
芥
川
竜
之
介
　
”
西

方

の

人
〃

　
　
　
　
　
　
　
　

注
　
解
　
一

　
　
　
　
　
　
　
（

中

野

恵

海

は

し

が

き

　
芥
川
龍
之
助
が
田
端
の
自
宅
で
、
ベ
ロ
ナ
ア
ル
お
よ
び
ジ
ャ
ー
ル
の
致
死
量
を

飲
ん
で
自
殺
を
遂
げ
た
の
は
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
七
月
二
十
四
日
の
未
明

で
あ
り
、
　
「
続
西
方
の
人
」
の
書
き
あ
げ
ら
れ
た
の
が
二
十
三
日
で
あ
る
と
い

う
。
又
「
西
方
の
人
」
に
は
七
月
十
日
遅
欄
筆
日
時
の
記
入
が
あ
っ
て
、
こ
の
「

西
方
の
人
・
正
続
」
こ
そ
は
文
字
通
り
の
彼
の
遣
道
で
あ
り
、
枕
頭
に
聖
書
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
ま

冊
置
か
れ
て
あ
っ
た
こ
と
と
北
畑
ま
っ
て
我
々
に
深
い
関
心
を
い
だ
か
せ
る
。
佐

古
純
一
郎
氏
が
述
べ
ら
れ
た
が
如
く
、
こ
の
作
品
は
、
そ
の
見
出
し
の
立
て
か
た

や
、
全
体
の
構
成
か
ら
見
て
、
　
「
イ
エ
ス
の
生
涯
」
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
線
は
ル
ナ
ン
の
「
イ
エ
ス
伝
」
に
沿
っ
て
い
る

と
も
言
え
な
く
も
な
い
が
、
彼
自
身
が
述
べ
た
如
く
そ
れ
は
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス

ト
」
を
は
ば
か
り
な
く
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
又
彼
自
身
の
言
葉
「
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は

人
間
は
彼
の
前
に
お
の
ず
か
ら
本
体
を
直
し
て
み
る
」
　
（
続
西
方
の
人
・
3
）
、

が
奇
し
く
も
道
破
し
た
よ
う
に
、
芥
川
の
自
我
像
を
そ
こ
に
見
る
事
が
出
来
る
と

西
方
　
の
　
人
　
　
注
解

も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
西
方
の
人
」
は
誠
に
難
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
正
し
き
信
仰

の
立
場
か
ら
、
彼
の
信
仰
の
姿
を
批
判
す
る
と
い
う
事
が
必
ら
ず
し
も
こ
の
場
合

作
品
の
理
解
を
深
め
る
も
の
だ
と
も
言
え
な
い
。
拙
稿
は
ひ
た
す
ら
に
こ
の
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
た

に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
本
音
を
追
求
す
る
。
　
「
お
の
つ
か
ら
重
し
て
る
る
」
彼
の
全
　
3
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

き
本
体
を
見
と
ど
け
た
い
。
形
式
は
全
く
平
凡
に
、
　
「
注
」
と
「
解
」
と
に
分
け

た
。
　
「
注
」
は
殆
ん
ど
他
書
の
恩
恵
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
出
来
る
だ
け
批
判
的
な
態
度
を
志
し
た
つ
も
り
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
「
解
」
に

至
る
基
礎
的
な
裏
づ
け
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
　
「
解
」
は
こ
れ
又
甚
だ
大

胆
に
や
っ
た
。
弁
解
じ
み
た
言
葉
な
が
ら
、
出
る
杭
は
打
た
れ
る
事
を
大
い
に
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ

証
し
た
も
の
で
あ
る
。
恥
知
ら
ず
と
の
非
難
や
嘲
笑
は
必
至
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う

い
う
も
の
は
つ
つ
ま
し
く
や
っ
た
の
で
は
面
白
く
な
い
。
そ
し
て
意
義
も
薄
か
ろ

う
と
考
え
て
懸
命
に
愚
考
の
種
々
を
さ
ら
け
出
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
附
言
。
大
阪
国
文
談
話
会
・
近
代
部
会
で
は
「
芥
川
竜
之
介
研
究
」
の
一
部
と

　
し
て
「
西
方
の
人
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
文
字
通
り
一
章
一
章
に
つ
い
て
共
同
研

　
究
が
な
さ
れ
て
い
る
、
拙
稿
は
そ
こ
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
勿
論
直
接
間

「
九



西
方
　
の
　
人
　
　
注
解

接
に
部
会
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
部
会
の
研
究
の
結
…
果

を
ま
と
め
た
も
の
で
は
な
い
。
部
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
員
と
し
て
の
私
見
を
ま

ず
は
じ
め
に
発
表
し
た
と
で
も
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ

て
部
会
の
研
究
が
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
誠
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
事

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

西・

1

方

の

人

　

こ
の
人
を
見
よ

　
　
　
　
か
れ
こ
れ

わ
た
し
は
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
を
一
殊
に
カ
ト
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
さ
き
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま

ッ
ク
教
を
愛
し
て
み
た
。
長
崎
の
「
日
本
の
聖
母
の
寺
」
は
未
だ
に
私
の
記
憶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
き
た
は
ら
は
く
し
ゅ
う
⑥
き
の
し
た
も
く
た
ろ
う
　
　
　
ま

に
残
っ
て
み
る
。
こ
う
云
ふ
わ
た
し
は
北
原
白
秋
氏
や
木
下
杢
太
郎
氏
の
播
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
か
ら
す

た
種
を
せ
っ
せ
と
拾
っ
て
み
た
鴉
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
か
ら
又
何
年
か
前
に
は

　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
ん

ク
リ
ス
ト
教
の
為
に
殉
じ
た
ク
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
或
興
味
を
感
じ
て
み
た
。

殉
教
者
の
心
理
は
わ
た
し
に
は
あ
ら
ゆ
る
狂
信
者
の
心
理
の
や
う
に
病
的
な
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

味
を
与
へ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
や
っ
と
こ
の
頃
に
な
っ
て
四
人
の
伝
記
作

者
の
わ
た
し
た
ち
に
伝
へ
た
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
。
ク
リ
ス
ト

　
こ
ん
に
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ろ

は
今
日
の
わ
た
し
に
は
行
路
の
人
の
や
う
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は

　
こ
う
も
う
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち

或
は
紅
毛
人
た
ち
は
勿
論
、
今
日
の
青
年
た
ち
に
は
笑
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し

　
　
　
　
　
　
　
す
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

か
し
十
九
世
紀
の
末
に
生
ま
れ
た
わ
た
し
は
彼
等
の
も
う
見
る
の
に
飽
き
た
、

二
〇

　
　
む
し

1
寧
ろ
倒
す
こ
と
を
た
め
ら
は
な
い
十
字
架
に
目
を
注
ぎ
出
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
ら
ず
　
　
⑨

る
。
日
本
に
生
ま
れ
た
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
は
回
し
も
ガ
リ
ラ
ヤ
の
湖
を

眺
め
て
み
な
い
。
赤
あ
か
と
実
の
っ
た
柿
の
木
の
下
に
長
崎
の
入
江
も
見
て
み

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
た
し
は
歴
史
的
事
実
や
地
理
的
事
実
を
顧
み
な
い
で

あ
ろ
う
。
　
（
そ
れ
は
少
く
と
も
ジ
ャ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
は
困
難
を
避
け
る
為

　
　
　
　
　
も
　
　
　
ま
じ
め

で
は
な
い
。
若
し
真
面
目
に
構
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
五
六
冊
の
ク
リ
ス
ト
伝
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち

容
易
に
こ
の
役
を
は
た
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
）
そ
れ
か
ら
ク
リ
ス
ト
の
一

げ
ん
い
っ
こ
う

言
一
行
を
忠
実
に
挙
げ
て
み
る
余
裕
も
な
い
。
わ
た
し
は
唯
わ
た
し
の
感
じ
た

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
め

通
り
に
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
を
記
す
の
で
あ
る
。
厳
し
い
日
本
の
ク
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
め

ト
教
徒
も
売
文
の
徒
の
書
い
た
ク
リ
ス
ト
だ
け
は
恐
ら
く
は
大
目
に
見
て
く
れ

る
で
あ
ろ
う
。

（
注
）

①
西
方
の
人
　
「
セ
イ
ホ
ウ
ノ
ヒ
ト
」
と
読
む
べ
き
よ
う
に
は
思
わ
れ
る
が
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
は
う

　
書
「
1
9
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
の
本
文
に
「
西
方
の
古
典
」
の
語
が
あ
り
、
「
さ
い
は

　
う
」
と
ル
ビ
が
あ
っ
た
り
し
て
必
ら
ず
し
も
「
セ
イ
ホ
ウ
」
と
決
定
す
べ
き
で
な

　
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
尚
、
「
3
7
東
方
の
人
」
の
本
文
に
よ
れ
ば
「
東
方
の
人

　
　
　
　
　
ぶ
つ
だ
　
ろ
う
レ
　
　
こ
う
レ

　
」
と
は
、
仏
陀
、
老
子
、
孔
子
を
さ
し
て
お
り
、
こ
の
「
西
方
の
人
」
と
は
勿

　
論
、
イ
エ
ス
・
ク
リ
ス
ト
を
さ
し
て
い
る
。
西
方
、
東
方
と
い
う
風
な
呼
称
は

　
例
え
ば
、
吉
川
幸
次
郎
氏
の
「
事
実
と
虚
構
」
に
“
西
方
の
人
々
が
、
今
や
わ

　
れ
わ
れ
東
方
の
文
明
へ
の
関
心
を
増
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
慶
賀
す
べ
き
現
象
で

　
あ
る
〃
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
西
洋
、
東
洋
の
意
味
か
ら
西
方
の
人
々
、
東
方
の

129



　
文
明
と
い
う
風
に
つ
か
っ
て
い
る
の
で
、
　
「
西
方
の
人
」
が
直
ち
に
イ
エ
ス
・

　
キ
リ
ス
ト
を
さ
す
様
な
慣
例
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
芥
川
が
イ
エ

　
ス
を
さ
し
て
「
西
方
の
人
」
と
呼
ん
だ
気
持
に
は
、
直
る
種
の
ハ
イ
カ
ラ
な
表

　
現
意
識
の
ほ
か
に
、
イ
エ
ス
に
対
す
る
親
し
げ
な
、
そ
し
て
神
格
化
さ
れ
た
イ

　
エ
ス
を
人
間
扱
い
す
る
風
な
語
気
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

②
こ
の
人
を
見
よ
　
ニ
ー
チ
ェ
の
著
「
こ
の
人
を
見
よ
」
国
8
Φ
げ
。
ヨ
。
（
H
。
。
◎
。
o
。
）

　
を
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
の
口
真
似
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
む
ろ

　
ん
、
超
人
哲
学
の
超
人
の
意
を
含
め
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

③
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
　
「
西
方
の
人
」
に
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
七
月

　
十
日
の
欄
筆
日
時
の
記
入
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
よ
り
十
年
程
前
の
彼
の
キ
リ
シ

　
タ
ン
も
の
を
挙
げ
て
み
る
。
e
奉
教
人
の
死
（
一
九
一
八
二
二
田
文
学
）
O
き

　
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
（
一
九
一
九
・
新
小
説
）
　
（
尚
、
こ
の
歳
五
月
菊
池
寛
と

　
長
崎
に
旅
行
し
南
蛮
キ
リ
シ
タ
ン
趣
味
に
ひ
た
っ
た
）
日
南
京
の
基
督
（
一
九

　
二
〇
・
中
央
公
論
）
。
本
文
に
は
「
ク
リ
ス
ト
教
の
為
に
殉
じ
た
ク
リ
ス
ト
教

　
妻
た
ち
に
或
興
味
を
感
じ
て
み
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
作
品
e
口
を
指
す
も

　
の
と
思
わ
れ
る
。

④
日
本
の
聖
母
の
寺
　
　
長
崎
の
大
浦
天
主
堂
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
長
崎
市
内

　
に
あ
る
日
本
最
古
（
元
治
元
年
一
八
六
四
創
建
）
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
寺
院
で
現

　
在
は
国
宝
建
造
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
は
大
正
八
年
及
び
十
一
年
の
長

　
崎
旅
行
の
際
に
見
物
し
た
。
　
「
長
崎
日
録
・
大
正
十
一
年
五
月
二
十
日
」
の
記

　
に
は
「
払
暁
、
与
茂
平
、
春
夫
の
二
人
と
『
日
本
の
聖
母
の
寺
』
に
至
る
。
弥

　
撒
の
礼
拝
式
に
列
せ
ん
為
な
り
。
松
ケ
枝
橋
を
過
ぐ
る
頃
、
未
だ
天
に
星
光
あ

　
り
」
と
あ
り
、
松
ケ
枝
橋
は
大
浦
天
主
堂
へ
の
上
り
口
附
近
に
あ
る
。
　
「
我
鬼

西
方
　
の
　
人
　
　
注
解

　
十
寸
」
に
「
霧
雲
の
光
ま
ぼ
し
も
日
本
の
聖
母
の
御
寺
今
日
見
つ
る
か
も
」
　
「

　
天
雲
の
し
き
は
ふ
し
た
よ
日
本
の
聖
母
の
み
寺
け
ふ
見
つ
る
か
も
」
が
あ
る
。

⑤
北
原
白
秋
　
　
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
～
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
。

　
詩
人
、
歌
人
。
　
「
邪
宗
門
」
　
「
思
ひ
出
」
等
の
詩
集
に
よ
り
明
治
末
期
か
ら
詩

　
壇
の
第
一
人
者
と
な
り
、
歌
集
「
桐
の
花
」
で
短
歌
に
新
風
を
う
ち
立
て
、
ゆ

　
た
か
な
色
彩
感
覚
と
異
国
情
緒
を
自
在
な
韻
律
に
歌
い
あ
げ
た
。
又
「
赤
い
鳥

　
」
に
お
け
る
童
謡
運
動
の
功
績
も
大
き
い
。

⑥
木
下
杢
太
郎
　
　
明
治
＋
八
年
（
一
八
八
五
五
）
～
昭
和
・
二
十
年
（
一
九
四
二

　
）
詩
人
、
作
家
、
医
師
。
白
秋
ら
と
共
に
「
明
星
」
末
期
、
「
ス
バ
ル
」
等
の

　
詩
壇
に
活
躍
、
南
蛮
趣
味
、
異
国
情
緒
を
高
雅
に
歌
い
あ
げ
た
。
又
日
本
の
キ

　
リ
シ
タ
ン
の
事
跡
を
詩
化
、
劇
化
し
、
更
に
近
世
初
期
に
渡
来
し
た
ポ
ル
ト
ガ

　
ル
宣
教
師
た
ち
の
研
究
を
試
み
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
・
（
六
、
僕
等
の
散
文
）
」
に
、
　
「
僕
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
け

　
散
文
が
詩
人
た
ち
の
恩
を
蒙
っ
た
の
は
更
に
近
い
時
代
に
も
な
い
訣
で
は
な

　
い
。
で
は
そ
れ
は
何
か
と
言
へ
ば
、
北
原
白
秋
氏
の
散
文
で
あ
る
。
僕
等
の
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ほ
ひ

　
文
に
近
代
的
な
色
彩
や
匂
を
与
へ
た
も
の
は
詩
集
『
思
ひ
出
』
の
序
文
だ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
た
。
か
う
云
ふ
点
で
は
北
原
氏
の
外
に
木
下
杢
太
郎
氏
の
散
文
を
数
へ
て
も
善

　
い
。
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ね
ま

⑦
鴉
　
　
「
権
兵
衛
、
種
播
き
や
、
鴉
が
ほ
じ
く
る
」
と
い
う
俗
諺
を
ふ
ま
え

　
て
、
こ
こ
で
は
他
人
の
労
苦
を
利
用
し
て
、
楽
々
と
そ
の
収
獲
を
わ
が
も
の
に

　
す
る
の
意
に
用
い
て
い
る
。
も
と
は
、
権
兵
衛
の
間
抜
け
ぶ
り
を
調
し
て
い
る

　
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
芥
川
が
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
鴉
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
労

　
す
る
こ
と
な
く
種
播
く
人
の
種
を
つ
い
ば
む
、
ず
る
い
、
軽
薄
な
人
間
と
い
う

二
一



　
　
　
　
　
　
西
方
の
人
　
注
解

　
自
嘲
的
口
吻
が
あ
る
。

⑧
四
人
の
伝
記
作
者
　
　
「
新
約
聖
書
」
の
「
マ
タ
イ
伝
」
「
マ
ル
コ
伝
」
「
，
ル

　
カ
伝
」
　
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
の
著
者

⑨
ガ
リ
ラ
ヤ
の
湖
　
　
パ
レ
ス
チ
ナ
最
大
の
淡
水
湖
で
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
が
湖
の
北

　
東
部
に
そ
そ
ぎ
、
南
西
端
よ
り
出
て
い
る
。
預
言
者
た
ち
や
イ
エ
ス
が
活
動
し

　
た
土
地
。

⑩
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
を
記
す
　

「
わ
た
し
は
歴
史
的
事
実
や
地
理
的
事

　
実
を
顧
み
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
も
明
ら
か
な
如
く
、
芥
川
は

　
自
分
の
「
感
じ
た
通
り
に
」
ク
リ
ス
ト
を
描
く
の
で
あ
っ
て
、
世
間
の
常
識
と

　
か
既
成
概
念
な
ど
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己

　
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
事
の
一
つ
の
宣
言
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
解
）こ

の
章
の
主
旨
は
「
西
方
の
人
」
を
書
く
に
当
っ
て
の
緒
言
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
を
書
く
と
い
う
一
語
に
尽
き
る
よ
う
で
あ
る
。
歴

史
的
事
実
に
基
づ
く
詳
細
な
イ
エ
ス
伝
を
書
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
西
方
の

超
人
、
イ
エ
ス
に
対
す
る
芥
川
の
私
見
を
ぶ
ち
ま
け
よ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
を
か
く
考
え
る
、
或
は
私
は
イ
エ
ス
を
こ
う
見
た
、
と
い
う
の
が
内
容

で
あ
る
訳
で
、
所
謂
、
イ
エ
ス
に
自
己
対
決
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
作
品
の
眼

目
で
あ
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
種
の
も
の
の
性
質
と
し
て
、
そ
こ
に
イ
エ
ス

を
一
つ
の
鏡
と
し
た
芥
川
竜
之
介
の
自
画
像
が
浮
か
び
あ
が
る
と
い
う
事
に
も

な
る
訳
で
あ
る
。

2
　
　
マ

リ

ア

二
二

　
　
　
　
　
　
　
に
ょ
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
せ
い
れ
い

マ
リ
ア
は
唯
の
女
人
だ
っ
た
。
が
、
或
夜
聖
霊
に
感
じ
て
忽
ち
ク
リ
ス
ト
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
　
　
　

み
落
し
た
。
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
女
人
の
中
に
多
少
の
マ
リ
ア
を
感
じ
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
し
う
ち
ろ

う
。
同
時
に
又
あ
ら
ゆ
る
男
子
の
中
に
も
。
I
l
い
や
、
我
々
は
炉
に
燃
え
る

　
　
は
た
け
　
　
　

す
や
　
　

か
め
　
が
ん
で
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら

火
や
畠
の
野
菜
や
素
焼
き
の
瓶
や
巌
畳
に
出
来
た
腰
か
け
の
中
に
に
も
多
少
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
リ
ア
を
感
じ
る
で
あ
ら
う
。
マ
リ
ア
は
「
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
」
で
は
な

　
　
　
　

い
。
唯
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
の
け
、
マ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
よ

の
一
生
も
や
は
り
「
涙
の
谷
」
の
申
に
通
っ
て
み
た
。
が
、
マ
リ
ア
は
忍
耐
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

重
純
て
こ
の
一
生
を
歩
い
て
行
．
た
．
世
間
智
と
愚
と
美
徳
と
は
婆
の
董
刀

の
中
に
一
つ
に
住
ん
で
み
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
叛
逆
は
ク
リ
ス
ト
に
対
す
る
よ
り
　
一

も
マ
リ
ア
に
対
す
る
叛
逆
だ
つ
た
。

（
注
）

①
マ
リ
ア
　
聖
母
マ
リ
ア
。
ク
リ
ス
ト
の
母
。

②
唯
の
女
人
　
　
平
凡
な
普
通
の
女
性
の
意
。
イ
エ
ス
を
生
ん
だ
と
い
う
事
で
神

　
聖
化
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
事
に
対
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
神
聖
化
す
る
と

　
い
う
事
の
一
つ
に
「
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
」
と
い
う
観
念
が
あ
る
の
で
あ
ろ

　
．
つ
。

⑧
或
夜
聖
霊
に
感
じ
て
　
　
「
マ
タ
イ
伝
」
第
一
章
十
八
、
十
九
、
二
十
、
二
十

　
一
、
に
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
の
誕
生
は
、
左
の
ご
と
し
。
そ
の
母
マ
リ



　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
な
づ
け

　
ア
、
ヨ
セ
ブ
と
許
嫁
し
た
る
の
み
に
て
、
未
だ
楷
に
な
ら
ざ
り
し
に
、
聖
霊
に

　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
も

　
よ
り
て
孕
り
、
そ
の
孕
り
た
る
こ
と
顕
れ
た
り
。
夫
ヨ
セ
ブ
は
正
し
き
人
に
し

　
　
　
お
ほ
や
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
か

　
て
之
を
公
然
に
す
る
を
好
ま
ず
、
私
に
離
縁
せ
ん
と
思
ふ
。
斯
て
、
こ
れ
ら
の

　
事
を
思
ひ
回
ら
し
を
る
と
き
、
視
よ
、
主
の
使
、
夢
に
現
れ
て
言
ふ
『
ダ
ビ
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ら

　
の
子
ヨ
セ
ブ
よ
、
妻
マ
リ
ア
を
怠
る
る
事
を
謀
る
な
。
そ
の
胎
に
宿
る
者
は
聖

　
霊
に
よ
る
な
り
。
か
れ
子
を
生
ま
ん
、
汝
そ
の
名
を
イ
エ
ス
と
名
づ
く
べ
し
。

　
己
が
民
を
そ
の
罪
よ
り
救
ひ
給
ふ
故
な
り
』

④
多
少
の
マ
リ
ア
を
感
じ
る
　
　
芥
川
は
次
の
六
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
e
あ
ら
ゆ

　
る
女
人
の
中
に
、
口
あ
ら
ゆ
る
男
子
の
中
に
も
、
二
三
に
燃
え
る
火
、
四
畠
の

　
野
菜
、
国
素
焼
き
の
瓶
、
因
巌
畳
に
出
来
た
腰
か
け
。
O
は
特
定
の
、
特
殊
な

　
女
性
で
は
な
い
と
い
う
意
で
あ
り
、
口
は
、
そ
れ
は
女
性
と
い
う
性
別
に
も
よ

　
ら
な
い
事
で
あ
る
と
し
、
日
、
四
、
国
、
因
な
ど
の
素
材
か
ら
我
々
は
詩
人
と

　
し
て
の
芥
川
の
好
み
な
ど
を
見
る
思
い
が
す
る
が
、
日
に
原
始
的
な
も
の
、
四

　
に
は
野
性
的
な
も
の
、
田
や
因
に
は
飾
り
気
の
な
い
、
素
材
な
も
の
が
感
じ
ら

　
れ
る
。
表
現
そ
の
も
の
は
、
何
気
な
く
、
さ
り
気
な
く
こ
れ
ら
の
も
の
を
採
り

　
上
げ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
味
わ
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
。
こ
の
「
マ
リ
ア
」

　
を
芥
川
は
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

⑤
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
　
　
ゲ
ー
テ
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
第
二
部
第
五
幕
の
最

　
終
場
面
、
合
唱
す
る
深
秘
の
群
れ
の
こ
と
ば
に
「
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
／
我

　
等
を
引
き
て
往
か
し
む
」
と
あ
る
。
永
遠
不
変
の
女
性
の
本
質
、
純
粋
な
女
性

　
そ
の
も
の
、
の
意
。
後
世
は
「
マ
リ
ア
」
と
言
え
ば
「
人
類
女
性
の
代
表
」
と

　
か
「
女
性
の
象
徴
」
と
か
、
俗
に
い
う
「
聖
母
マ
リ
ア
」
式
の
母
性
を
想
像
す

西
方
　
の
　
人
　
　
注
解

　
る
。
世
に
「
マ
リ
ア
観
音
」
な
る
言
葉
も
あ
っ
て
、
後
人
は
こ
の
「
マ
リ
ア
」

　
に
「
観
世
音
菩
薩
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
女
性

　
の
も
つ
最
高
最
善
の
要
素
を
一
身
に
具
足
し
給
う
の
が
観
音
で
、
身
を
三
十
三

　
身
に
現
．
じ
て
六
道
の
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
誓
願
の
も
と
、
忍
辱
柔
和
の

　
相
よ
り
そ
の
魅
力
を
発
揮
し
て
世
の
男
性
を
救
済
し
給
う
菩
薩
で
も
あ
る
。

⑥
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
　
　
革
新
に
対
し
て
保
守
、
浪
漫
主
義
に
対
し
て

　
現
実
主
義
が
想
起
さ
れ
る
。
次
の
章
で
聖
霊
に
対
し
て
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す

　
る
も
の
」
と
呼
ん
で
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
現
実
に
飽
き
足
ら
ず
し
て
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
実
を
超
え
と
し
つ
づ
け
る
も
の
に
対
し
て
、
守
ら
ん
と
す
る
も
の
は
、
こ
の
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
実
に
あ
く
ま
で
も
立
脚
し
て
、
現
実
に
終
始
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
こ
の
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
に
徹
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
そ
の
も
の
。

⑦
涙
の
谷
　
　
バ
カ
の
谷
の
こ
と
。
「
旧
約
聖
書
」
詩
篇
第
八
十
四
篇
六
に
「
か
　
2
6

　
れ
ら
は
涙
の
谷
を
す
ぐ
れ
ど
も
其
処
を
多
く
泉
あ
る
所
と
な
す
」
と
あ
る
。
天

　
国
に
対
し
て
苦
難
に
み
ち
た
現
世
を
い
う
。

（
解
）

　
マ
リ
ア
に
永
遠
な
る
女
性
や
理
想
的
母
性
像
を
見
よ
う
と
す
る
の
は
三
階
二
般

の
風
潮
で
あ
ろ
う
が
、
マ
リ
ア
と
は
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
の
象
徴
で

あ
り
、
マ
リ
ア
の
一
生
と
は
平
凡
な
る
女
．
姓
、
そ
し
て
偉
大
な
る
男
性
を
生
ん
だ

一
人
の
女
性
の
そ
れ
の
如
く
、
か
し
ま
し
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
り
ま
か
れ
た

忍
耐
の
連
続
の
一
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
女
の
中
に
は
世
間
智
と
愚
と

美
徳
と
が
一
つ
に
な
っ
て
住
ん
で
い
た
。
ニ
イ
チ
ェ
の
叛
逆
は
無
神
論
者
と
し
て

ク
リ
ス
ト
に
対
し
た
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
本
質
的
に
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も

二
三



西
方
　
の
　
人
　
　
注
解

の
」
に
対
し
超
人
哲
学
者
と
し
て
の
叛
逆
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
又
マ
リ

ア
を
取
り
巻
く
後
世
の
偏
見
と
迷
信
と
に
対
す
る
姿
勢
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
「

マ
リ
ア
は
唯
の
女
人
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
次
に
す
ぐ
「
が
、
即
夜
聖
霊
に
感
じ
て

忽
ち
ク
リ
ス
ト
を
生
み
落
し
た
」
と
つ
づ
け
た
の
は
、
勿
論
こ
の
聖
書
の
記
述
を

そ
の
ま
ま
肯
定
的
に
述
べ
た
の
で
は
な
く
、
　
「
忽
ち
」
な
ど
い
う
軽
い
椰
楡
的
口

吻
に
も
見
ら
れ
る
如
く
マ
リ
ア
を
聖
女
扱
い
す
る
後
世
の
偏
見
に
対
し
て
「
唯
の

女
人
」
で
あ
る
と
い
う
文
意
に
そ
う
た
述
べ
方
で
あ
ろ
う
。

3
　
聖

霊

　
　
　
①
　
　
　
　
う
ち
　
　
　
　
　
　
せ
い
れ
い

我
々
は
風
や
旗
の
中
に
も
多
少
の
聖
霊
を
感
じ
る
で
あ
ら
う
。
聖
霊
は
必
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

も
「
聖
な
る
も
の
」
で
は
な
い
。
唯
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
。
ゲ
エ
テ
は
い
つ
も
聖
霊
に
U
器
目
。
つ
の
名
を
与
へ
て
る
だ
。
の
み
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
り

ず
い
つ
も
こ
の
聖
霊
に
捉
は
れ
な
い
や
う
に
警
戒
し
て
み
た
。
が
、
聖
霊
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
と
ら

歴
た
ち
は
一
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス
ト
た
ち
は
聖
霊
の
為
に
い
っ
か
捉
は
れ
る
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
ろ
ん

険
を
持
っ
て
る
る
。
聖
霊
は
悪
魔
や
天
使
で
は
な
い
。
勿
論
、
神
と
も
異
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
ひ
が
ん

の
で
あ
る
。
我
々
は
時
々
善
悪
の
彼
岸
に
聖
霊
の
歩
い
て
み
る
の
を
見
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
う
。
善
悪
の
彼
岸
に
、
－
し
か
し
ロ
ム
プ
ロ
ゾ
オ
は
幸
か
不
幸
か
精
神
病

　
　
な
う
ず
る

者
の
脳
髄
の
上
に
聖
霊
の
歩
い
て
み
る
の
を
発
見
し
て
み
た
。

二
四

（
注
）

①
風
や
旗
　
　
2
章
の
「
マ
リ
ア
」
の
と
こ
ろ
で
「
多
少
の
…
…
」
と
い
う
言
い

　
方
を
し
た
の
と
同
じ
く
「
多
少
の
聖
霊
を
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
風

　
や
旗
の
動
く
の
を
見
て
、
そ
こ
に
現
実
を
超
え
よ
う
と
す
る
浪
漫
精
神
の
湧
出

　
を
感
じ
る
、
或
は
触
発
さ
れ
る
と
い
う
風
に
解
さ
れ
る
。
風
や
旗
な
ど
と
言
え

　
ば
例
の
澱
石
の
「
草
枕
」
に
も
出
て
来
る
禅
問
答
が
想
起
さ
れ
る
。
　
「
草
枕
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た

　
に
は
、
　
「
あ
る
時
二
人
の
僧
が
、
幡
が
風
に
動
く
の
か
、
風
が
幡
を
動
か
す
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え

　
か
と
論
争
し
た
。
六
祖
慧
能
と
い
う
人
が
そ
れ
を
聞
い
て
、
い
ず
れ
で
も
な

　
い
、
心
が
動
く
の
だ
と
教
え
た
。
」
と
あ
る
。

②
U
器
ヨ
。
昌
又
は
U
似
ヨ
。
昌
（
ド
イ
ツ
語
）
。
　
神
と
人
間
と
の
申
閻
者
。
時
に

　
悪
魔
と
も
訳
す
。
　
「
闇
中
問
答
」
　
（
昭
和
二
）
に
「
或
声
　
で
は
俺
を
誰
だ
と

思
ふ
？
／
僕
僕
の
平
和
蕃
・
た
も
の
だ
・
僕
の
エ
ピ
キ
・
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
伽

　
破
っ
た
も
の
だ
。
僕
の
一
い
や
、
僕
ば
か
り
で
は
な
い
。
昔
支
那
の
聖
人
の

　
教
へ
た
中
庸
の
精
神
を
失
は
せ
る
も
の
だ
。
お
前
の
犠
牲
に
な
っ
た
も
の
は
至

　
る
所
に
横
は
っ
て
み
る
。
文
学
史
の
上
に
も
、
新
聞
記
事
の
上
に
も
。
／
或
る

　
声
　
そ
れ
を
お
前
は
何
と
呼
ん
で
み
る
？
／
僕
　
僕
は
何
と
呼
ぶ
か
は
知
ら
な

　
い
。
し
か
し
他
人
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
お
前
は
僕
等
を
超
え
た
力
だ
。
僕
等
を

　
支
配
す
る
U
巴
ヨ
O
昌
だ
。
」
と
あ
る
。
こ
の
「
幌
糠
問
答
」
の
主
旨
よ
り
察
す

　
れ
ば
、
聖
霊
に
デ
ー
モ
ン
の
名
を
与
え
た
ゲ
ー
テ
に
芥
川
は
賛
成
し
て
い
る

　
よ
う
で
あ
る
。

③
ク
リ
ス
ト
た
ち
　
　
第
1
章
の
「
こ
の
人
を
見
よ
」
の
中
で
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス

　
ト
」
と
あ
る
か
ら
、
「
誰
々
の
ク
リ
ス
ト
」
「
誰
そ
れ
の
ク
リ
ス
ト
」
と
い
う
風

　
に
各
人
の
解
釈
に
よ
る
ク
リ
ス
ト
を
認
め
て
「
ク
リ
ス
ト
た
ち
」
と
い
う
風
に



　
複
数
に
し
た
の
で
あ
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
文
の
叙
述
か
ら
み
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
れ
は
単
に
「
ク
リ
ス
ト
教
徒
達
」
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
ば
何
故
「

　
教
徒
達
」
と
言
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
。
己
を
む
な
し
う
し
て
神
に
生
き
る

　
と
信
ず
る
人
達
を
強
く
提
示
し
て
ク
リ
ス
ト
達
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ

　
ん
イ
エ
ス
も
こ
の
ク
リ
ス
ト
達
の
申
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
聖

　
霊
の
子
供
達
は
、
デ
ー
モ
ン
に
捉
わ
れ
た
る
も
の
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

④
捉
は
れ
る
危
険
　
　
「
闇
中
問
答
」
に
は
「
或
声
　
お
前
は
お
前
を
祝
福
し

　
ろ
。
俺
は
誰
に
で
も
話
し
に
は
来
な
い
。
／
僕
　
い
や
僕
は
誰
よ
り
も
お
前
の

　
来
る
の
を
警
戒
す
る
つ
も
り
だ
。
お
前
の
来
る
所
に
平
和
は
な
い
。
し
か
も
お

　
前
は
レ
ン
ぷ
ゲ
ン
の
や
う
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
滲
透
し
て
来
る
の
だ
。
・
…
…
：

　
僕
は
群
小
作
家
の
一
人
だ
。
又
群
小
作
家
の
一
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
み
る

　
も
の
だ
。
平
和
は
そ
の
外
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ペ
ン
を
持
つ

　
て
る
る
時
に
は
お
前
の
俘
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
あ
る
。
又
、
ゲ
ー
テ

　
の
「
詩
と
真
実
」
に
「
わ
た
し
は
こ
の
恐
ろ
し
い
も
の
を
避
け
よ
う
と
つ
と

　
め
、
い
つ
も
の
習
慣
に
従
い
、
一
つ
の
形
象
の
背
後
に
逃
げ
た
。
」
と
あ
る
。

⑤
善
悪
の
彼
岸
　
　
世
俗
的
な
善
悪
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
の
意
。
ニ
ー
チ
ェ
の
著

　
作
に
「
善
悪
の
彼
岸
」
が
あ
る
。
「
或
阿
保
の
一
生
」
　
（
昭
・
二
）
に
は
「
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
が
ん

　
は
あ
ら
ゆ
る
善
悪
の
彼
岸
に
悠
々
と
立
っ
て
る
る
ゲ
ー
テ
を
見
、
絶
望
に
近
い

　
羨
ま
し
さ
を
感
じ
た
。
」
と
あ
る
。

⑥
幸
か
不
幸
か
　
　
イ
タ
リ
ヤ
の
精
神
病
理
学
者
、
犯
罪
人
類
学
者
ロ
ン
プ
ロ
ゾ

　
オ
（
一
八
三
六
一
一
九
〇
九
）
が
精
神
病
者
の
脳
髄
の
上
に
聖
霊
の
歩
い
て

　
い
る
の
を
発
見
し
た
事
は
「
聖
霊
」
と
い
え
ば
「
聖
な
る
も
の
」
と
か
「
天
使

　
」
と
か
と
即
断
す
る
世
の
多
く
の
迷
信
家
や
偶
像
崇
拝
者
達
の
仲
間
入
り
を
し

西
方
　
の
　
人
　
　
注
解

な
く
て
も
済
ん
だ
事
が
「
幸
」
と
も
言
え
る
し
、
又
こ
の
科
学
者
が
デ
ー
モ
ン

の
真
の
姿
を
、
か
い
ま
付
し
た
為
に
「
神
」
と
対
決
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

事
、
　
「
肯
定
」
か
「
否
定
」
か
の
厳
し
い
と
こ
ろ
に
真
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
事
は
安
易
な
世
の
幸
福
に
浴
す
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
い
う
意
味
で

は
「
不
幸
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
解
）「

聖
霊
」
の
主
旨
は
、
作
品
「
闇
中
問
答
」
の
テ
ー
マ
に
近
い
も
の
で
あ
ろ

う
。
真
実
の
「
神
」
な
る
も
の
の
存
在
は
と
も
か
く
と
し
て
、
　
「
聖
霊
」
な
る

も
の
は
我
々
に
案
外
親
し
い
存
在
で
、
風
や
旗
の
中
に
だ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
。

芥
川
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
詩
の
神
」
或
は
芸
術
上
の
デ
ー
モ
ン
と
し
て
感
じ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
デ
ー
モ
ン
に
順
わ
れ
た
る
者
に
は
平
和
が
　
1

失
わ
れ
る
。
即
ち
世
の
幸
福
か
ら
見
は
な
さ
れ
る
。

ー
ク
リ
ス
ト
を
は
じ
め
そ
の
教
徒
達
は
い
っ
か
こ
の
デ
ー
モ
ン
に
捉
わ
れ
る

危
険
を
持
つ
。

一
芥
川
自
身
そ
の
危
険
を
常
に
、
狂
気
に
近
い
恐
怖
の
心
で
感
じ
て
い
る
。

4
　
　
ヨ

セ

フ

　
　
　
　
　
　
　
だ
い
く
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ク
リ
ス
ト
の
父
、
大
工
の
ヨ
セ
ブ
は
実
は
マ
リ
ア
自
身
だ
つ
た
。
彼
の
マ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ほ
ど
尊
ま
れ
な
い
の
は
か
う
云
ふ
事
実
に
も
と
つ
い
て
る
る
。
ヨ
セ
ブ
は
ど
う

ひ
い
き
め
　
　
　
　
　
　
ひ
つ
き
や
う
よ
け
い
，

贔
屓
目
に
見
て
も
、
畢
寛
余
計
も
の
の
第
一
人
だ
つ
た
。

二
五



西
方
　
の
　
人
　
　
注
解

（
注
）

①
ヨ
セ
ブ
　
　
マ
リ
ア
の
夫
。
　
「
マ
タ
イ
伝
」
第
一
章
、
「
ル
カ
伝
」
第
二
章
。

　
又
「
ル
謬
伝
」
第
三
章
二
一
二
に
は
「
イ
エ
ス
の
、
教
を
宜
べ
始
め
給
ひ
し
は
、

　
年
お
ほ
よ
そ
三
十
の
時
な
り
き
。
人
に
は
ヨ
フ
の
子
と
思
は
れ
給
へ
り
。
」
と

　
あ
る
。
普
通
ク
リ
ス
ト
は
マ
リ
ア
の
子
と
言
わ
れ
、
ヨ
セ
ブ
の
子
と
い
わ
れ
な

　
い
。
ヨ
セ
ブ
が
早
く
死
ん
だ
為
か
と
ル
ナ
ン
は
言
う
、
　
「
イ
エ
ス
伝
」
　
（
第
五

　
章
）
に
「
ヨ
セ
ブ
は
、
そ
の
子
が
公
け
の
役
割
を
演
ず
る
に
到
ら
ぬ
う
ち
に
、

　
亡
く
な
っ
た
。
か
く
て
マ
リ
ア
が
家
長
と
な
っ
た
、
さ
う
し
て
こ
の
故
に
、
人

　
々
は
、
イ
エ
ス
を
、
他
の
大
勢
の
同
名
人
と
区
別
し
た
い
と
き
、
大
回
の
場

　
合
、
『
マ
リ
ア
の
子
』
と
呼
ん
だ
。
」
と
あ
る
。

②
マ
リ
ア
自
身
　
　
ル
ナ
ン
の
解
釈
は
と
も
か
く
と
し
て
、
芥
川
に
よ
れ
ば
、
イ

　
エ
ス
を
「
ヨ
セ
フ
の
子
」
と
呼
ば
ず
「
マ
リ
ア
の
子
」
と
呼
ば
し
め
た
の
は
後

　
世
の
大
衆
で
あ
っ
た
。
神
の
子
イ
エ
ス
を
生
ん
だ
親
の
栄
光
を
ひ
と
り
マ
リ
ア

　
に
の
み
帰
せ
し
め
た
も
の
は
、
つ
ま
り
は
ジ
わ
，
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
　
「
ヨ
セ

　
ブ
は
実
は
マ
リ
ア
自
身
だ
っ
た
。
」
と
い
う
言
葉
は
芥
川
の
文
学
的
表
現
で
、

　
そ
こ
に
は
「
神
の
子
イ
エ
ス
」
も
私
生
児
だ
と
い
う
気
持
や
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ

　
ル
ヒ
の
よ
う
に
子
は
遂
に
女
の
も
の
、
母
の
も
の
、
そ
し
て
「
父
」
は
永
遠
に

　
さ
み
し
き
も
の
、
と
い
う
感
概
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

③
か
う
云
ふ
事
実
　
ヨ
セ
ブ
と
い
う
の
は
マ
リ
ア
自
身
の
こ
と
で
、
ヨ
セ
フ
と
い

　
う
の
は
た
だ
の
便
宜
的
、
形
式
的
な
も
の
で
、
も
と
も
と
存
在
し
は
し
な
か
っ

　
た
の
だ
。
こ
れ
が
事
実
だ
。

二
六

（
解
）

古
来
、
偉
人
有
名
人
の
父
親
で
尊
敬
の
払
わ
れ
な
い
者
が
あ
る
。
ヨ
セ
ブ
は
そ

の
代
表
的
存
在
、
つ
ま
り
余
計
も
の
の
第
一
人
だ
。
子
は
遂
に
母
の
も
の
か
。

と
も
か
く
、
キ
リ
ス
ト
は
マ
リ
ア
の
独
占
物
だ
。

5
　
　
エ
　
リ
　
ザ
　
ベ
　
ツ

　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

マ
リ
ア
は
エ
リ
ザ
ベ
ツ
の
友
だ
ち
だ
っ
た
。
バ
プ
テ
ズ
マ
の
ヨ
ハ
ネ
を
生
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
つ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
し

も
の
は
こ
の
ザ
カ
リ
ア
の
夫
、
エ
リ
ザ
ベ
ツ
で
あ
る
。
麦
の
中
に
芥
子
の
花
の

　
　
　
　
　
つ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
　
　
　
　
　
⑤

咲
い
た
の
は
畢
に
偶
然
と
云
ふ
外
は
な
い
。
我
々
の
一
生
を
支
配
す
る
力
は
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3

は
り
そ
こ
に
も
動
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
注
）

①
エ
リ
ザ
ベ
ツ
　
　
「
ル
カ
伝
」
第
一
番
上
に
「
ユ
ダ
ヤ
の
王
ヘ
ロ
デ
の
時
、
ア

　
ビ
ヤ
の
組
の
祭
司
に
、
ザ
カ
リ
ヤ
と
い
ふ
盲
あ
り
。
そ
の
妻
は
ア
ロ
ン
の
商
に

　
て
名
を
エ
リ
ザ
ベ
ツ
と
い
ふ
。
」
と
あ
る
。

②
バ
プ
テ
ズ
マ
の
ヨ
ハ
ネ
　
　
バ
プ
テ
ズ
マ
と
は
洗
礼
を
施
す
者
の
意
。
イ
エ
ス

　
に
洗
礼
を
施
し
、
彼
の
先
駆
者
と
し
て
預
言
活
動
を
し
た
人
物
。

　
　
　
　
　
　
を
つ
と

③
ザ
カ
リ
ア
の
夫
　
　
夫
は
妻
の
誤
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
り
　
　
つ
る

④
麦
の
中
に
芥
子
の
花
の
咲
い
た
　
　
角
川
版
・
大
係
本
の
注
に
は
「
瓜
の
蔓
に

な
す
び

茄
子
が
な
っ
た
、
と
同
じ
よ
う
な
意
味
の
比
喩
。
」
と
あ
っ
て
一
応
理
の
通
る
説
で



　
あ
る
が
、
こ
の
俗
諺
は
本
来
は
「
瓜
の
蔓
に
茄
子
は
な
ら
ぬ
」
　
（
親
に
似
た
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
び
　
　
た
か

　
し
か
で
き
な
い
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
は
「
鳶
が
鷹
を
生
む
」
　
（
平
凡
な
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
え

　
か
ら
非
凡
な
子
が
生
ま
れ
る
）
の
方
が
良
い
が
、
然
し
こ
の
讐
は
、
マ
リ
ア
が

　
イ
エ
ス
を
、
そ
し
て
エ
リ
ザ
ベ
ツ
が
ヨ
ハ
ネ
を
生
ん
だ
事
が
奇
蹟
的
な
事
柄
だ

　
と
い
う
風
に
、
平
凡
な
女
が
偉
人
を
生
ん
だ
事
に
と
ら
れ
易
い
が
、
こ
の
文
章

　
で
は
、
瓜
や
鳶
が
夫
々
、
茄
子
や
鷹
を
生
ん
だ
と
い
う
風
に
と
る
べ
き
で
は
な

　
く
、
イ
エ
ス
に
ヨ
ハ
ネ
が
洗
礼
を
施
す
と
い
う
聖
書
中
の
大
事
実
が
あ
る
が
、

　
そ
の
母
親
達
が
又
友
人
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
、
こ
の
偶
然
的
事
実
が
、
麦
の

　
中
に
芥
子
の
花
の
咲
く
が
如
く
奇
蹟
的
で
あ
っ
た
と
い
う
文
意
で
あ
ろ
う
。

⑤
我
々
の
一
生
を
支
配
す
る
力
　
　
「
條
儒
の
言
葉
」
　
（
運
命
）
に
「
遺
伝
、
境

　
遇
、
偶
然
、
－
我
々
の
運
命
を
司
る
も
の
は
畢
土
兄
こ
の
三
者
で
あ
る
。
自
ら

　
喜
ぶ
も
の
は
喜
ん
で
も
善
い
。
し
か
し
他
を
云
々
す
る
の
は
潜
越
で
あ
る
。
」

　
と
あ
る
。
又
「
講
中
問
答
」
に
は
「
四
分
目
一
は
僕
の
遺
伝
、
四
分
置
一
は
僕

　
の
境
遇
、
四
分
の
一
は
僕
の
偶
然
、
l
I
僕
の
責
任
は
四
分
の
一
だ
け
だ
。
」

　
と
あ
る
。

（
解
）

聖
書
の
中
の
、
聖
な
る
大
事
実
に
も
、

大
い
に
働
い
て
い
る
。
と
い
う
事
を
、

る
。

我
等
の
一
生
を
支
配
す
る
カ
ー
偶
然
が

芥
川
は
陰
に
こ
も
っ
た
口
吻
で
強
調
す

6
　
羊
　
飼
　
ひ
　
た

ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら

マ
リ
ア
の
聖
霊
に
感
じ
て
孕
ん
だ
こ
と
は
羊
飼
ひ
た
ち
を
騒
が
せ
る
ほ
ど
、
醜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聞
だ
つ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
の
母
、
美
し
い
マ
リ
ア
は
こ
の
時

　
　
　
　
　
　
み
ら
　
の
ぽ

か
ら
人
間
苦
の
途
に
上
り
出
し
た
。

　
（
注
）

①
美
し
い
　
　
マ
リ
ア
の
美
し
さ
は
聖
書
に
は
別
に
説
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

　
後
の
宗
教
画
に
描
か
れ
た
マ
リ
ア
は
非
常
に
美
し
い
。
芥
川
が
何
故
「
美
し
い

」
と
述
べ
た
の
か
。
後
世
の
宗
教
画
な
ど
の
甘
さ
や
俗
菅
貫
意
識
的
に
調
子
盟

　
を
あ
わ
せ
た
皮
肉
な
口
吻
か
。
或
は
私
生
児
を
生
ん
だ
美
婦
と
い
う
風
な
彼
の
　
1

　
嗜
好
か
ら
来
る
文
飾
か
。

②
人
間
苦
　

醜
聞
そ
の
も
の
が
人
間
苦
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、
非
凡

　
人
、
天
才
、
聖
者
、
を
生
ん
だ
事
が
こ
れ
又
生
母
に
と
っ
て
大
き
な
人
間
苦
で

　
は
な
か
っ
た
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
イ
エ
ス
は
政
治
家
や
、
実
業
家
と
し
て

　
非
凡
だ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
死
は
又
生
母
を
泣
か
せ
て
い
る
。
　
（
「
3
3
・

　
ピ
エ
タ
」
で
は
芥
川
は
「
年
を
と
っ
た
マ
リ
ア
は
ク
リ
ス
ト
の
死
骸
の
前
に
歎

　
い
て
る
る
。
」
と
書
い
て
い
る
。
）

西
方
　
の
　
人
　
　
注
解

（
解
）

　
後
世
の
ヂ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
美
化
し
た
聖
霊
に
よ
る
イ
エ
ス
の
誕
生
を
「
醜
聞

二
七



西
方
　
の
　
人
　
　
注
解

」
な
り
と
断
定
し
、
こ
れ
を
マ
リ
ア
の
人
間
苦
に
結
び
つ
け
る
芥
川
の
心
は
、

偶
像
崇
拝
的
な
後
世
の
解
釈
の
甘
さ
や
、
事
の
真
相
を
粉
飾
、
糊
塗
す
る
、
そ

の
残
酷
さ
を
指
摘
し
て
い
る
様
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
誕
生
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
一

つ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
り
、
常
人
で
な
い
、
天
才
（
聖
者
）
を
生
ん
だ
マ
リ

ア
の
現
実
を
、
一
人
の
女
人
の
人
間
苦
へ
の
出
発
と
見
て
い
る
。

7
　
博

士

た

ち

①
わ
う
ご
ん
②
に
ゅ
う
か
う

東
の
国
の
博
士
た
ち
は
ク
リ
ス
ト
の
星
の
現
は
れ
た
の
を
見
、
黄
金
や
乳
香
や

③
も
つ
や
く
　
　
　
　
　
は
こ

没
薬
を
宝
の
盒
に
入
れ
て
捧
げ
に
行
っ
た
。
が
、
彼
等
は
博
士
た
ち
の
中
で
も

④
　
　
　
　
「
ふ
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か

僅
か
に
二
人
か
三
人
だ
つ
た
。
他
の
博
士
た
ち
は
ク
リ
ス
ト
の
星
の
現
は
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
り

　
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
気
づ
い
た
博
士
た
ち
の
一
人
は
高
い

　
　
　
　
た
た
ず

台
の
上
に
仔
み
な
が
ら
、
　
（
彼
は
誰
よ
り
も
年
よ
り
だ
っ
た
。
）
き
ら
ら
か
に

か
か
っ
た
星
を
見
上
げ
、
は
る
か
に
ク
リ
ス
ト
を
憐
ん
で
み
た
。

　
「
又
か
！
」

（
注
）

①
東
の
国
の
博
士
た
ち
　
　
「
マ
タ
イ
伝
・
第
2
章
1
・
2
」
に
「
イ
エ
ス
は
ヘ

　
ロ
デ
王
の
時
、
ユ
ダ
ヤ
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
生
れ
給
ひ
し
が
、
視
よ
、
東
の
博
士

　
た
ち
エ
ル
サ
レ
ム
に
来
り
て
言
ふ
、
　
『
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
と
て
生
れ
給
へ
る
者

　
は
、
何
塵
に
在
す
か
。
我
ら
東
に
て
そ
の
星
を
見
た
れ
ば
、
志
せ
ん
た
め
に
来

　
れ
り
』
」
。
又
「
同
、
1
0
・
1
1
」
に
「
か
れ
ら
星
を
見
て
、
歓
喜
〔
ヨ
ロ
コ
ビ
〕

二
八

　
に
溢
れ
つ
つ
、
家
に
入
り
て
、
幼
児
の
そ
の
母
マ
リ
ヤ
と
僧
に
在
す
を
見
、
平

　
伏
〔
ヒ
レ
フ
〕
し
て
拝
し
、
か
つ
宝
の
匝
を
あ
け
て
、
黄
金
・
乳
香
・
没
薬
な
ど

　
逸
物
を
献
げ
た
り
。
」
と
あ
る
。

②
乳
香
　
　
か
ん
ら
ん
科
の
常
緑
喬
木
。
北
ア
フ
リ
カ
原
産
。
高
さ
約
六
メ
ー
ト

　
ル
葉
は
羽
状
複
葉
。
茎
頂
ま
た
は
葉
の
つ
け
根
に
、
白
色
ま
た
は
淡
紅
色
の
小

　
花
を
円
錐
状
に
つ
け
る
。
幹
か
ら
採
取
し
た
黄
色
透
明
の
樹
脂
を
乳
香
と
称
し

　
て
香
粉
・
薫
煙
料
と
す
る
。

⑧
没
薬
　
　
ア
フ
リ
カ
の
ソ
マ
リ
山
地
に
産
す
る
か
ん
ら
ん
科
の
灌
木
の
樹
脂
か

　
ら
製
し
た
赤
褐
色
ま
た
は
三
三
白
色
で
半
透
明
の
塊
。
特
異
の
臭
気
と
苦
味
と

　
が
あ
り
、
膀
胱
・
子
宮
な
ど
の
分
泌
過
多
抑
制
剤
・
通
経
剤
・
健
胃
剤
・
含
噺

　
剤
な
ど
に
用
い
る
。

④
僅
か
に
二
人
か
三
人
だ
・
た
聖
書
に
は
特
に
二
●
三
人
と
い
う
風
な
記
述
咽

　
は
な
い
様
で
あ
る
。
こ
の
博
士
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
は
す
べ
て
芥
川
の
空
想

　
に
よ
る
よ
う
で
、
つ
ま
り
、
僅
か
に
二
人
か
三
人
だ
っ
た
、
（
で
あ
ろ
う
）
他

　
の
博
士
た
ち
は
ク
リ
ス
ト
の
星
の
現
れ
た
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
（
で
あ

　
ろ
う
）
、
と
い
う
風
に
。
そ
し
て
、
こ
の
辺
の
芥
川
の
筆
は
、
聖
書
な
ど
に
扱

　
わ
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
降
誕
と
い
う
、
驚
天
動
地
の
大
事
件
に
対
し
て
皮
肉
な
表

　
現
を
弄
ん
で
い
る
。

（
解
）

　
（
誰
よ
り
も
年
よ
り
だ
っ
た
）
博
士
の
一
人
が
高
い
台
の
上
に
仔
み
な
が
ら
、

ク
リ
ス
ト
生
誕
を
告
げ
る
星
を
見
上
げ
、
は
る
か
に
ク
リ
ス
ト
を
憐
ん
で
「
又



か
1
」
と
溜
息
を
洩
ら
し
て
い
る
、
と
書
い
た
と
こ
ろ
に
こ
の
章
の
主
旨
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。
「
又
か
1
」
と
言
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
他
に
何
人
も
生
れ
て

来
た
事
を
意
味
し
て
い
る
。
誰
が
か
、
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
む
ろ
ん
キ
リ
ス
ト

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

た
ち
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
た
ち
と
は
、
第
3
章
「
聖
霊
」
に
あ
る
よ
う
に
、
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

霊
に
捉
わ
れ
た
る
も
の
、
地
上
の
平
和
や
、
己
一
個
の
幸
福
な
ど
は
つ
ゆ
顧
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ば
ら

み
な
い
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
に
懸
か
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
刺
の

途
を
ゆ
く
者
の
生
誕
を
見
た
時
、
人
生
の
現
実
生
活
の
上
で
年
齢
を
重
ね
た
者

の
目
か
ら
は
、
そ
れ
を
憐
れ
ま
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
れ
は
表
現

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
芸
術
の
神
に
態
か
れ
た
、
或
は
そ
の
危
険
を
思
う
芥
川
自

身
の
姿
に
対
す
る
自
己
観
察
が
あ
る
だ
ろ
う
。
自
嘲
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い

。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
イ
エ
ス
像
に
自
画
像
の
重
な
る
趣
き
が
な
い
で
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
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