と
げ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
⽣
命
⼒
は
物
と
全
然
離
れ
て
⾃

⼰
を
成
⻑
さ
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
⽣
命
⼒
は
あ
く
ま
で
も
主

体
で
あ
っ
て
︑物
は
常
に
従
属
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒し
か
る
に︵
⼆
︶

の
場
合
の
彼
は
従
属
た
る
べ
き
物
を
⽬
標
と
す
る
点
に
お
い
て
︑
主
体

た
る
べ
き
⽣
命
⼒
を
⽬
標
と
す
る
︵
三
︶
の
場
合
よ
り
は
い
っ
そ
う
価

値
少
な
き
は
当
然
で
あ
る
︒︵
四
︶
の
場
合
に
い
た
っ
て
は
︑
従
属
た
る

べ
き
物
は
も
ち
ろ
ん
︑
主
体
た
る
べ
き
⽣
命
⼒
さ
え
も
⽬
標
と
せ
ら
れ

な
い
で
捨
離
せ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
場
合
︑
聖
者
は
盗
賊
に
⾐
を
与
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
夜
凍
え
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
に
し
て
も
彼
の
⼈

格
は
そ
の
た
め
に
極
度
の
成
⻑
に
達
す
る
︒
彼
は
物
も
⽣
命
も
共
に
執

着
に
値
せ
ざ
る
こ
と
を
覚
っ
て
︑
そ
れ
ら
い
っ
さ
い
を
執
着
す
る
者
の

さ
と

⼿
に
わ
た
し
て
︑
執
着
す
る
者
の
縛
ら
れ
た
る
⼼
的
状
態
に
憐
れ
み
を

投
げ
か
け
る
︒
彼
が
⽣
命
価
値
を
⽬
的
と
す
る
限
り
は
︑
⽣
命
の
栄
養

を
物
の
摂
取
に
仰
ぐ
必
要
が
あ
る
か
ら
︑
全
然
は
︑
物
の
束
縛
か
ら
脱

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
が
︑
⼈
格
価
値
を
⽬
的
と
す
る
場

合
に
は
必
ず
し
も
栄
養
を
物
か
ら
仰
ぐ
必
要
は
な
い
︑
し
た
が
っ
て
彼

は
無
上
の
⾃
由
と
無
上
の
価
値
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

⾃
⼰
の
⽣
命
を
否
定
し
て
⾃
⼰
が
無
上
の
価
値
に
到
達
す
る
︱
も

し
⽣
命
︵
⾁
体
的
⽣
命
︶
が
⾃
⼰
の
主
体
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
⾃
⼰
が
価
値
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
い
か

な
る
場
合
に
も
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
︒
主
体
の
否
定
に
よ

っ
て
主
体
の
価
値
も
否
定
さ
る
べ
き
は
必
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

し
か
も
聖
者
が
⽣
命
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
時
と
し
て
⽣
命
を



肯
定
す
る
以
上
に
⾃
⼰
の
価
値
を
獲
得
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
︑
彼
の

主
体
︵
⼈
格
︶
が
︑
現
象
⽣
命
以
上
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

多
く
の
⼈
達
は
⾃
⼰
の
主
体
︵
⼈
格
︶
を
⾃
⼰
の
⽣
命
と
同
⼀
視
し

よ
う
と
し
て
過
誤
に
陥
っ
て
い
る
︒
が
︑
⼈
格
は
必
ず
し
も
⽣
命
と
同

じ
で
は
な
い
︒
⽣
命
あ
る
者
と
い
え
ど
も
必
ず
し
も
⼈
格
は
な
い
︒
⽝

は
⽣
命
が
あ
る
け
れ
ど
も
⼈
格
は
な
い
︒
か
く
⾔
え
ば
︑
⽝
に
お
け
る

⼀
個
の
統
⼀
せ
る
⽣
命
は
︑
発
達
の
程
度
も
ち
が
い
名
称
を
⽝
格
と
⾔

け
ん
か
く

う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
︑
わ
れ
ら
の
⼈
格
に
相
当
す
る
も
の
は
⽝
に

も
あ
る
と
⾔
わ
る
る
⽅
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
か
く
⾔
わ

る
る
⽅
は
﹁
⽣
命
の
統
⼀
﹂
を
﹁
⼈
格
﹂
そ
の
も
の
と
混
同
し
誤
視
し

て
い
ら
れ
る
⽅
で
あ
る
︒﹁
⼈
格
﹂
は
⼈
の
主
体
で
あ
る
が
︑﹁
⽣
命
﹂

は
﹁
⼈
格
﹂
の
胞
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み
︑﹁
⼈
格
﹂

え
な

は
⽣
命
を
捨
離
し
て
も
そ
の
成
⻑
を
と
げ
う
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

む
ろ
ん
﹁
⼈
格
﹂
は
あ
る
時
期
ま
で
﹁
⽣
命
﹂
の
胞
の
う
ち
に
あ
っ
て

え
な

﹁
⽣
命
の
統
⼀
﹂
と
共
に
成
⻑
す
る
︒
あ
る
時
期
に
お
い
て
は
︑﹁
⽣
命
﹂

の
胞
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
⼈
格
﹂
の
胎
児
は
そ
の
成
⻑
を
害

え
な

せ
ら
れ
る
︒
か
か
る
場
合
に
は
﹁
⽣
命
﹂
に
対
す
る
迫
害
は
た
だ
ち
に

﹁
⼈
格
﹂
に
対
す
る
迫
害
で
あ
り
う
る
︒
し
か
し
な
が
ら
﹁
⼈
格
﹂
と

﹁
⽣
命
﹂
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
胎
児
と
胞
と
を
混
同
し
て

え
な

は
な
ら
な
い
と
同
じ
で
あ
る
︒
⼈
格
は
﹁
⽣
命
の
統
⼀
﹂
の
奥
所
に
さ

ら
に
こ
の
世
な
ら
ぬ
美
し
き
﹁
統
⼀
﹂
を
も
っ
て
潜
ん
で
い
る
内
部
の

﹁
神
聖
性
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
胎
児
が
胞
を
離
脱
し
て
成
⻑
す
る
時

え
な

期
が
あ
る
よ
う
に
︑﹁
⼈
格
﹂
は
﹁
⽣
命
﹂
を
超
脱
し
て
成
⻑
す
る
時
期

が
あ
る
の
で
あ
る
︒
⽝
を
は
じ
め
︑
動
物
は
﹁
⽣
命
﹂
を
超
脱
し
て
成

⻑
す
る
﹁
⼈
格
﹂
の
ご
と
き
も
の
を
も
た
な
い
︒

世
界
悪
の
根
因

万
物
の
創
造
は
﹁
無
明
﹂
を
も
と
と
し
︑﹁
⾃
他
の
分
別
﹂
と
﹁
⽋
乏
﹂

の
念
に
従
っ
て
︑
執
着
相
纒
縛
し
て
い
よ
い
よ
複
雑
に
つ
く
ら
れ
て
ゆ

て
ん
ば
く

く
︒
執
着
と
は
⾃
⼰
の
み
に
て
完
全
な
り
と
意
識
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る

あ
た

た
め
外
よ
り
⾃
⼰
を
補
⾜
す
る
も
の
を
摂
取
せ
ん
と
す
る
欲
念
で
あ
る
︒

﹁
執
着
﹂
は
物
質
的
に
あ
ら
わ
れ
て
︑
牽
引
⼒
と
な
り
︑
精
神
的
に
あ

ら
わ
れ
て
意
欲
と
な
り
︑⽣
物
界
に
あ
ら
わ
れ
て
︑⼩
な
る
⽣
命
を
呑
噬

ど
ん
ぜ
い

し
て
肥
え
胖
ら
ん
と
す
る
⽣
命
進
化
の
動
向
と
な
る
の
で
あ
る
︒

ふ
と

こ
の
世
界
は
実
に
﹁
無
明
﹂
に
よ
っ
て
起
こ
れ
る
﹁
執
着
﹂
か
ら
成

り
⽴
っ
て
い
る
︒
こ
の
事
実
を
何
⼈
も
打
ち
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒

⼤
は
宇
宙
を
運
⾏
す
る
天
体
が
秩
序
整
然
た
る
観
を
呈
し
て
運
⾏
す
る

の
も
﹁
執
着
﹂︵
牽
引
⼒
︶
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒
⼩
は
物
質
分
⼦
を
構
成

す
る
陰
電
⼦
が
陽
電
体
を
中
⼼
と
し
て
旋
回
す
る
の
も
﹁
執
着
﹂︵
牽
引

⼒
︶
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒
牽
引
⼒
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
こ
の
宇
宙
は
成

り
⽴
だ
な
い
︒
⾷
欲
も
⾁
欲
も
恋
愛
も
い
っ
さ
い
の
意
欲
は
す
べ
て
執

着
で
あ
る
︒
こ
の
執
着
な
し
に
⽣
命
の
世
界
は
成
り
⽴
だ
な
い
︒
し
か

も
執
着
あ
る
が
ゆ
え
に
い
っ
さ
い
の
罪
悪
が
発
⽣
す
る
の
で
あ
る
︒
こ

こ
で
⾃
分
は
冒
頭
に
引
⽤
し
た
倉
⽥
⽒
の
﹁
感
想
﹂
に
⽴
ち
戻
っ
て
考

え
て
み
た
い
と
思
う
︒
⽒
の
⾔
わ
る
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑﹁
殺
⽣
や
︑

姦
淫
や
︑
弱
⾁
強
⾷
の
現
象
や
︑
善
が
滅
び
︑
悪
が
栄
え
る
よ
う
に
⾒

え
る
世
相
や
︑
⾃
然
対
⽣
命
の
冷
淡
な
機
械
的
な
出
来
事
や
︑
ま
た
さ

ま
ざ
ま
な
経
済
的
な
束
縛
︵
⼆
物
同
時
に
同
所
を
占
む
る
こ
と
が
で
き

し

な
い
︑と
い
う
約
束
か
ら
⽣
ず
る
す
べ
て
の
数
量
的
な
る
限
界
の
意
識
︶

等
も
そ
れ
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
限
り
は
︑
そ
れ
だ
け
の
意
味
が
あ

り
﹂﹁
何
も
の
か
か
ら
︑
存
在
を
許
さ
れ
て
お
れ
ば
こ
そ
存
在
し
て
い
る



の
で
あ
る
︒
聖
書
的
に
⾔
わ
ば
造
り
主
が
よ
し
と
⾒
て
造
っ
た
か
ら
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
﹂
と
⽒
は
考
え
た
い
の
だ
そ
う
で
あ
る
︒
⽒
は

著
し
く
造
り
主
を
信
頼
し
す
ぎ
て
い
ら
れ
る
︒
詳
し
く
⾔
え
ば
造
り
主

そ
の
も
の
の
本
質
を
し
ら
べ
て
み
る
こ
と
な
し
に
造
り
主
が
造
っ
た
も

の
は
︑
必
ず
造
り
主
が
よ
し
と
⾒
て
造
っ
た
に
相
違
な
い
と
い
う
宗
教

的
因
襲
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
⾃
分
が
以
上
思
索

い
ん
し
ゆ
う

を
つ
づ
け
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑﹁
造
り
主
﹂
と
は
﹁
完
全
円
満
﹂

な
る
宇
宙
の
本
質
の
上
に
浮
か
ん
だ
﹁
不
完
全
不
満
⾜
﹂
と
い
う
錯
誤

観
念
︵
無
明
︶
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
錯
誤
観
念
の
ゆ
え
に
︑
精
神
と
物

質
と
相
分
別
す
べ
か
ら
ざ
る
に
分
別
し
︑
⾃
他
⼀
如
に
し
て
差
別
す
べ

か
ら
ざ
る
に
差
別
し
︑
本
来
完
全
な
る
に
不
完
全
な
り
と
思
い
あ
や
ま

り
⾃
⼰
に
執
し
︑
他
を
奪
わ
ん
と
し
︑
奪
う
こ
と
あ
る
い
は
結
合
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
⼤
き
く
な
り
︑
本
来
の
﹁
完
全
な
る
も
の
﹂
の
域

に
ま
で
進
化
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
︒
宇
宙
進
化
の
動
向
も
︑
男
⼥
相

結
合
す
る
性
欲
も
︑
他
の
⽣
き
物
を
と
っ
て
⾷
う
と
こ
ろ
の
⾷
欲
も
︑

⼈
間
の
利
⼰
主
義
も
︑
新
し
き
村
の
⼈
類
中
⼼
主
義
さ
え
も
︑
す
べ
て

そ
れ
ら
が
⾃
⼰
に
執
し
︑
他
を
奪
い
ま
た
は
他
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
⼤
き
く
な
ろ
う
と
す
る
限
り
︑
⾃
分
は
そ
れ
ら
を
こ
の
錯
誤
観
念

の
発
現
で
あ
る
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
て
こ
の

世
界
が
こ
の
根
本
の
錯
誤
観
念
の
発
現
で
あ
る
限
り
︑
こ
の
世
界
に
は

永
久
に
罪
悪
の
発
⽣
を
根
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
⾃
分

は
恐
れ
る
︒
た
と
い
未
来
に
お
い
て
⼈
類
の
永
久
平
和
が
招
来
さ
れ
る

時
が
あ
ろ
う
と
も
︑
⼈
間
の
⽣
活
が
他
の
⽣
き
物
の
⾎
の
上
に
成
り
⽴

っ
て
い
る
か
ぎ
り
⾃
分
は
そ
の
⼈
類
の
平
和
を
﹁
罪
な
き
も
の
﹂
と
し

て
祝
福
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
と
い
そ
の
時
︑
⼈
間
は
⽣
き
物
を

⾷
わ
な
く
な
り
︑
無
機
物
か
ら
⾷
物
を
製
造
し
て
⽣
活
し
う
る
と
も
︑

⼈
類
が
そ
の
時
ま
で
︑い
か
に
他
の
⽣
物
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

そ
の
時
の
優
勝
の
地
位
を
贏
ち
得
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
な

か

ら
ば
︑
⼈
類
の
勝
利
の
後
ろ
に
は
蹂
躙
ら
れ
た
る
多
く
の
⽣
物
の
⾎
の

ふ
み
に
じ

河
が
な
が
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
⾃
分
は
す
べ
て
の

⼈
類
に
向
か
っ
て
彼
ら
の
平
和
が
い
か
な
る
最
⾼
度
に
到
達
し
よ
う
と

も
︑
⾃
⼰
の
存
在
が
﹁
無
明
﹂
に
起
因
し
て
い
る
以
上
︑
決
し
て
罪
を

犯
さ
な
い
で
は
⽣
き
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
謙
遜
に
承
認
す
る
こ
と

を
慫
慂
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
つ
く
り
主
の
名
に
隠
れ
て
⼈
類
が
⽣
存
す

し
よ
う
よ
う

か
く

る
た
め
に
犯
さ
れ
た
る
罪
悪
に
な
ん
ら
か
の
意
義
を
付
そ
う
と
す
る

⾃
欺
的
努
⼒
は
⼈
類
に
と
っ
て
決
し
て
名
誉
で
あ
る
と
⾔
う
こ
と
は
で

じ

ぎ
き
な
い
︒

こ
の
最
後
の
⼀
節
に
お
い
て
﹁
⾃
分
は
す
べ
て
の
⼈
類
に
向
か
っ
て

彼
ら
の
平
和
が
い
か
な
る
最
⾼
度
に
到
達
し
よ
う
と
も
︑
⾃
⼰
の
存
在

が
﹃
無
明
﹄
に
起
因
し
て
い
る
以
上
︑
決
し
て
罪
を
犯
さ
な
い
で
は
⽣

き
ら
れ
な
い
こ
と
を
謙
遜
に
承
認
す
る
こ
と
を
慫
慂
せ
ざ
る
を
え
な

し
よ
う
よ
う

い
︒
つ
く
り
主
の
名
に
か
く
れ
て
⼈
類
が
⽣
存
す
る
た
め
に
犯
さ
れ
た

る
罪
悪
に
な
ん
ら
か
の
意
義
を
付
そ
う
と
す
る
⾃
欺
的
努
⼒
は
⼈
類
に

と
っ
て
決
し
て
名
誉
で
あ
る
と
⾔
う
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
⾔
っ
た
わ

た
し
は
ま
だ
現
在
の
﹁
⽣
⻑
の
家
﹂
の
ご
と
き
﹁
無
明
本
来
無
し
﹂
の

ま
よ
い

境
地
に
到
達
し
て
い
な
い
︒
⾃
分
の
実
相
は
す
で
に
円
満
完
全
な
る
仏

性
︑
神
性
な
り
と
の
思
想
に
到
達
し
な
が
ら
︑﹁
無
明
﹂
も
ま
た
存
在
し

ま
よ
い

て
こ
の
世
に
暴
⼒
を
揮
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ふ
る

る
︒
だ
か
ら
わ
た
し
は
本
当
に
⼼
か
ら
明
る
く
な
れ
な
か
っ
た
︒
わ
た

し
の
暗
い
⼈
⽣
観
は
わ
た
し
を
常
に
不
健
康
に
し
て
い
た
︒
始
終
わ
た

し
は
神
経
衰
弱
で
苦
し
み
慢
性
下
痢
に
悩
ん
で
い
た
︒
そ
の
こ
ろ
︑
そ

れ
は
次
に
述
べ
る
が
︑
⾼
野
太
吉
⽒
の
﹁
抵
抗
養
⽣
論
﹂
に
よ
っ
て
病



念
が
⼀
転
し
て
と
も
か
く
︑慢
性
下
痢
だ
け
が
救
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

か
く
の
ご
と
き
思
想
の
も
と
に
わ
た
し
は
こ
の
現
実
界
の
創
造
主
を

つ
く
り
ぬ
し

国
常
⽴
尊
と
称
す
る
ご
と
き
円
満
完
全
な
る
叡
智
者
で
は
な
い
と
し

く
に
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

て
否
定
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
思
想
を
芸
術
的
に
表
現
す
る
た

め
に
わ
た
し
は
セ
ッ
セ
と
﹃
神
を
審
判
く
﹄
と
題
す
る
⼩
説
を
書
き
始

さ

ば

め
た
︒

関
東
⼤
震
災
に
逢
う

五

﹁
傍
若
無
⼈
に
内
⼼
の
ま
に
ま
に
⾔
⾏
し
た
幼
児
が
し
だ
い
に
成
⻑
す

る
に
つ
れ
て
︑
⾃
分
の
内
⼼
に
忠
実
す
ぎ
る
こ
と
が
社
会
的
に
お
も
し

ろ
か
ら
ぬ
結
果
を
き
た
す
こ
と
を
知
る
と
き
︑
⾃
分
の
内
⼼
へ
の
忠
実

さ
を
固
守
せ
ず
︑
相
⼿
の
気
に
⼊
る
よ
う
な
態
度
を
と
ろ
う
と
す
る
の

に
も
⼆
種
あ
る
︒
⼀
つ
は
そ
う
す
る
こ
と
が
⾃
分
の
利
益
に
な
る
の
ゆ

え
を
も
っ
て
そ
う
す
る
の
で
あ
る
︒
も
⼀
つ
は
︑
相
⼿
を
た
だ
ち
に
否

定
し
た
り
︑
た
だ
ち
に
そ
の
⼝
を
縫
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
愛
に
背
く
の

ゆ
え
を
も
っ
て
そ
う
す
る
の
で
あ
る
︒
利
益
の
た
め
に
⾃
⼰
内
⼼
へ
の

忠
実
さ
を
拾
て
る
こ
と
は
⼈
格
の
⾼
潔
さ
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ

れ
は
⼈
格
の
低
卑
の
徴
候
で
あ
り
︑
そ
の
尊
厳
か
ら
の
墜
落
で
あ
る
︒

て
い
ひ

つ
い
ら
く

多
く
の
世
開
並
の
い
わ
ゆ
る
﹃
融
通
の
き
く
﹄
⼈
間
は
た
い
て
い
利
益

の
た
め
に
⾃
⼰
の
尊
厳
を
失
墜
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
い
う
に
⾜
り
な

い
︒
か
く
の
ご
と
き
⼈
格
に
は
⾃
分
は
む
し
ろ
い
か
な
る
場
合
に
も
⾃

⼰
の
内
⼼
を
欺
か
ざ
る
よ
う
な
⼈
格
の
⾼
さ
に
達
す
る
た
め
に
性
格
を

あ
ざ
む

純
粋
に
す
る
よ
う
に
慫
慂
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
し
か
し
︑
愛
深
き
ゆ
え

し
よ
う
よ
う

に
⾃
分
を
主
張
す
る
こ
と
を
し
ば
ら
く
さ
し
控
え
る
ご
と
き
⼈
格
に
対

す
る
時
︑
⾃
分
は
そ
の
⼈
格
の
包
摂
す
る
広
々
さ
に
敬
意
を
は
ら
う
︒

ほ
う
せ
つ

そ
し
て
現
在
の
⾃
分
の
ご
と
き
﹃
義
﹄
に
拘
泥
し
す
ぎ
た
狭
く
る
し
さ

こ
う
で
い

を
羞
か
し
く
思
わ
な
い
こ
と
は
む
ず
か
し
い
︒﹃
義
﹄
は
﹃
愛
﹄
の
た
め

に
王
位
を
譲
っ
て
そ
の
前
に
跪
く
こ
と
が
⾄
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
︒

ひ
ざ
ま
ず

し
と
う

ヨ
ハ
ネ
は
キ
リ
ス
ト
の
靴
の
紐
を
結
ば
ね
ば
な
ら
な
い
︒い
か
な
る﹃
虚

偽
﹄
を
も
許
容
せ
ざ
る
四
⾓
四
⾯
な
善
⼈
が
︑
い
よ
い
よ
義
し
け
れ
ば

い
よ
い
よ
世
間
か
ら
遠
ざ
か
り
て
︑
世
間
を
救
済
す
る
こ
と
も
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
ず
に
孤
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
そ
の
善
⼈
の

こ
き
よ

⼈
格
が
⾼
さ
ば
か
り
あ
っ
て
広
び
ろ
さ
が
な
い
た
め
で
あ
る
︒
⼈
格
の

⾼
さ
を
不
⾜
す
る
も
の
は
ま
ず
そ
の
⾼
さ
ま
で
の
ぼ
っ
て
⾏
か
ね
ば
な

ら
な
い
が
︑
⾼
さ
の
み
あ
っ
て
︑
広
び
ろ
さ
の
な
き
者
は
︑
し
ば
ら
く

そ
の
﹃
義
﹄
の
⾼
地
か
ら
広
び
ろ
し
い
﹃
愛
﹄
の
平
原
ま
で
降
り
て
⾏

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⾃
分
の
ご
と
き
は
特
に
こ
の
ご
ろ
そ
の
必
要

を
感
ず
る
︒
⁝
⁝
﹂

こ
う
わ
た
し
は
書
い
て
︑
善
に
こ
だ
わ
り
︑
ひ
っ
か
か
っ
て
︑
⾃
⼰

⾃
⾝
が
無
⼒
と
な
っ
て
誰
を
も
救
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
⾃
分
を

鞭
撻
し
つ
つ
さ
ら
に
⾁
⾷
問
題
に
つ
い
て
︑次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
︒

べ
ん
た
つ︱﹁

今
⾃
分
は
あ
ら
ゆ
る
⽅
⾯
に
お
い
て
実
に
窮
屈
な
る
⽣
活
の
絶
頂
に

き
ゆ
う
く
つ

⽴
っ
て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
︒
こ
の
狭
隘
さ
か
ら
⾃
分
は
脱
却
し
な
け

き
よ
う
あ
い

れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
を
脱
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
⾃
分
の
⼈
格

の
広
さ
に
お
け
る
⽣
⻑
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
︒
⾃
分
は
﹃
殺
⽣
﹄
を

罪
悪
だ
と
信
じ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
⾃
分
は
少
な
く
も
﹃
殺
⽣
﹄
す
る

こ
と
な
し
に
は
⽣
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
⼀
個
の
⽣
命
は
他
の

多
く
の
⽣
命
を
共
⾷
い
す
る
こ
と
な
し
に
は
⽣
き
る
こ
と
は
で
き
な
い

明
ら
か
な
事
実
を
⾒
る
と
き
︑
⾃
分
は
︑
菜
⾷
す
る
こ
と
を
す
ら
⽣
命



の
共
⾷
い
と
し
て
恐
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
し
か
し
⾃
分
は
い
っ
さ

い
の
﹃
殺
⽣
﹄
を
や
め
よ
う
と
す
る
時
⾃
分
の
⽣
命
を
殺
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒
そ
し
て
⾃
分
を
殺
す
こ
と
も
ま
た
﹃
殺
⽣
﹄
で
あ
る
が
ゆ

え
に
︑
⾃
分
は
も
は
や
い
か
に
為
す
べ
き
か
す
べ
を
知
ら
な
い
の
で
あ

る
︒
か
か
る
場
合
︑
⾃
分
の
⽣
命
を
殺
す
と
こ
ろ
の
﹃
殺
⽣
﹄
を
避
け

る
た
め
に
で
き
る
だ
け
殺
⽣
ら
し
く
な
い
﹃
殺
⽣
﹄
を
な
す
こ
と
に
よ

っ
て
⽣
命
を
つ
な
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
で
き
る
だ

け
残
忍
な
感
じ
の
す
る
︑
⾎
の
滲
ん
で
い
る
よ
う
な
⾁
⾷
を
避
け
︑
し

に
じ

た
が
っ
て
獣
⿃
の
⾁
は
ま
っ
た
く
喰
わ
ず
︑
⿂
⾁
と
い
え
ど
も
︑
な

じ
ゆ
う
ち
よ
う

く
ら

ま
な
ま
し
い
感
じ
の
す
る
刺
⾝
の
ご
と
き
は
箸
を
と
ら
ず
︑
な
る
べ
く

性
質
と
姿
を
変
え
た
る
ご
と
き
料
理
に
お
い
て
︑
そ
れ
も
少
量
⾷
べ
た

の
で
あ
る
︒
す
る
と
︑
い
っ
さ
い
の
動
物
⾷
品
は
︱
⾃
分
の
⾷
餌
の

し
よ
く
じ

習
慣
に
も
と
づ
く
ゆ
え
で
あ
る
か
︑
そ
れ
は
知
ら
な
い
︱
⾃
分
に
⼀

種
の
嫌
悪
の
感
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の

こ
ろ
⾃
分
は
浅
草
松
葉
町
に
住
ん
で
い
て
あ
の
関
東
⼤
震
⽕
災
に
会
っ

た
の
で
あ
る
︒
⾃
分
は
避
難
し
た
先
で
恵
ま
れ
た
⼀
⽚
の
パ
ン
を
︑
そ

の
中
に
バ
タ
ー
が
這
⼊
っ
て
い
る
と
い
う
ゆ
え
を
も
っ
て
⾷
べ
な
か
っ

は

い

た
︒
バ
タ
ー
が
精
進
中
の
⾃
分
に
嫌
悪
さ
れ
た
の
は
︑
そ
れ
は
幼
き
⽜

か
ら
の
掠
奪
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
時
は
⾃
分
は
気
づ
か
な
か
っ

た
が
︑
そ
の
た
め
に
先
⽅
の
感
情
を
い
ち
じ
る
し
く
害
し
た
の
だ
っ
た

そ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
は
そ
の
時
⼀
緒
に
避
難
し
て
い
た
義
姉
か
ら
の
⼿

あ

ね

紙
に
よ
っ
て
後
に
な
っ
て
⾃
分
は
知
っ
た
︒
義
姉
⾃
⾝
さ
え
︑
⾃
分
の

あ

ね

そ
の
時
の
⾏
為
を
﹁
わ
が
ま
ま
﹂
で
あ
る
と
そ
の
⼿
紙
の
中
で
⾮
難
し

て
来
て
い
る
の
で
あ
る
︱
か
か
る
災
厄
の
場
合
に
⾷
べ
物
の
選
択
な

ど
を
か
れ
こ
れ
⾔
う
の
は
わ
が
ま
ま
で
あ
る
︱
と
彼
⼥
は
書
い
て
い

る
の
で
あ
る
︒
⾃
分
は
こ
の
﹃
わ
が
ま
ま
﹄
と
い
う
⾮
難
に
対
し
て
は

そ
の
ま
ま
に
は
素
直
に
承
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
し
か
し
先
⽅
が

せ
っ
か
く
わ
れ
わ
れ
に
恵
も
う
と
し
た
⾷
物
を
拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
あ

る
不
快
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
に
は
同
情
し
う
る
︒
⾃
分
は
幼
き
⽜
か

ら
バ
タ
ー
を
掠
奪
し
な
い
こ
と
に
お
い
て
︑
⽜
に
対
し
て
は
愛
深
か
っ

た
が
︑
せ
っ
か
く
の
恵
み
を
退
け
て
好
意
を
無
視
し
た
点
に
お
い
て
︑

⼈
間
に
対
し
て
は
愛
が
な
か
っ
た
と
⾔
い
う
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
⾃

分
は
⾃
分
の
そ
の
時
の
態
度
が
︑
ど
こ
か
ら
叩
い
て
み
て
も
﹃
わ
が
ま

た
た

ま
﹄
に
⾒
え
な
い
ほ
ど
に
は
磨
き
の
か
か
っ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
も
⾸
肯
す
る
︒
そ
し
て
恥
じ
る
︒

し
ゆ
こ
う

そ
の
時
以
来
︑
⾃
分
は
余
所
で
⾷
事
を
よ
ば
れ
る
時
︑
獣
⿃
⿂
⾁
の

よ

そ

料
理
を
出
さ
れ
る
時
︑犠
牲
に
な
っ
て
い
る
獣
⿃
⿂
に
対
す
る
憐
愍
と
︑

れ
ん
み
ん

無
下
に
そ
れ
を
退
け
る
場
合
の
相
⼿
の
供
養
に
対
す
る
思
い
遣
り
の
な

や

さ
と
の
間
に
板
挾
み
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
の
こ
ろ
か
ら
⾃
分
は
あ
る
場

い
た
ば
さ

合
は
恵
ま
れ
た
も
の
は
な
ん
で
も
⾷
べ
た
が
︑
あ
る
場
合
は
恵
ま
れ
た

獣
⿃
⿂
⾁
を
拒
絶
し
た
︒
す
な
わ
ち
あ
る
場
合
は
︑
相
⼿
の
供
養
し
下

さ
る
⼼
へ
の
愛
が
打
ち
勝
っ
た
が
︑
あ
る
場
合
に
は
犠
牲
に
な
っ
て
い

る
動
物
へ
の
愛
が
打
ち
勝
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
両
⽅
の
愛
を

両
⽅
と
も
打
ち
勝
た
せ
る
こ
と
は
⾃
分
に
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
︒

し
か
も
こ
の
両
⽅
の
愛
を
両
⽅
と
も
完
全
に
満
⾜
さ
せ
た
い
の
が
⾃
分

の
愛
の
要
求
で
あ
る
︒
こ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
︑
⾃
分
の
愛
は
全
体
と

し
て
満
⾜
で
き
な
い
︒
愛
が
完
全
に
満
⾜
さ
れ
な
い
限
り
︑
鋭
き
良
⼼

を
も
つ
も
の
は
そ
の
良
⼼
に
痛
み
を
感
ず
る
⁝
⁝

﹁
ま
た
こ
う
し
た
場
合
は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
あ
ろ
う
か
︒
た
と
え

ば
こ
こ
に
⾷
に
餓
え
て
死
に
か
か
っ
て
い
る
⼀
⼈
の
病
め
る
貧
し
き
旅

⼈
が
あ
る
と
す
る
︒
そ
れ
を
⾒
つ
け
た
⾃
分
は
か
れ
を
救
い
た
い
と
こ

ろ
の
愛
の
念
願
に
燃
え
る
︒
し
か
し
⾃
分
は
貧
し
く
し
て
彼
を
救
う
資



料
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
︒
⾃
分
は
︑
そ
れ
ゆ
え
か
れ
を
救
う
よ
う
に

両
親
ま
た
は
他
の
⼈
に
彼
の
窮
状
を
う
っ
た
え
た
と
す
る
︒
こ
の
場

き
ゆ
う
じ
よ
う

合
︑
両
親
ま
た
は
他
の
⼈
が
愛
深
き
⼈
で
あ
っ
て
︑
⾃
分
の
う
っ
た
え

に
応
じ
て
彼
を
救
っ
て
く
れ
れ
ば
問
題
は
起
こ
ら
な
い
︒
し
か
し
仮
に

こ
の
時
両
親
ま
た
は
他
の
⼈
が
こ
と
ご
と
く
そ
の
貧
し
き
⾏
路
病
者
を

こ
う
ろ

救
う
こ
と
を
断
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
救
い
の
た
め
の
資
料
を
も
た
な

い
⾃
分
は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
時
︑
常
に
⾦
銭
や
物

質
に
恋
々
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
名
誉
と
し
て
い
る
清
貧
の
⾃
分
に
︑

れ
ん
れ
ん

そ
の
清
貧
の
無
能
⼒
さ
を
⼈
々
こ
ぞ
っ
て
嘲
笑
さ
え
す
る
な
ら
ば
︑
⾃

分
は
は
た
し
て
ど
う
し
た
ら
い
い
で
あ
ろ
う
か
︒
⾃
分
は
救
い
た
い
念

願
を
放
棄
し
て
︑
拱
⼿
し
て
そ
の
貧
し
き
⾏
路
病
者
を
死
の
⼿
に
わ
た

き
よ
う
し
ゆ

こ
う
ろ

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
︒
か
か
る
場
合
︑
⾃
分
は
今
ま
で

こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
諦
め
に
到
達
し
て
い
た
︱
摂
理
が
彼
の

死
ぬ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
彼
が
⽣
き
ん

と
欲
す
る
こ
と
も
﹃
私
﹄
で
あ
り
︑
彼
を
救
お
う
と
思
う
こ
と
も
﹃
私
﹄

で
あ
る
と
︒
し
か
し
は
た
し
て
⾃
分
は
﹃
摂
理
﹄
の
名
に
か
く
れ
て
⾃

分
の
清
貧
の
無
能
⼒
さ
を
ご
ま
か
そ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
か
︒
こ
こ
に
⾃
分
は
峻
厳
な
る
反
省
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
︒

し
ゆ
ん
げ
ん

﹁
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
︑
こ
の
貧
し
き
⾏
路
病
者
が
路
傍
に
倒
れ

こ
う
ろ

ろ
ぼ
う

て
瀕
死
の
不
幸
に
出
会
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
︑
⾏
路
病
者
⾃
⾝

ひ
ん
し

こ
う
ろ

の
不
徳
の
報
い
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
彼
は
善
事
を
な
し
う
る
時
に

善
事
を
な
さ
ず
︑
こ
れ
ま
で
つ
ね
に
悪
報
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な

悪
業
の
み
を
⾏
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
も
し
し

か
ら
ば
彼
は
そ
の
報
い
を
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
⽢
ん
じ
て
そ
の
報

い
に
堪
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
不
徳
と
悪
因
と
は
償
わ
れ
る
の

で
あ
る
⁝
⁝
わ
れ
ら
は
彼
を
そ
の
不
幸
よ
り
救
わ
ん
と
す
る
⽢
き
﹃
同

情
を
超
克
﹄
し
て
負
う
べ
き
者
に
そ
の
不
幸
を
負
わ
し
め
ね
ば
な
ら
な

ち
よ
う
こ
く

い
︒
⁝
⁝
し
か
し
⾃
分
と
し
て
は
こ
の
ご
ろ
︑
あ
る
不
幸
が
そ
の
⼈
に

と
っ
て
当
然
負
担
す
べ
き
は
ず
の
不
幸
で
あ
る
や
否
や
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
明
ら
か
に
第
三
者
が
判
断
を
下
し
う
る
と
い
う
⾃
信
は
な
い
︒

た
と
え
ば
前
述
せ
る
⾏
路
病
者
が
救
わ
る
る
こ
と
を
え
な
い
の
は
︑
⾏

路
病
者
⾃
⾝
の
当
然
受
く
べ
き
悪
報
の
た
め
で
あ
る
か
︑
⾃
分
の
救
う

⼒
の
⽋
乏
の
た
め
で
あ
る
か
を
⾃
分
は
ハ
ッ
キ
リ
と
は
知
り
え
な
い
︒

⁝
⁝
⾃
分
は
五
年
ば
か
り
の
あ
い
だ
あ
る
宗
教
団
体
︵
皇
道
⼤
本
を
指

す
︶
に
属
し
て
⽣
活
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
教
団
で
は
各
⼈
⼀

切
の
不
幸
を
︑
各
⼈
の
業
因
の
流
転
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
︒
あ
る

め
ぐ
り

時
そ
の
教
団
ヘ
⼀
⼈
の
肺
を
や
め
る
患
者
が
修
⾏
す
る
た
め
に
来
た
︒

宿
舎
は
修
⾏
者
た
ち
で
⼀
杯
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
病
修
⾏
者
を
宿
舎
に

収
容
す
る
こ
と
に
つ
い
て
教
団
の
役
員
た
ち
の
意
⾒
は
⼆
派
に
わ
か
れ

た
の
で
あ
る
︒
そ
の
⼀
派
は
﹃
⾃
分
の
業
因
流
転
は
⾃
分
の
み
で
背
負

め

ぐ

り

わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
肺
を
病
め
る
修
⾏
者
は
他
の
修
⾏
者
に

遠
慮
し
て
宿
舎
に
泊
る
こ
と
は
な
ら
な
い
﹄
と
い
う
の
で
あ
っ
た
︒
他

の
⼀
派
は
﹃
か
か
る
冷
酷
な
処
置
は
神
の
愛
の
御
旨
で
は
な
い
﹄
と
主

み
む
ね

張
す
る
の
で
あ
っ
た
︒
し
ば
し
論
争
の
末
つ
い
に
そ
の
⼈
の
不
幸
は
そ

の
⼈
だ
け
で
背
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
︑
他
⼈
に
迷
惑
を
か
け
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
⼀
決
さ
れ
て
そ
の
⼈
は
宿
舎
に
泊
る
こ
と
を
断
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
︒
⾃
分
は
そ
の
泊
る
こ
と
を
断
ら
れ
た
病
⼈
が
︑
そ
の

時
ど
ん
な
感
想
を
抱
い
て
教
団
の
宿
舎
を
去
つ
た
か
は
知
ら
な
い
︒
そ

の
⼈
が
強
い
⼈
な
ら
ば
︑
そ
し
て
宗
教
的
意
識
強
き
⼈
な
ら
ば
︑
そ
ん

な
虐
遇
を
︑
⾃
⼰
の
罪
障
に
対
す
る
贖
い
と
し
て
︑
感
謝
し
忍
受
し

ぎ
や
く
ぐ
う

つ
ぐ
な

に
ん
じ
ゆ

て
去
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
彼
が
弱
い
⼈
な
ら
ば
︑
必
ず
や
そ
の
教

団
の
処
置
を
恨
み
に
思
っ
て
去
つ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
⾃
分
は
そ
の



時
傍
で
聞
い
て
い
た
が
︑
⾔
葉
を
容
れ
る
位
置
で
は
な
か
っ
た
の
で
黙

っ
て
い
た
︒
そ
し
て
⼼
の
中
で
は
そ
の
病
修
⾏
者
を
か
わ
い
そ
う
に
思

っ
た
が
︑
ま
た
﹃
あ
る
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
﹄
と
い
う
知
的
な
認

識
が
︑
そ
の
同
情
に
打
ち
克
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
︒

﹁
⾃
分
に
は
こ
う
し
た
全
体
を
静
観
し
た
知
的
な
認
識
が
︑
多
く
の

実
際
問
題
に
お
い
て
︑
⽢
い
同
情
に
打
ち
勝
っ
て
し
ま
う
の
が
常
で
あ

る
︒
天
性
あ
ま
り
に
同
情
深
き
⼈
に
と
っ
て
は
︑
同
情
を
超
克
し
て
︑

ち
よ
う
こ
く

あ
る
べ
き
物
を
あ
る
べ
き
所
に
あ
ら
し
め
ん
と
努
⼒
す
る
こ
と
が
⼈
格

の
強
さ
を
鍛
え
る
⼀
つ
の
課
題
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
が
⾃
分
の
ご
と
く

静
観
が
常
に
同
情
に
打
ち
勝
ち
が
ち
な
性
格
に
お
い
て
は
︑
同
情
が
常

に
克
服
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
か
え
っ
て
⼀
つ
の
弱
さ
な
の
で
あ
る
︒
⾃

分
が
常
に
愛
を
説
き
︑
同
情
の
徳
を
称
え
︑
殺
⽣
を
愛
な
き
⾏
為
な
り

と
観
じ
︑
⾏
為
を
そ
の
殺
⽣
観
に
従
わ
し
め
よ
う
と
努
⼒
し
て
い
る
の

は
︑
そ
の
弱
さ
を
充
塡
せ
ん
と
す
る
⾃
然
的
な
衝
動
で
あ
る
と
も
考
え

じ
ゆ
う
て
ん

ら
れ
る
︒
⾃
分
の
⼈
格
の
弱
さ
は
愛
が
脆
弱
で
あ
っ
て
理
知
に
征
服
さ

ぜ
い
じ
や
く

れ
や
す
き
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
⾃
分
に
は
︑
⾃
分
が
他
を

救
い
え
な
い
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
通
じ
て
﹃
負
う
べ
き
は
ず
の
者
が
不
幸

を
負
っ
て
い
る
の
だ
﹄
と
知
的
に
解
決
し
て
し
ま
う
こ
と
が
か
え
っ
て

⼀
つ
の
誘
惑
と
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
⾃
分
は
摂
理
に
不
幸
者

の
責
任
を
負
わ
し
て
は
な
ら
な
い
︒
⾃
分
は
強
い
て
も
︑
⾃
分
の
⽬
に

触
れ
る
不
幸
者
を
救
い
え
な
い
の
は
⾃
分
の
愛
の
不
⾜
と
⼒
の
不
⾜
で

あ
る
と
︑
そ
の
責
め
を
⾃
分
⼀
⼈
に
負
い
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
⼈
格
の

⼤
と
強
さ
と
を
増
し
う
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
て
︑
今
⾃
分
の
愛
の
不

⾜
は
﹃
愛
せ
ん
と
努
⼒
す
る
﹄
精
神
的
努
⼒
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
補
⾜

し
︑
愛
の
⼤
を
き
た
し
得
つ
つ
あ
る
の
を
感
ず
る
︒
し
か
し
愛
を
実
に

だ
い

移
す
⼒
は
︑
か
か
る
純
粋
に
精
神
的
な
る
努
⼒
の
み
を
も
っ
て
し
て
は

な
お
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
愛
の
⼒
が
⼤
と
な
る
に
つ
れ
て
︑
⾃
分

は
愛
を
実
に
移
す
⼒
の
⽋
乏
を
い
ち
じ
る
し
く
感
ず
る
︑
特
に
愛
を
実

に
移
す
経
済
的
実
⼒
の
⽋
乏
︱
清
貧
の
無
能
⼒
状
態
を
感
ず
る
︒
こ

の
⼒
の
⽋
乏
を
︑
⼈
間
の
能
⼒
の
こ
れ
き
り
の
限
界
だ
と
観
じ
︑
救
う

こ
と
が
聖
旨
で
な
い
と
観
じ
て
︑
そ
の
⼒
を
獲
得
す
る
こ
と
に
努
⼒
し

せ
い
し

な
い
時
⾃
分
は
こ
れ
を
退
転
だ
と
思
う
︒
⾃
分
は
こ
の
清
貧
の
無
能
⼒

状
態
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
で
き
う
る
限
り
財
貨
を

他
か
ら
奪
い
と
ろ
う
と
︑
鵜
の
⽬
︑
鷹
の
⽬
で
い
る
⼈
ば
か
り
の
こ
の

世
界
に
︑
⾃
分
の
よ
う
な
態
度
で
い
る
者
が
貧
乏
し
な
い
こ
と
は
あ
り

え
な
い
︒
⽩
分
は
は
た
し
て
貧
乏
の
ど
ん
底
に
お
ち
い
っ
た
し
︑
た
と

え
ば
︑
⾃
分
の
⼀
⼈
の
⼦
供
の
教
養
の
た
め
に
今
い
る
環
境
が
⾄
極
お

も
し
ろ
く
な
い
も
の
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
環
境
を
脱
す
る
こ
と

能
わ
ざ
る
ほ
ど
に
経
済
的
に
無
能
⼒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

⼀
⼈
の
⼦
供
を
教
養
す
る
こ
と
は
決
し
て
﹃
私
﹄
の
問
題
で
は
な
い
︒

そ
れ
は
﹃
公
﹄
の
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
﹃
公
﹄
な
る
問
題
に
⾃
分
が

お
お
や
け

⼗
分
⼒
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
経
済
的
に
不
如
意
だ
か
ら
で

あ
る
︒
こ
の
経
済
的
の
不
如
意
は
︑
⾃
分
が
敢
え
て
要
求
し
て
も
い
い

あ

は
ず
の
財
を
敢
え
て
要
求
し
な
い
と
こ
ろ
の
⾃
分
の
﹃
勇
気
の
無
さ
﹄

か
ら
来
た
の
で
あ
る
︒
敢
え
て
要
求
し
て
も
よ
い
財
を
要
求
す
る
こ
と

は
罪
悪
で
は
な
い
︒
⾃
分
は
今
ま
で
⾃
分
が
財
を
要
求
せ
ん
と
す
る
場

合
に
感
ず
る
⼦
供
ら
し
い
羞
恥
を
︑
敢
え
て
﹃
財
に
捉
わ
れ
ぬ
﹄
⾃
分

の
⼈
格
の
﹃
⾼
貴
さ
﹄
か
ら
来
た
も
の
だ
と
矜
り
に
思
っ
て
い
た
︒
し

ほ
こ

か
し
そ
の
実
こ
の
羞
恥
は
⾃
分
の
⼈
格
の
﹃
弱
さ
﹄
か
ら
来
る
の
で
あ

っ
た
︒
真
に
﹃
財
に
捉
わ
れ
ぬ
﹄
⼈
格
は
︑
財
を
捨
離
す
る
も
要
求
す

る
も
共
に
無
擬
⾃
在
で
あ
っ
て
矜
持
を
も
感
ぜ
ね
ば
羞
恥
を
も
感
ぜ
ぬ

ほ
こ
り

ご
と
き
⼈
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⾃
分
が
財
を
要
求
せ
ん
と
欲
し



て
感
ず
る
羞
恥
は
︑
⾃
分
が
財
に
捉
わ
れ
て
い
る
証
拠
な
の
で
あ
る
︒

⾃
分
は
こ
の
羞
恥
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
羞
恥
は
﹃
⾼
貴
﹄

の
し
る
し
で
は
な
く
︑﹃
弱
さ
﹄
の
し
る
し
で
あ
る
︒
羞
恥
は
全
然
⿇
痺

し
た
⼈
格
に
お
い
て
も
感
じ
ら
れ
な
い
が
︑
⿇
痺
せ
ざ
る
弱
き
⼈
格
の

徴
候
で
も
あ
る
︒
強
き
⾃
在
無
擬
な
る
⼈
格
は
羞
恥
を
感
ぜ
ざ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⾃
分
は
こ
の
⾃
在
境
を
理
想
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒
必
要
に
従
っ
て
⾃
在
無
擬
に
要
求
し
︑
要
求
す
る
に
従
っ

て
い
っ
さ
い
の
も
の
が
集
ま
り
来
り
︑
し
か
も
そ
の
集
ま
り
き
た
れ
る

も
の
に
着
せ
ず
執
せ
ざ
る
⾃
在
境
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
み

ず
か
ら
好
ん
で
狭
隘
な
る
﹃
清
貧
道
﹄
よ
り
ほ
か
に
歩
む
べ
き
道
な
し

き
よ
う
あ
い

と
限
る
の
は
︑
⾃
分
の
⼈
格
を
狭
め
か
つ
⼩
さ
く
す
る
道
に
ほ
か
な
ら

な
い
︒
⾃
分
は
今
ま
で
⾃
分
の
⼈
格
完
成
の
理
想
を
﹃
汚
れ
ざ
る
聖
境
﹄

に
お
い
た
が
︑
汚
れ
る
こ
と
を
惧
れ
る
ご
と
き
は
︑
ま
だ
真
の
⼤
⾃
在

お
そ

境
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
洗
礼
ヨ
ハ
ネ
の
境
地
で
あ
る
︒
ヨ
ハ
ネ
は
謙

へ
り
く
だ

り
て
︑
罪
び
と
と
と
も
に
飲
⾷
す
る
キ
リ
ス
ト
の
靴
の
紐
を
結
ば
ね
ば

な
ら
な
い
︒
⾃
分
は
汚
れ
る
こ
と
を
惧
る
る
ご
と
き
憂
惧
を
さ
え
超
越

お
そ

ゆ
う
ぐ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
︑
真

の
⼤
⾃
在
境
に
達
す
る
を
う
る
の
で
あ
る
︒﹃
ま
ず
世
を
離
れ
て
法
に
着

き
︑
さ
ら
に
法
に
着
く
こ
と
を
も
離
れ
る
﹄
に
及
ん
で
真
の
⼤
⾃
在
に

到
達
す
る
︒
お
よ
そ
真
に
︑
悪
と
は
⾃
在
な
ら
ざ
る
こ
と
の
異
名
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
⼀
燈
園
に
お
い
て
⾐
服
を
⿊
き
筒
袖
の

つ
つ
そ
で

み
に
限
り
て
奉
仕
す
る
の
は
世
を
離
れ
た
る
相
で
あ
る
︒
し
か
し
仮
に

す
が
た

⼀
燈
園
の
同
⼈
が
﹃
⿊
い
筒
袖
の
ほ
か
に
は
⼀
切
奉
仕
の
服
は
な
い
﹄

と
四
⾓
四
⾯
に
狭
く
る
し
く
⾃
分
を
限
る
な
ら
ば
︑そ
れ
は
⼀
つ
の﹃
凝

り
﹄
と
な
る
︒﹃
凝
り
﹄
は
⾃
在
の
凝
滞
で
あ
る
か
ら
超
越
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
た
と
え
ば
︑
殺
⽣
を
罪
悪
な
り
と
観
じ
て
︑
⾁
⾷

を
禁
断
す
る
ご
と
き
は
浮
き
世
の
欲
望
を
離
れ
た
る
相
で
あ
る
︒
し
か

す
が
た

し
恵
ま
れ
た
る
⾁
を
歓
ん
で
受
け
る
こ
と
能
わ
ざ
る
ご
と
き
は
⼀
つ
の

凝
り
で
あ
る
︒﹃
凝
り
﹄
は
⾃
在
の
凝
滞
で
あ
る
か
ら
超
越
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
し
か
し
て
そ
の
恵
ま
れ
た
る
⾁
を
歓
ん
で
受
け
か
つ
⾷

べ
︑
相
⼿
の
供
養
の
⼼
を
⽣
か
す
と
共
に
⾃
分
の
⾁
体
を
も
養
い
⽣
か

し
︑
供
養
を
旋
す
も
の
と
受
け
る
者
と
の
調
和
し
た
感
謝
の
⼼
を
も
っ

て
そ
の
供
養
の
﹃
犠
牲
﹄
を
も
⽣
か
す
時
︑
は
じ
め
て
こ
の
﹃
凝
り
﹄

は
解
け
る
の
で
あ
る
︒
⾃
分
は
か
つ
て
︑
供
養
さ
れ
た
る
⾁
類
を
も
受

け
ざ
る
を
も
っ
て
よ
し
と
し
た
が
︑
今
の
⾃
分
の
ご
と
き
境
地
に
て
は

受
け
る
を
も
っ
て
よ
し
と
す
る
︒
お
よ
そ
真
に
⾃
在
な
る
も
の
は
す
べ

て
を
⽣
か
す
の
で
あ
る
︒
物
欲
に
と
ら
わ
れ
て
⾃
在
を
失
っ
た
浮
き
世

の
⼈
が
︑
清
貧
の
⽣
活
に
⼊
る
の
は
︑
物
欲
の
束
縛
を
脱
し
て
⾃
在
と

な
ら
ん
た
め
で
あ
る
︒
し
か
も
清
貧
に
凝
り
か
た
ま
り
て
︑
す
べ
て
の

も
の
を
⽣
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
時
︑
そ
の
⼈
は
清
貧
の
た
め
に

か
え
っ
て
⾃
在
を
失
っ
た
の
で
あ
る
︒
⾃
分
は
再
び
す
べ
て
の
も
の
を

⽣
か
す
た
め
に
要
求
す
べ
き
い
っ
さ
い
を
︑
な
ん
の
こ
だ
わ
り
も
な
く

要
求
し
う
る
⼈
格
の
強
さ
と
︑
殺
⽣
し
て
な
お
そ
れ
を
⽣
か
し
う
る
⼈

格
の
⾃
在
さ
と
︑
思
う
ま
ま
に
⽅
便
知
を
駆
使
し
て
敢
え
て
真
実
に
の

ち

み
と
ら
わ
れ
ざ
る
⼈
格
の
無
罣
礙
さ
と
︱
こ
れ
ら
を
獲
得
せ
ん
が
た

む
け
い
げ

め
に
峻

峭
な
る
﹃
義
﹄
の
み
の
⾼
地
を
将
に
降
り
て
無
擬
の
⼤
平
原

し
ゆ
ん
し
よ
う

に
の
ぞ
ま
ん
と
す
る
真
に
真
⾯
⽬
な
る
転
機
に
□

\s\

□

\s\

し
て
い
る
の
で
あ

る
︒
⁝
⁝
﹂

こ
の
転
機
の
論
⽂
を
書
い
た
の
は
⼤
正
⼗
三
年
四
⽉
⼗
七
⽇
で
あ
る
︒

六



そ
の
書
の
著
者
︑
ホ
ル
ム
ズ
は
⾔
う
︒﹁
神
は
超
個
性
的
な
創
造
の
法

則
で
あ
っ
て
︑
創
造
に
な
ん
ら
⾃
⼰
⾃
⾝
の
偏
向
を
も
っ
て
い
な
い
︒﹂

﹁
な
ぜ
善
⼈
が
不
幸
で
あ
り
︑
悪
⼈
が
幸
福
に
⾒
え
る
よ
う
な
世
相
が

存
在
す
る
の
で
あ
る
か
︒﹂
こ
の
問
い
に
対
し
て
ホ
ル
ム
ズ
は
﹁
善
⼈
に

せ
よ
︑
悪
⼈
に
せ
よ
︑
⾃
⼰
の
不
幸
を
⼼
に
描
い
て
そ
れ
を
⼼
か
ら
離

す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
︑
不
幸
に
陥
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒
そ

の
不
幸
は
⾃
分
の
⼼
が
呼
ぶ
の
で
あ
る
︒
宇
宙
の
法
則
は
⼼
の
呼
ぶ
と

こ
ろ
の
も
の
を
造
り
出
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒
結
局
り
︑
三
界
は
唯

つ

ま

⼼
の
所
現
で
あ
る
︒
不
幸
が
来
る
こ
と
が
い
や
で
あ
れ
ば
︑
不
幸
の
存

在
を
意
識
の
圏
外
に
逐
い
出
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
︒神
は
吾
⼈

お

ご
じ
ん

の
不
幸
に
つ
い
て
責
任
を
も
っ
て
い
な
い
︒
神
は
た
だ
わ
れ
ら
に
思
考

の
⾃
由
を
与
え
て
︑
そ
の
思
考
す
る
と
お
り
の
も
の
を
わ
れ
ら
に
与
え

て
く
れ
る
の
で
あ
る
﹂
と
答
え
て
い
る
︒﹁
不
幸
の
存
在
の
思
考
が
︑
不

幸
の
原
因
で
あ
る
な
ら
ば
︑
な
に
ゆ
え
神
は
⼈
間
か
ら
不
幸
の
存
在
を

思
考
す
る
⾃
由
を
奪
っ
て
し
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
か
︒﹂
こ
の
問
い
に
対

し
て
は
こ
う
答
え
て
い
る
︱
﹁
神
は
⾃
由
を
奪
う
こ
と
を
喜
ば
な
い
︑

そ
れ
は
⼈
間
を
﹃
⾃
由
⼈
﹄
と
す
る
の
で
は
な
く
︑﹃
機
械
⼈
﹄
と
し
て

し
ま
う
こ
と
で
あ
る
︒﹃
⼈
間
よ
︑
お
前
の
意
識
は
こ
れ
だ
け
き
り
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
﹄
と
い
っ
て
⼈
間
の
意
識
か
ら
い
っ
さ
い
の
不
幸

の
原
因
で
あ
る
不
幸
の
意
識
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
神
が
も
し
し

よ
う
と
思
え
ば
で
き
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
を
し
な
い
の
は
︑
⾃
由
を
奪

う
の
は
あ
ら
ゆ
る
不
幸
よ
り
も
な
お
⼤
な
る
不
幸
で
あ
る
こ
と
を
神
は

知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
﹂
と
︒

ホ
ル
ム
ズ
の
思
考
に
従
え
ば
神
は
い
っ
さ
い
の
﹁
造
り
主
﹂
で
あ
る

が
︑
神
は
決
し
て
勝
⼿
気
儘
に
わ
れ
ら
に
不
幸
を
造
っ
て
い
る
の
で
は

き
ま
ま

な
い
の
で
あ
る
︒
わ
れ
ら
の
思
考
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
病
気
で
あ
ろ

う
と
︑
貧
乏
で
あ
ろ
う
と
︑
逆
境
で
あ
ろ
う
と
︑
順
境
で
あ
ろ
う
と
︑

不
幸
で
あ
ろ
う
と
︑
幸
福
で
あ
ろ
う
と
︑
わ
れ
ら
の
思
考
を
鋳
型
と
し

て
無
差
別
平
等
に
神
は
わ
れ
ら
に
造
り
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
︒
そ
こ
に
⼈
間
の
⾃
由
と
︑
神
の
当
体
の
無
相
に
し
て
応
現
の
⾃
在

な
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
仏
教
的
思
想
に

融
合
し
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
で
あ
っ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
﹁
造
り
主
﹂

を
あ
り
と
し
な
が
ら
仏
教
の
﹁
無
明
縁
起
﹂
と
⼀
致
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
︒﹁
造
り
主
﹂
の
思
想
と
︑﹁
無
明
縁
起
﹂
と
は
⼀
致
し
が
た
い
も

の
と
し
て
︑
ひ
と
た
び
造
り
主
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
わ
た
し
は
︑
こ

こ
に
再
び
創
造
主
を
発
⾒
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

そ
う
ぞ
う
し
ゆ

し
か
し
︑
わ
た
し
が
い
っ
た
ん
創
造
主
を
否
定
し
去
っ
た
後
に
ホ
ル

そ
う
ぞ
う
し
ゆ

ム
ズ
の
哲
学
が
肯
定
し
て
く
れ
た
こ
の
神
な
る
も
の
は
︑
ま
だ
現
在
の

⽣
⻑
の
家
が
説
い
て
い
る
よ
う
な
実
相
の
神
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は

現
象
界
を
創
造
す
る
神
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
⼼
に
描
い
た

も
の
を
︑
そ
の
⼼
に
描
い
た
と
お
り
の
形
に
現
象
界
を
造
り
出
し
て
く

れ
る
と
こ
ろ
の
現
象
界
の
創
造
者
で
あ
っ
た
︒
わ
た
し
は
︑﹃
聖
道
へ
﹄

な
る
論
⽂
集
に
お
い
て
︑
現
象
界
の
創
造
者
は
﹁
神
﹂
で
は
な
い
﹁
無

明
﹂
で
あ
る
と
し
︑
こ
の
世
界
は
﹁
無
明
﹂
が
造
っ
た
の
で
あ
る
と
説

い
た
が
︑
ホ
ル
ム
ズ
は
︑﹁
無
明
﹂
を
創
造
主
と
し
な
い
で
︑﹁
無
明
﹂

は
創
造
主
の
前
に
投
げ
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
創
造
の
雛
型
で
あ
っ
て
︑

応
現
⾃
在
の
無
相
の
神
が
︑
そ
の
﹁
無
明
﹂
を
雛
形
と
し
て
︑
現
象
界

ひ
な
が
た

を
創
造
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
︑
創
造
主
と
無
明

と
は
断
然
区
別
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
創
造
主
は
た
だ
創
造
る
エ

つ

く

ネ
ル
ギ
ー
と
せ
ら
れ
た
︒
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
指
導
す
る
も
の
は
⼈
間

⾃
⾝
の
念
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
現
象
界
創
造
の
機
械
⼯
場
に
お
い
て

創
造
主
は
発
動
機
の
勣
⼒
み
た
い
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
動
⼒
を
指



導
し
操
縦
し
て
旋
盤
を
操
り
︑
穿
孔
機
を
あ
や
つ
り
で
き
ふ
で
き
を
作

せ
ん
こ
う
き

る
の
は
⼈
間
⾃
⾝
で
あ
っ
た
︒

⽣
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