
正
宗
白
鳥
｢
ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
論

-
　
｢
中
世
紀
へ
の
憧
憬
｣
と
｢
煉
獄
｣
　
-

堀

竜

一

-
　
｢
ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
　
の
四
つ
の
書
物
の
系

-
　
｢
最
も
日
本
向
き
で
な
い
一
人
｣
ダ
ン
テ

ダ
ン
テ
　
(
t
二
六
五
1
1
三
二
一
)
　
の
　
『
神
曲
』
　
は
､
三
つ
の
死
後
性
界
､
す
な
わ
ち
地
獄
･
煉
獄
･
天
国
を
､
作
者
自
身
ら

し
い
作
中
人
物
ダ
ン
テ
が
､
地
獄
･
煉
獄
は
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
導
か
れ
､
天
国
は
､
ダ
ン
テ
に
と
っ
て
の

｢
永
遠
の
女
性
｣
で
あ
る
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
に
導
か
れ
､
遍
歴
･
巡
礼
の
旅
を
す
る
物
語
で
あ
る
｡
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
健
界
観

に
基
づ
き
､
地
獄
の
底
か
ら
至
高
天
に
至
る
宇
宙
を
網
羅
す
る
壮
大
な
体
系
と
し
て
構
想
さ
れ
た
ー
百
科
全
書
的
と
も
､
黙
示
的

(
-
-
,

と
も
称
さ
れ
る
叙
事
詩
で
あ
る
｡
そ
の
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
を
論
じ
た
評
論
｢
ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
　
(
『
中
央
公
論
』
昭
和
<
M
・
C
O
)

で
正
宗
白
鳥
　
二
八
七
九
～
7
九
六
二
)
　
は
､
次
の
よ
う
に
ゲ
ー
テ
の
ダ
ン
テ
評
に
言
及
し
､
当
時
の
日
本
の
文
化
状
況
に
お
け

る
ダ
ン
テ
理
解
を
位
置
づ
け
て
い
る
｡

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
な
ん
か
に
随
喜
渇
仰
し
た
ゲ
ー
テ
は
､
ダ
ン
テ
の
｢
地
獄
篇
は
嫌
悪
す
べ
く
､
煉
獄
態
は

1
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も
〟h

だ
換
た
-
､
天
国
笛
は
倦
怠
を
蘭
ら
す
GJ
と
云
つ
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
C
近
代
思
想
の
権
化
で
あ
っ
た
ゲ
ー
テ
に
は
､
中
世

か
び

紀
の
隠
気
な
思
想
や
感
情
が
倣
は
し
-
恩
ほ
れ
た
の
で
あ
ら
う
が
､
ゲ
ー
テ
を
も
徴
の
生
え
た
前
代
人
と
し
て
取
-
扱
ふ
や

う
に
な
っ
て
ゐ
る
日
本
の
現
代
に
は
､
尚
更
ダ
ン
テ
な
ど
の
迎
へ
ら
れ
よ
う
筈
は
な
い
｡
全
体
被
れ
は
､
西
洋
の
文
学
者
の

う
ち
で
も
､
散
も
日
本
向
き
で
な
い
山
人
な
の
だ
｡

/
し
か
し
､
私
自
身
は
､
中
世
の
煩
規
な
ス
コ
ラ
哲
学
に
は
何
等
の
興

味
を
も
感
ぜ
ず
､
ダ
ン
テ
の
人
生
観
に
も
必
ず
し
も
共
鳴
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
が
､
中
世
紀
に
対
し
て
あ
る
種
の
羨
望
を

寄
せ
て
ゐ
る
｡
『神
曲
』
を
も
今
な
ほ
､
棄
て
難
い
良
啓
と
し
て
ゐ
る
｡
･･･-

ダ
ン
テ
が

｢最
も
日
本
向
き
で
な
い
3
人
｣
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
自
分
に
と
っ
て

『神
曲
』
は

｢今
な
ほ
､
棄
て
難
い

良
番
｣
だ
と
い
う
｡
白
鳥
は
､
｢中
世
紀
の
隠
気
な
思
想
や
感
情
｣
を
表
現
し
た
ダ
ン
テ

『神
曲
』
に
､
近
代
化
し
た
当
時
の
日
本

の
文
化
状
況
に
あ
っ
て
も
ー
何
ら
か
の
語
る
に
足
る
価
値
を
見
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
の

｢価
値
｣
に
つ
い
て
考
察
す
る

の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
｡

I,I].

白
鳥
の

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
を
全
体
的
に
扱

っ
た
論
文
に
､
比
梗
文
学
者
･剣
持
武
彦
の

｢正
宗
白
鳥

｢
ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣｣

が
あ
る
｡
剣
拝
は
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
ダ
ン
テ

『神
曲
』
受
容
史
を
研
究
領
域
の
一
つ
に
し
て
い
て
､
こ
の
観
点
か
ら
の
正

I-I

宗
白
鳥
諭
も
多
い
｡
明
治
末
期
か
ら
大
正
末
年
に
か
け
て
､
日
本
で
も
ダ
ン
テ
が
本
格
的
に
読
ま
れ
出
し
､
特
に
､
ダ
ン
テ
没
後

六
百
年
祭
の
催
し
が
世
界
的
に
行
わ
れ
た
大
正
卜
牢
は
そ
の
ピ
ー
ク
に
当
た
る
｡
そ
の
よ
う
な
時
代
背
旗
の
も
と
で
番
か
れ
た
白

鳥
の

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
を
､
剣
拝
は
､
｢彼
の
文
学
生
涯
か
ら
言
え
ば
､
い
わ
ば
批
評
の
時
代
の
出
発
点
を
な
｣
し
､
｢彼
の

そ
れ
ま
で
の
文
学
活
動
の
ひ
と
ま
ず
の
決
算
ー
彼
の
思
想
の
端
的
な
腎
自
｣
義

軍

､
｢若
い
こ
ろ
か
ら
の
ダ
ン
テ
へ
の
思
索
の
見

事
な
決
算
｣
(233
頁
)
と
評
価
す
る
｡

し
か
し
､
剣
特
の
白
鳥
評
価
の
全
体
か
ら
見
て
､
こ
れ
は

一
面
的
な
評
価
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
｡
つ
と
に
剣
特
は
､
日
本
近
代

に
お
け
る
ダ
ン
テ

『神
曲
』
受
容
が
大
き
く
二
つ
の
流
れ
か
ら
な
さ
れ
て
来
た
と
図
式
化
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
文
学
思
潮
に
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お
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
流
れ

(『文
学
界
』
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
し
た
)
と
､
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム

(内
村
鑑
三
と
そ
の
門
下
を
中
心
と
し
た
)
の
二
つ
の
流
れ
で
あ
る
｡
正
宗
白
鳥
は
､
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
次
第
に

離
れ
て
行
っ
た
と
は
い
え
､
そ
の
交
点
に
位
置
す
る
と
言
え
る
｡
こ
の
観
点
は
'
日
本
近
代
に
お
け
る
ダ
ン
テ

『神
曲
』
受
容
の

〔4)

問
題
に
つ
い
て
､
多
く
の
示
唆
的
な
発
言
を
し
て
い
る
も
う

T
人
の
比
較
文
学
者

･
平
川
緒
弘
の
描
く
見
取
り
図
で
も
あ
る
｡
平

川
は
白
鳥
の

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
を
､
｢日
本
人
の

甫

曲
臨
評
給
と
し
て
は
も
っ
と
も
優
れ
た
論
の
1
つ
で
あ
る
｣
(359
着
)

と
評
し
て
い
る
｡

15)

1
万
､
イ
タ
リ
ア
文
学
者

･
河
島
英
昭
は
､
｢見
神
の
叙
事
詩
人
ダ
ン
テ
｣
に
お
い
て
､
上
田
敏
の

『詩
聖
ダ
ン
テ
』
(明
治
三

十
四
年
刊
)
を
源
流
と
す
る

｢《詩
聖
ダ
ン
テ
》
の
偉
大
な
価
値
を
説
き
つ
づ
け
て
止
ま
な
い
｣
｢
一
種
の
専
門
家
た
ち
｣
の

｢や

や
神
々
し
い
解
釈
や
論
文
や
研
究
な
ど
｣
が
､
｢素
朴
な
読
者
の
前
か
ら
､
〔ダ
ン
テ
の
〕
『新
生
』
や

『神
曲
』
の
文
学
的
実
体
を

隠
し
て
し
ま
っ
た
｣
(225
頁
)
と
批
判
す
る
｡
そ
れ
ら
と
は

｢別
種
の
､
独
自
の
立
場
か
ら
､
ダ
ン
テ
に
接
し
て
き
た
人
び
と
｣

(229
頁
)
の
一
人
と
し
て
､

河
島
は
白
鳥
を
取
-
上
げ
､
白
鳥
の

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
に
,
｢た
ぶ
ん
,
い
ま
ま
で
の
日
本
に
お

い
て
最
も
す
ぐ
れ
た
｣
｢ダ
ン
テ
論
｣
(
230
頁
)
と
､
い
ち
お
う
の
評
価
を
与
え
る
｡
ま
た
､
河
島
は

｢西
洋
の
文
学
者
の
う
ち
で

も

〔､〕
最
も
日
本
向
き
で
な
い
一
人
｣
ダ
ン
テ
の
作
品
に
白
鳥
が
惹
か
れ
る
理
由
に
つ
い
て
も
言
及
L
t
そ
れ
は

｢中
世
へ
の
憧

れ
｣
ゆ
え
で
あ
り
､
｢現
世
は
仮
の
世
界
で
あ
り
'
現
世
こ
そ
は

一
種
の
地
獄
｣
と
見
る
白
鳥
の

『神
曲
』
に
対
す
る
関
心
は
､

｢地
獄
的
描
写
に
注
が
れ
て
い
る
｣
(230
頁
)
と
言
う
｡
こ
の
点
は
､
本
稿
で
検
討
し
た
い
が
､
ま
ず
'
白
鳥
が
ど
の
よ
う
な
意
咲

合
い
で
ダ
ン
テ
を

｢最
も
日
本
向
き
で
な
い
1
人
｣
と
判
断
す
る
の
か
､
そ
の
論
拠
を
考
え
て
み
よ
う
｡
こ
の
間
題
を
考
察
す
る

こ
と
は
､
昭
和
初
年
代
に
正
宗
白
鳥
が
西
洋
中
世
の
叙
事
詩
を
ど
う
読
ん
だ
か
と
い
う
問
題
ば
か
り
で
な
く
､
そ
も
そ
も
今
日
の

日
本
の
読
者
に
と
っ
て
､
文
化
も
時
代
も
異
な
る
ダ
ン
テ

『神
曲
』
読
書
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
｡
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再
び
先
の
引
用
に
戻
っ
て
み
よ
う
C
白
鳥
は
'
ダ
ン
テ
の

『神
曲
』
と
､
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
劇
作
家
､
小
説
家
で
あ
る
ス
ト
リ

ン
ド
ベ
リ
ー

二
八
凹
九
～
山
九

山
二
)
の

『ダ
マ
ス
ク
ス
へ
』
を
取
り
上
げ
､
｢さ
う
云
へ
ば
､
『ダ
マ
ス
ク
ス
へ
』
は
､
ス
ト

リ
ン
ド
ベ
リ
ー
の
神
曲
で
あ
-
､
神
曲
は
ダ
ン
テ
の

『ダ
マ
ス
ク
ス
へ
』
で
あ
る
｣
と
対
比
的
に
述
べ
､
さ
ら
に
両
作
品
を
､
と

も
に

｢私
戯
曲
｣
で
｣
の
周
語
は
､
日
本
近
代
文
学
史
に
固
有
の
ジ
ャ
ン
ル
と
さ
れ
る

｢私
小
説
｣
の
転
用
と
考
え
ら
れ
る
)
で
あ

る
と
し
て
い
る

(実
際
に
は
､
『ダ
マ
ス
ク
ス
へ
』
は
文
字
通
り
戯
曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
､
7
万

『神
曲
』
は
叙
事
詩
に
分

類
さ
れ
る
)｡
｢中
世
紀
と
近
代
と
二
つ
の
時
代
の
象
徴
の
如
く
｣
で
あ
る
ダ
ン
テ
と
ス
ー
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
､
｢ダ
ン
テ

は
中
世
紀
ら
し
い
表
現
法
を
用
ひ
､
ス
-
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
な
ど
は
近
代
ら
し
い
表
現
法
を
用
ひ
た
相
違
が
あ
る
｣
の
だ
が
､
両
者

は

｢根
本
に
於
い
て
そ
ん
な
に
相
違
し
て
ゐ
な
い
｣
と
白
鳥
は
い
う
｡
そ
の
共
通
点
と
は
'
二
人
と
も

｢お
の
が
心
の
記
録
を
留

め
｣
で
い
る
こ
と
､
｢お
の
れ
の
心
霊
の
経
験
を
記
し
｣
て
い
る
点
で
あ
-
'
｢か
の
北
欧
の
近
代
詩
人
も
､
近
代
ら
し
い
形
に
於

い
て
ー
地
獄
と
煉
獄
と
を
通
過
し
て
自
己
の
心
魂
を
鍛
へ
て
か
ら
､
つ
ま
り
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
宗
教
的
悦
惚
境
に
老
後
の
平
安
を

求
め
た
｣
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
｢修
辞
学
が
倍
率
さ
れ
た
｣
｢中
世
紀
の
人
生
観
｣
に
よ
り

(こ
こ
で
､
白
鳥
は
グ
ラ
ン
ド
ゼ

ン
ト
の
講
演
塊

『ダ
ン
テ
の
威
力
』
を
採
用
し
て
い
る
)'
｢自
己
の
心
魂
の
苦
闘
と
解
脱
の
経
路
-

す
な
は
ち
自
叙
伝
を
筆
に

し
な
が
ら
｣
｢自
己
の
生
活
の
直
写
を
試
み
な
か
っ
た
｣､
｢自
己
の
実
生
活
に
つ
い
て
は
自
ら
語
る
に
蹄
蹄
し
た
｣
ダ
ン
テ
の

｢中

世
紀
ら
し
い
表
現
法
｣
と
､
｢私
｣
の
主
観
を
直
接
的
に
表
出
す
る
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
の

｢近
代
ら
し
い
表
現
法
｣
と
は
対
立
す

る
は
ず
だ
が
､
白
鳥
は
､
『神
曲
』
と

『ダ
マ
ス
ク
ス
へ
』
と
を

一
括
り
に
す
る
｡

一
方
､
こ
れ
と

｢正
反
対
の
文
学
｣
な
の
が
､
｢自
分
の
煩
瑞
な
日
常
生
活
を
ゴ
タ
ゴ
タ
と
番
く
｣
､
｢自
分
の
個
人
的
行
為
を

喋
々
と
語
る
｣
｢今
日
の
日
本
の
小
説
｣
､
｢自
己
日
常
の
行
動
を
ゴ
タ
-

と
番
き
並
べ
た
日
本
の
私
小
説
｣
で
あ
る
｡
｢近
代
ら

し
い
表
現
法
｣
で
､
同
じ
-

｢私
｣
､
｢自
己
｣
を
語
る
に
し
て
も
､
『ダ
マ
ス
ク
ス
へ
』
と
は
異
な
り
､
｢今
日
の
日
本
の
小
説
｣
'

｢日
本
の
私
小
説
｣
の
主
眼
は
､
｢自
分
の
煩
盟
な
日
常
生
活
｣
'
｢自
分
の
個
人
的
行
為
｣
､
｢自
己
日
常
の
行
動
｣
を
語
る
こ
と
に
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あ
る
｡
し
か
し
､
寅
に
読
む
に
価
す
る
の
は
､
読
む
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
は
､
｢お
の
が
心
｣､
｢お
の
れ
の
心
霊
｣､
｢自
己
の
心

しばしば

魂
｣
を
語
る
よ
う
な
文
学
の
方
で
あ
る
｡
｢そ
れ
で
､
今
日
の
雑
誌
文
学
を
試
み
厭
い
た
私
は
､
屡
々
昌
を

『神
曲
』
な
ど
に
注
ぐ

や
う
に
な
っ
た
｣
と
､
白
鳥
の
発
言
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
､
｢最
も
日
本
向
き
で
な

い
一
人
｣
で
あ
る
ダ
ン
テ
を
諭
ず
る
こ
と
の
問
題
に
も
通
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
O

2

四
つ
の
書
物
の
系

正
宗
白
鳥
の
ダ
ン
テ

『神
曲
』
論
で
あ
る

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
は
､
文
学
論
で
あ
る
と
同
時
に
書
物
諭
･読
書
論
で
も
あ
る
｡

白
鳥
は
こ
の
評
論
を
､
次
の
よ
う
に

『聖
書
』
か
ら
語
り
出
す
｡

型
番
は
面
白
い
番
物
で
あ
る
｡
基
督
教
の
神
を
倍
ぜ
ず
､
基
督
教
の
教
理
に
心
服
し
な
い
私
も
'

1
部
の
新
旧
約
全
書
を
､

一
生
座
側
に
具
へ
置
く
べ
き
愛
読
番
の
l
つ
と
し
て
ゐ
る
｡

後
の
箇
所
で
も
､
｢基
督
教
を
信
奉
し
て
ゐ
た
二
十
歳
前
後
の
当
時
か
ら
'基
督
教
と
そ
の
信
者
と
を
嫌
忌
し
て
ゐ
る
今
日
ま
で
｣

と
も
､
｢信
者
で
あ
っ
た
青
年
の
私
｣
と
も
回
想
し
て
い
る
と
お
-
､
成
人
前
に
内
相
鑑
三
に
感
化
さ
れ
､
植
村
正
久
に
よ
っ
て
洗

礼
を
受
け
た
が
､
そ
の
後
次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
二
十
年
以
上
に
も
な
る
当
時
の
白
鳥
に
と
っ
て
､
『聖
書
』
は

｢信
仰
の

蓄
･聖
典
｣
と
は
受
け
と
め
ら
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
こ
の

｢愛
読
書
｣
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
'
｢近
来
'
し
み
ぐ

と
古
書
に
心
を
潜
め
た
こ
と
が
な
か
っ
た
｣
我
が
身
､
｢毎
日
､
毎
月
'
日
に
触
れ
て
ゐ
る
文
章
は
多
-
新
聞
の
そ
れ
で
あ
る
｡
雑

誌
の
そ
れ
で
あ
る
｡

新
刊
書
の
そ
れ
で
あ
る
｡
世
に
遅
れ
ま
い
と
し
て
､
現
代
の
雑
駁
な
知
識
を
そ
れ
等
か
ら
得
る
の
に
急
が
し

い
｣
よ
う
な
我
が
身
が
逆
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
｡
現
代
の
審
物
が
読
者
に
要
求
す
る
読
書
術
は
'
｢速
読
術
｣
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う

てT･

な

｢種
々
雑
多
の
書
物
の
目
ま
ぐ
る
し
-
出
版
さ
れ
る
今
日
｣
に
対
し
､
｢印
刷
術
の
幼
稚
だ
っ
た
｣
｢欧
洲
の
中
世
紀
､
日
本
の

徳
川
期
以
前
｣
に
は
､
｢少
数
の
読
書
力
を
具
へ
て
ゐ
た
人
々
は
､
自
分
の
趣
味
に
適
し
た
書
巻
を

1
字

一
旬
反
復
熟
読
し
て
､
そ
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こ
に
含
ま
れ
た
滋
味
を
残
る
と
こ
ろ
な
く
味
得
し
た
｣
と
い
う
｡
営
う
ま
で
も
な
く
､
白
鳥
に
と
っ
て
ダ
ン
テ
の

『神
曲
』
は
､

『型
番
』
と
同
様
､
｢
T
字

7
句
反
復
熟
読
｣
す
べ
き
歯
物
な
の
で
あ
る
｡

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
は
以
下
の
四
つ
の
沓
物
の
系
か
ら
成
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
①

『里
香
』
の
系
､
⑨
世
界
文
学
の

系
､
③

『神
曲
臨
本
文
の
系
､
④

『神
曲
臨
研
究
番
の
糸
｡
以
下
､
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
､
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
｡

ま
ず
､
①

『型
番
』
の
系
で
あ
る
が
､
先
に
引
用
し
た
冒
頭
部
に
続
い
て
､
白
鳥
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で

『聖
書
』
が

｢愛
読

番
｣
で
あ
る
か
を
語
っ
て
い
る
｡
｢古
代
史
と
し
て
､
人
生
記
録
と
し
て
､
素
朴
な
る
小
説
と
し
て
､
純
新
な
る
爵
歌
と
し
て
､
愛

i..nJ

読
し
て
ゐ
る
｣
と
い
い
､
具
体
的
に

｢
エ
バ
が
ア
ダ
ム
を
誘
惑
し

〔『旧
約
型
番
』
｢創
世
記
｣
3
〕､
カ
イ
ン
が
嫉
妬
の
た
め
に
弟

あ
†Jも
の

ア
ペ
ル
を
殺
し

〔『旧
約
型
番
』
｢創
世
記
｣
4
〕
､
エ
サ
ウ
一
杯
の
嚢
物
の
た
め
に
弟
に
家
督
の
権
を
諌
-

〔『旧
約
聖
書
』
｢創
世

記
｣
25

‥
27
以
下
､
｢弟
｣
と
は
ヤ
コ
ブ
の
こ
と
C
白
鳥
は
し
ば
し
ば
こ
の
挿
話
に
言
及
し
て
い
る
〕
ヨ
セ
フ
が
自
分
を
挑
ん
だ
主

しゆ
りエ:[tプー

人
の
宴
に
肱
鉄
砲
を
く
は
し
た
ゝ
め
に
菟
罪
を
背
負
っ
た

〔『旧
約
聖
番
』
｢創
世
記
｣
39
〕｣
箇
所
を
取
り
上
げ
､
ま
た
｢

出

壊

及

レ
げし

記
､
利
末
記

〔と
も
に

『旧
約
聖
番
巴

な
ど
､
人
頬
の
範
囲
的
生
酒
を
写
し
た
写
実
小
説
｣
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
｡
そ
の

一
方
で
､
｢イ
ザ
ヤ
､
エ
レ
ミ
ヤ
な
ど
の
憤
慨
悲
憤
の
予
言
暫
｣
〔と
も
に

『旧
約
型
番
巴

や

｢ポ
ー
ロ
の
伝
道
約
番
翰
｣
〔『新
約

型
番
』
｢
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
｣
等
〕
な
ど
に
は
余
り
興
味
が
な
い
と
い
う
｡
白
鳥
は

『型
番
』
を
､
い
か
に
も
自
然
主
義
作
家
ら

し
-
､
リ
ア
リ
ズ
ム

(写
実
主
義
)
的
な
興
味
関
心
で
読
ん
で
い
る
C
こ
れ
は
あ
る
点
で
は
､
後
に
見
る
よ
う
に
､
『神
曲
』
の
読

み
方
と
共
通
し
て
い
る
｡

も
う

一
点
､
『聖
番
』
の
系
と
関
連
し
て
い
る
の
は
､
無
教
会
主
義
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
･内
村
鑑
三
の
存
在
で
あ
る
｡
こ
の

評
論
で
は
内
相
鑑
三
へ
の
言
及
は
わ
ず
か
だ
が
､
白
鳥
が
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る
よ
う
に
ー
内
相
の
｢文
学
碑
演
｣
(｢月
曜
講
演
｣
)

は
､
直
接
白
鳥
を
ダ
ン
テ

『神
曲
』
読
替
に
導
い
た
の
で
あ
る
｡

次
に
⑨
世
界
文
学
の
系
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
｡
白
鳥
は
､
明
治
二
十
九
年
の
上
京
以
前
､
岡
山
の
郷
里
に
あ
っ
て
､
東
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京
か
ら
取
-
寄
せ
た
雑
誌
･新
刊
番
で
､
｢酉
洋
で
は
､
ホ
ー
マ
ー
､
ダ
ン
テ
､
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
､
ゲ
ー
テ
と
い
ふ
人
々
を
'
古

今
を
貫
い
た
大
詩
人
と
し
て
尊
崇
し
て
ゐ
る
こ
と
を
知
っ
た
｣
と
い
う
｡
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
ゲ
ー
テ
は
､
先
の
引
用
に
も
あ
っ

た
よ
う
に
､
こ
の
評
論
中
で
何
回
か
言
及
さ
れ
､
対
比
的
に
ダ
ン
テ
の
文
学
を
照
ら
し
出
す
鏡
と
し
て
機
能
し
て
い
る
｡
世
界
文

学
の
系
に
属
す
る
の
は
､
東
京
専
門
学
校

(後
の
早
稲
田
大
学
)
で
の
英
語
学
習
の
場
で
白
鳥
を
ダ
ン
テ
の
文
学
に
導
い
た
マ
コ
-

レ
-
の
ミ
ル
ト
ン
論
､
カ
ー
ラ
イ
ル
の

『英
雄
崇
拝
諭
』
､
『サ
ル
ト
ル
レ
ザ
ル
タ
ス
A
'
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
の
他
､
ス
コ
ッ
ト

『湖
上
の
佳
人
誓

パ
ン
ヤ
ン

『天
路
歴
程
誓

ト
ル
ス
ト
イ
､
ミ
ル
ー
ン
が
あ
-
､
日
本
近
世
の
西
鶴
の
文
革
へ
の
言
及
も
あ
る
｡

中
で
も
慶
安
な
の
は
､
先
に
も
触
れ
た
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
の

『ダ
マ
ス
ク
ス
へ
』
で
あ
る
｡
『ダ
マ
ス
ク
ス
へ
』
は
こ
の
系
と
､

次
の
③

『神
曲
』
本
文
の
系
に
関
わ
り
､
内
村
鑑
三
の

｢文
学
講
演
｣
は
､
①

『聖
書
』
の
系
だ
け
で
な
-
､
こ
の
系
と
､
③

『神
曲
』
本
文
の
系
に
も
関
わ
る
｡

7

3

『神
曲
』

本
文
の
系
と

『神
曲
』
研
究
書
の
系

次
に
､
こ
の
評
論
の
中
核
を
な
す
③

『神
曲
』
本
文
の
系
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
白
鳥
が
明
示
し
､
ま
た
は
直
接
引
用
し
て

E7)

f8)

い
る

『神
曲
』
の
本
文
は
二
種
類
あ
る
｡
ケ
リ
ー
英
訳
と
､
山
川
丙
三
郎
に
よ
る
日
本
語
訳
で
あ
る

(日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
､

中
山
昌
樹
訳
に
も
言
及
し
て
い
る
)｡
白
鳥
は
前
者
に
つ
い
て
､
｢座
右
に
置
い
て
ゐ
る
｣
こ
と
'
｢方
々
が
手
垢
に
汚
れ
｣
､
｢｡dog

eared
V
irgi
)"J
〔｢dog
eared
｣
と
は
､
｢読
み
古
し
て
貢
の
耳
が
折
れ
た
｣
と
い
う
形
容
'
｢v
irgitJ
は
'
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
こ

ほし
い

と
〕
な
ら
ぬ

｢私
の
.'dog
eared
D
an
te"
で
あ
る
｣
こ
と
､
二
十
余
年
間
､
旅
行
に
も
持
ち
歩
き
､
あ
ち
ら
こ
ち
ら
｢
窓

ま

ゝ
に

読
諏
し
て
ゐ
た
｣
こ
と
､
外
国
の
書
籍
で

｢
こ
れ
ほ
ど
に
親
し
ん
だ
者
は
他
に
l
つ
も
な
い
と
云
つ
て
い
ゝ
｣
こ
と
､
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
､
｢ま
だ
ダ
ン
テ
を
充
分
に
理
解
し
た
｣
と
も
､
｢
一
通
り
読
み
こ
な
し
た
｣
と
も
言
い
難
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
O
後

者
の
山
川
丙
三
郎
訳
に
つ
い
て
は
､
翻
訳
の
苦
心
を
偲
び
､
｢ケ
リ
ー
の
英
訳
本
で
は
唆
昧
模
糊
の
感
じ
の
し
た
と
こ
ろ
を
､
山
川
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氏
の
日
本
訳
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
｣
と
い
う
｡

【りこ

さ
て
､
以
下
､
白
鳥
が
引
用

･
言
及
し
て
い
る

『神
曲
』
本
文
の
箇
所
を
､
順
を
迫
っ
て
以
下
に
列
挙
す
る

二

部
は
､
白
鳥

自
身
が
出
典
箇
所
を
明
記
し
て
い
る
)0

3
｢地
獄
簾
｣
第

一
歌
の
冒
頭
部

〔山
川
訳
〕

㈲

｢地
獄
簾
｣
解
三
歌
冒
頭
の
地
獄
の
門
の
銘

〔山
川
訳
〕

3
｢煉
獄
簾
｣
第
十

一
歌
の
画
家
オ
デ
リ
ジ
と
ダ
ン
テ
と
の
会
新

旭
｢煉
獄
簡
｣
第
十
四
歌
の
グ
イ
ー
ド
､
デ
ル
､
ヅ
-
カ
の
言
葉

〔山
川
訳
〕

局
｢地
獄
簾
｣
第
五
歌
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
有
名
な
欺
息

的
｢天
国
簾
｣
第
十
七
歌
の
カ
ツ
チ
ャ
グ
イ
ー
ダ
の
予
言

〔山
川
訳
〕

Cbb
｢地
獄
簾
｣
第
五
歌
の
有
名
な
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
情
話

〔

3に
既
出
〕

㈲
｢地
獄
簡
｣
第
三
十
三
歌
の
ウ
ゴ
リ
ノ
伯
の
惨
請

吊
｢地
獄
簾
｣
第
十
七
歌
の
高
利
貸

3
｢地
獄
簾
｣
第
六
歌
の
会
食
家

㈲｢地
獄
簾
｣
第
三
十
三
歌
の
ア
ル
ベ
リ
ゴ
や
プ
ラ
ン
カ

川
｢煉
獄
簾
｣
範
囲
歌
の
ベ
ラ
ッ
カ

てマ

3

｢煉
獄
簡
｣
第
十
三
歌
の
費
婦
人
サ
ビ
ア

〔原
文
で
は
s
avianonfu
i,avv
egna
che
Sapia
jfossichiamata､
ケ
リ
ー
英
訳
で

は

T
hou
gh
Sapia
nam
ed,
f
h

s
a

pience
l
excellrd
not､
山
川
訳
で
は

｢サ
ピ
ー
ア
｣〕
の
俄
梅
の
言
葉

〔白
鳥
は

｢前
に

『神

曲
』
か
ら
引
用
し
た
言
葉
で
も
｣
と
し
て
い
る
が
､
刷
と
混
同
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
〕

3
｢地
獄
簡
｣
第
二
歌
の
地
獄
旅
行
澱
初
の
用
意
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3

｢地
獄
簾
｣
第
十
五
歌
の
旧
師
ブ
ル
ネ
ッ
ト
と
の
再
会

㈲
｢地
獄
簾
｣
第
五
歌
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
な
ど
所
縁
の
二
人

〔た
だ
し
､
｢所
縁
の
二
人
｣
と
い
う
表
現
は
､
｢地
獄
簾
｣
第
六

歌
冒
頭
｡

31
CBDに
既
出
〕

㈲

｢地
獄
簾
｣
第
三
十
二
歌
の
背
信
の
轟
切
り
者
に
対
す
る
憤
激

吊
｢地
獄
簡
｣
第
三
十
三
歌
の
ウ
ゴ
リ
ノ
伯
の
惨
事

〔

㈲に
既
出
〕

局
｢天
国
簾
｣
第
二
十

山
歌
の
修
道
院

〔山
川
訳
〕

吊
｢煉
獄
篇
｣
第
二
十
八
歌
以
後
の
地
上
楽
園
の
マ
テ
ル
ダ

〔原
文
で
は
M
atetda
､
ケ
リ
ー
英
訳
は
M
atilda〕

3
｢煉
獄
篇
｣
第
三
十
歌
の
ヴ
イ
ル
ジ
リ
オ
と
ベ
ア
ト
リ
チ
エ

吊
｢煉
獄
簡
｣
第
三
十
歌
の
ヴ
イ
ル
ジ
リ
オ
の
別
れ

ま
た
､
｢放
浪
し
て
ゐ
た
ダ
ン
テ
は
'
巴
里
へ
も
行
つ
た
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
途
上
｣
云
々
と
い
う
箇
所
は
､
直
接

『神

曲
』
で
な
く
'
初
期
ダ
ン
テ
伝
説
に
依
拠
す
る
と
の
こ
と
だ
が
'

3と
関
連
L
t
重
要
で
あ
る
.
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
'
河
島

は
､
こ
の
評
論
に
お
い
て
白
鳥
の

『神
曲
』
に
対
す
る
関
心
は
､
｢地
獄
的
描
写
に
注
が
れ
て
い
る
｣
と
言
う
が
､
以
上
の
概
観
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
'
白
鳥
の
言
及
は

｢地
獄
篇
｣
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
｡

最
後
に
､
④

『神
曲
』
研
究
書
の
系
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
｡
白
鳥
は
先
に
､
ダ
ン
テ
が

｢最
も
日
本
向
き
で
な
い
1
人
｣

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢
『神
曲
』
を
も
今
な
は
､
棄
て
難
い
良
書
と
し
て
ゐ
る
｣
と
述
べ
て
い
た
が
'
そ
の
個
人
的
感
想
を
､

現
代
的
状
況
と
関
連
づ
け
て
､
｢日
本
も
文
運
隆
盛
の
結
果
日
本
向
き
で
な
い
､
ダ
ン
テ
に
関
し
て
も
､
そ
の
翻
訳
や
研
究
書
が
可

成
り
出
版
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
｣
と
言
い
､
山
川
丙
三
郎
の

『神
曲
』
全
訳
､
中
山
昌
樹
の
ダ
ン
テ
の
著
作
全
訳
の
訳
業
に
触

れ
､
さ
ら
に
同
時
代
の
日
本
お
よ
び
外
国
の
ダ
ン
テ
研
究
を
紹
介
し
て
い
る
｡
以
下
､
順
を
追
っ
て
列
挙
し
て
み
よ
う
｡

3
中
山
昌
樹

『ダ
ン
テ
伝
』
〔正
し
-
は
､
『ダ
ン
テ
全
集
第
九
巻

詩
聖
ダ
ン
テ
』
(新
生
堂
'
大
正
13
･
l
)｡
当
初
､
次
の
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刊ダ
ン
テ
神
曲
の
研
究
』
と
あ
わ
せ
'
門静
型
ダ
ン
テ
鮎
と
し
て
､
大
正
十
年
秋
に
洛
陽
蛍
よ
-
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
だ
が
､

白
鳥
が
参
照
し
た
の
は
､
こ
ち
ら
の

『ダ
ン
テ
全
娘
臨
版
の
方
と
思
わ
れ
る
｡

本
稿
で
は
復
刻
版

『ダ
ン
テ
全
巣
』
9

(日
本

図
番
セ
ン
タ
ー
､

7
九
九
五

･
七
)
を
参

照
〕
､
『神
曲
研
究
払
〔正
し
-
は
､
『ダ
ン
テ
全
集
第
十
番

ダ
ン
テ
神
曲
の
研
究
』

(新
生
党
､
大
正
l
･
12
)｡
本
稿
で
は
復
刻
版

『ダ
ン
テ
金
塊
』
10

八日
本
図
番
セ
ン
タ
ー
'

!
九
九
五

･
七
)
を
参
照
〕

㈲
黒
田
正
利

『ダ
ン
テ
と
其
の
時
代
』
〔正
し
く
は
､
『ダ
ン
テ
と
其
時
代
』
(瞥
醒
社
､
大
正

10
･
9
)〕

吊阿
部
次
郎

｢
ダ
ン
テ
の
神
曲
と
こ
イ
チ
エ
の
ツ
ア
ラ
ツ
ス
ー
ラ
｣
'
｢ダ
ン
テ
雅
語
｣
tと
も
に
評
論
集

『地
獄
の
征
服
』
中
に
編

入
)
〔阿
部
次
郎

『文
芸
評
論
第

7
哨

地
獄
の
征
服
』
tr岩
波
沓
店
､
大
正
11
･
10
)
は
､
｢
フ
ァ
ウ
ス
ー
と
メ
フ
ィ
ス
ト
｣
､

｢ダ
ン
テ
の

｢神
曲
｣
と
ニ
イ
チ
ェ
の

｢
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
｣｣
ー
｢ダ
ン
テ
雑
話
｣
の
三
簾
と
附
録

｢神
曲
入
門
｣
と
か
ら
な
る
〕

刷ム
ー
ア
の
所
論

〔E
d
w
ard
M
oore.Stud
iesin
D
ante.4
vols.
〔

3中
山
昌
樹

刊ダ
ン
テ
神
曲
の
研
究
』
附
録

｢
ダ
ン
テ
研
究

参
考
番
目

一
班
｣
で
､
｢進
ん
だ
る
研
究
者
に
は
必
須
の
も
の
｣
と
紹
介
｡
山
川
訳

『神
曲

天
堂
』
巻
末
の

｢A
ppe
ndix.

A
ids
to
the
Study
of
D
an
tefs
C
o
m
m
ed
ia｣
に
も
掲
載
〕

3グ
ラ
ン
ド
ゼ
ン
ト

珊ダ
ン
テ
の
威
力
』
〈講
演
集
)
〔c
harles
H
al
i
G
randgen
t.771eP
ow
er
of
D
ante.B
oston,
19
)8
.〕

的
1､
A
､
サ
イ
モ
ン
ズ

〔John
A
ddin
gton
Sym
onds.A
n
Ln
tno
duction
to
theS
t

udy
of
D
ante.L
ondo
n
,
S
mi
th
.
Elder&
C
o
.
一

)872
.
本
稿
で
は
､同
番

2ed
..E
dinb
urgh
.A
da
m
and
C
h
artes
Btack
｣
890
.

の
復
刻
版
で
あ
る
K
essin
g
er
Publishing's
Rare

R
ep
ri
n
ts
を
参
照
し
た
｡
後
年
､
ヂ
ヨ
ン
･
ア
デ
ィ
ン
グ
ト
ン
･
シ
モ
ン
ヅ
ノ
橘
息
衝
訳

『ダ
ン
テ
』
(桜
井
番
店
､

7
九
四

四

･
七
)
と
し
て
､
恩
師
阿
部
次
郎
へ
の
献
辞
を
付
し
て
日
本
語
訳
が
刊
行
さ
れ
た
｡

一
九
四
六

･
八
再
版
｡
3
中
山
昌
樹

『ダ
ン
テ
神
曲
の
研
究
』
附
録

｢ダ
ン
テ
研
究
参
考
番
目

7
班
｣
で
､
｢今
日
に
於
て
も
熟
読
に
値
す
べ
き
特
色
を
有
す
る
｣
と

評
価
〕

CBBボッ
カ
チ
オ
の
伝
ふ
る
所
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そ
の
他
､
ベ
ア
ト
リ
チ
エ
の
人
物
造
形
に
開
通
し
て
､
フ
ロ
イ
ド
の

刊ヒ
ス
テ
リ
ー
の
研
究
』
等
の
性
欲
観
に
言
及
し
､
中
世

紀
の
神
学
に
つ
い
て
の
高
山
樗
牛
の
脱
に
も
触
れ
て
い
る
｡

若
い
白
鳥
に
ダ
ン
テ
に
関
す
る
知
織
を
与
え
て
く
れ
た

7
つ
と
し
て
､
白
鳥
は
カ
ー
ラ
イ
ル

『英
雄
崇
拝
論
』
中
の
一
章

｢詩

人
と
し
て
の
英
雄
｣
を
取
-
上
げ
､
｢十
世
紀
間
沈
黙
し
て
ゐ
た
歳
月
が
ダ
ン
テ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
声
を
放
っ
た
｡｣'
｢ダ
ン
テ

の
神
曲
は
､
中
世
紀
千
年
間
の
沈
黙
の
声
な
り
｡｣
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
O
こ
の
言
葉
を
白
鳥
は
今
日
ま
で
､
『神
曲
』

を
読
む
た
び
に
思
い
出
す
と
い
う
が
､
こ
れ
は
直
接
的
に
は
､
3
中
山
昌
樹

『ダ
ン
テ
神
曲
の
研
究
』
申
'
｢神
曲
は
中
世
の
思
想

と
生
活
の
総
計
で
あ
る
｣
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
引
用
し
た
箇
所

諭

～
380
革

に
見
え
る
｡

吊阿
部
次
郎

『地
獄
の
征
服
』

｢神
曲
入
門
｣
341
頁
で
も
簡
単
に
言
及
さ
れ
､

的も
第
四
牽
二

嘉

番
99
頁
､
邦
訳
番
131
頁
)
で
言
及
し
て
い
る
｡
ま
た
'
本
稿
冒

頭
に
引
用
し
た
ゲ
ー
テ
の
ダ
ン
テ
評
も
､

3中
山
昌
樹
の

『ダ
ン
テ
神
曲
の
研
究
』
で

､

カ
ア
ル
･
フ
ォ
ス
レ
ル

(K
art
V
osster)

の
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

(414
頁
)
0

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
八二
)
冒
頭
の
引
用
､
｢我
々
が
今
日
実
世
界
と
云
ひ
事
実
と
云
ふ
も
の
も
｣
云
々
は
､

㈲に
よ
っ
て
い

る
｡
こ
の
点
は
後
述
す
る
｡

3は
､
｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
八
二

で
､
最
近
の
日
本
の
ダ
ン
テ
書
類
と
し
て
書
名
が
挙
げ
ら
れ
､
多
少
白
鳥
な
り
の
感
想
が

述
べ
ら
れ
て
い
た
が
'
八二
)
の
後
半
で
再
び
'
｢哀
憐

(
エ
レ
オ
ス
)
と
同
類
感

(フ
イ
ラ
ン
ト
ロ
ー
ピ
ア
)｣
に
関
す
る
考
察
の

箇
所
が
長
-
引
用
さ
れ
､
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡

3は
か
な
-

刷に
よ
っ
て
い
る
の
で
､
白
鳥
の

刷へ
の
言
及
は
､

3経
由
と
思
わ

れ
る
O
③

『神
曲
』
本
文
の
系
の

3の
訳
文
は
､

3
『地
獄
の
征
服
』
213
頁

(366
頁
に
も
ほ
と
ん
ど
同

完

訳
あ
り
)
に
よ
る
｡

的は
'
③

『神
曲
』
本
文
の
系
の
3
と
吊
に
関
連
L
t
重
要
で
あ
る
｡
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
.
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=

｢中
世
紀
｣
と

｢修
道
院
｣

-

｢中
世
紀
｣
へ
の
注
目

白
鳥
は

『聖
畜
』
を
愛
読
す
る
に
し
て
も
､
｢写
実
小
鋭
｣
的
挿
話
に
興
味
を
引
か
れ
る
と
言
っ
て
い
た
｡
そ
れ
と
同
様
に
､
白

鳥
が
引
用
す
る
③

『神
曲
』
本
文
の
系
も
ま
た
､
｢写
実
中
温
｣
的
挿
衝
に
璃
す
る
箇
所
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
｡
特
に
､

3'
刷
､

3､
Cg
'
(
'

吊､
3､
川､
3
､

届､
CB
､
3

､

吊と
い
っ
た
箇
所
で
あ
る
凸
そ
の
選
択
は
'
い
か
に
も
自
然
主
義
作
家
ら
し

い
好
み
で
あ
り
ー
人
間
の
本
性
､
人
生
の
諸
相
を
暴
露
し
描
写
す
る
よ
う
な
箇
所
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡

3は
名
声
の
は
か

な
さ
を
描
い
て
い
る
｡
刷
と
3
は
嫉
妬
深
い
人
間
の
本
性
を
､

届､
;58､Cn
は
不
倫
に
陥
る
人
間
の
情
欲
と
不
遇
な
境
遇
の
悲
哀

を

(た
だ
し
､
有
名
な
パ
オ
ロ
と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
話
の
内
容
に
は
触
れ
て
い
な
い
)､

吊と
吊は
と
も
に
､
人
間
の
食
欲
さ
､

強
欲
さ
を
生
々
し
-
描
い
た
挿
話
で
あ
る
｡
3
は
怨
恨
の
憎
の
消
し
が
た
い
こ
と
を
捕
写
し
､
㈲
､

吊は
猟
奇
的
関
心
を
引
き
そ

う
な
悲
惨
な
出
来
事
で
あ
る

(た
だ
し
､
｢
ウ
ゴ
リ
ノ
伯
の
惨
請

･
惨
事
｣
の
内
実
に
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
)0

こ
れ
ら
の
箇
所
の
読
み
方
は
､
写
実
主
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
､
｢創
世
紀
の
古
代
人
の
物
語
｣
を

｢さ
な
が
ら
現
代
人
の
生
活

を
映
し
て
ゐ
る
や
う
に
｣
読
む
よ
う
な
読
み
方
'
あ
る
い
は
､
『神
曲
』
の
設
定
を
現
代
の
日
本
に
移
し
替
え
て
'
｢現
代
の
大
臣

や
代
議
士
や
陸
軍
大
将
や
大
学
教
授
な
ど
知
名
の
人
物
を
､
刊神
曲
』
の
地
獄
中
の
罪
人
ど
も
の
や
う
に
取
-
扱
っ
た
演
劇
｣
を
構

想
す
る
よ
う
な
興
味
関
心
と
も
言
え
る
C
い
わ
ば
'
現
代
の
人
間
や
世
界
を
映
す
銃
と
し
て

『神
曲
』
を
読
む
読
む
方
と
言
え
よ

う
｡
と
こ
ろ
が
､
一
万
で
､
白
鳥
の

『神
曲
』
へ
の
興
味
関
心
の
在
り
方
は
､
ダ
ン
テ
が
生
涯
を
送
り
､
『神
曲
』
が
成
立
し
た
中

世
と
い
う
歴
史
性
に
も
向
か
っ
て
い
る
｡
評
論

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
に
は

｢中
世
｣
や

｢中
世
紀
｣
と
い
う
表
現
が
二
十
五
例

数
え
ら
れ
る
｡
し
か
も

｢
(欧
洲
の
)
中
世
紀
へ
の
羨
望
･憧
憧
｣
と
い
っ
た
定
型
的
表
現
が
目
に
つ
-
｡
以
下
に
'
す
で
に
引
用

し
た
箇
所
も
含
め
､
盛
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
｡
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3･
㈲私
は
､
基
督
教
を
倍
率
し
て
ゐ
た
二
十
歳
前
後
の
当
時
か
ら
､
基
督
教
と
そ
の
信
者
と
を
嫌
忌
し
て
ゐ
る
今
日
ま
で
､
-

矛
盾
し
て
ゐ
る
や
う
だ
が
1

欧
洲
の
中
世
紀
に
対
し
て
あ
る
憾
憶
を
寄
せ
て
ゐ
る
｡
早
く
か
ら
中
世
紀
千
年
の
人
生
を
具
体

化
し
た
神
曲
の
前
に
拝
脆
す
る
心
を
起
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
｡

3･
刷し
か
し
､
私
自
身
は
､
中
世
の
煩
璃
な
ス
コ
ラ
哲
学
に
は
何
等
の
興
味
を
も
感
ぜ
ず
､
ダ
ン
テ
の
人
生
観
に
も
必
ず
し
も

共
鳴
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
が
､
中
世
紀
に
対
し
て
あ
る
種
の
羨
望
を
寄
せ
て
ゐ
る
｡
『神
曲
』
を
も
今
な
は
'
棄
て
難
い
良
書

と
し
て
ゐ
る
｡
-
-

3

･

佃･
Cg
･

㈲し
か
し
､
こ
の
中
世
紀
の
詩
人
に
関
す
る
研
究
が
旺
盛
で
新
著
が
頻
繁
に
な
る
の
に
よ
っ
て
見
る
と
､
西
洋
で

も
､
中
世
紀
を
夢
想
し
憤
慨
す
る
人
々
の
砂
く
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
て
､
私
は
人
生
の
帰
趨
に
つ
い
て
考

へ
さ
ゝ
れ
る
の
で

あ
る
｡
｢現
世
を
苦
の
世
界
と
し
仮
-
の
住
ひ
と
し
て
､
修
道
院
に
龍
つ
て
'
天
の

一
方
を
夢
む
｣
中
世
紀
気
質
は
､
い
か
に
強

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

烈
な
近
代
の
力
､
文
明
の
光
を
以
っ
て
し
て
も
人
心
か
ら
消
亡
さ
せ
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
私
は
､
歴
史
の
表
面
で
は
陰
惨

で
あ
っ
た
ら
し
い
中
世
紀
の
人
々
を
､
羨
望
の
日
を
も
っ
て
見
詰
め
る
こ
と
が
あ
る
｡
〔傍
点
原
文
､
以
下
同
〕

き

そ
く

吊･
吊｢我
々
が
今
日
実
世
界
と
云
ひ
事
実
と
云
ふ
も
の
も
､
中
世
紀
の
人
人
か
ら
見
る
と
､
そ
れ
ら
は
人
智
で
窺

測

し
得
ら
れ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
い
神
の
其
智
の
深
淵
が
象
徴
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
｡
現
実
の
世
界
､
そ
れ
が
す
で
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
｡｣
実
生
活
は

影
で
あ
-
幻
で
あ
っ
て
､寅
の
事
実
の
天
の
彼
方
に
あ
る
と
確
信
し
て
ゐ
た
中
世
紀
の
人
の
考

へ
に
私
の
心
は
惹
か
れ
て
ゐ
る
｡

さ
う
い
ふ
夢
想
を
羨
望
し
て
ゐ
る
｡

㈲私
な
ど
も
神
学
に
は
何
の
興
味
も
有
っ
て
ゐ
な
い
｡
し
か
し
中
世
紀
の
人
々
の
心
境
を
羨
望
し
て
ゐ
る
｡
憧
憶
さ
へ
も
し
て
ゐ

る
｡
そ
こ
に
は
現
代
文
明
人
の
と
て
も
味
ひ
得
ら
れ
な
い
静
寂
な
快
惚
境
が
出
現
し
て
ゐ
た
の
に
違
ひ
な
い
｡
｢霊
魂
は
地
上
に

於
け
る
巡
礼
｣
で
あ
っ
た
｡
｢
こ
の
世
は

1
夜
の
仮
り
の
宿
で
故
郷
は
彼
方
に
あ
っ
た
｡｣
す
べ
て
を
棄
て
ゝ
修
道
院
へ
行
け
o

し
る

そ
こ
に
は

｢轍
穂
の
液
の
食
物
の
み
に
て
､
軽
-
暑
さ
寒
さ
を
過
し
た
り
｡｣
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川欧
洲
で
も
大
戦
後
は
､
中
世
紀
渇
仰
者
が
植
え
た
さ
う
で
あ
る
｡.
従
っ
て
ダ
ン
テ
研
究
が
ま
す
-

盛
ん
に
な
っ
た
さ
う
で
あ
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る
G
私
も
､
馴
独
み
深
い
ダ
ン
テ
を
､
新
た
に
読
み
庶
さ
う
と
思
っ
て
ゐ
る
Q

河
南
も
述
べ
て
い
た
よ
う
に
､
こ
の

｢
中
世
紀

へ
の
羨
望

･
憤
慨
｣
を
語
る
こ
と
が
､
ダ
ン
テ

『神
曲
』
読
者
に
つ
い
て
論
じ

る
こ
と
の
中
核
的
動
機
と

言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
白
鳥
の
文
学
に
つ
い
て
ー
し
ば
し
ば
自
然
主
義
的
側
面
と
心
理
主
義
的

･
怪

奇
文
学
的
･幻
想
文
学
的
側
面
と
の
二
面
性
が
語
ら
れ
る
cl
先
の
､
｢
写
実
小
説
｣
と
し
て

『神
曲
』
を
読
む
読
み
方
が
自
然
主
義

的
読
み
だ
と
す
れ
ば
､
｢中
世
紀

へ
の
羨
望

･
憤
慨
｣
と
閑
適
づ
け
て

『神
曲
』
を
読
む
読
み
方
は
､
心
理
主
義
的

･
怪
奇
文
学

的

･
幻
想
文
学
的
読
み
､
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
主
義
的

･
神
秘
主
義
的
読
み
だ
と
言
え
よ
う
｡
こ
の
評
論
に
お
い
て
､
白
鳥
は
自
然

主
義
的
読
み
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
的

･
神
秘
主
義
的
読
み
の
方
に
次
節
に
蒐
心
を
移
し
っ
つ
､
｢中
世
紀

へ
の
羨
望

･
憧
憶
｣

へ
と
向

か
い
､
そ
の

｢中
世
紀

へ
の
羨
望

･
憧
恨
｣
を
'
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
語

っ
て
い
る
｡
ま
ず
､
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
含
み
込
ん
だ
典
型
的
な
用
例
と
考
え
ら
れ
る

3-裾の
7
連
の
箇
所
を
取
-
上
げ
て
検
討
し
て
み
よ
う
0

局･

的
の
箇
所
で
は
､

吊と
開
通
し
､
ダ
ン
テ

『神
曲
』
と

｢中
世
紀
｣

へ
の
興
味
関
心
は
､
白
鳥
個
人
に
の
み
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で

は
な
-
､
ダ
ン
テ
が

｢故
も
日
本
向
き
で
な
い
7
人
｣
で
あ
っ
た
は
ず
の
日
本
の
思
想
的
風
土
と
も

(特
に
大
正
期
に
入

っ
て
)
､

ま
た

｢中
世
紀
｣
を

｢暗
黒
の
時
代
｣
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
て
き
た
は
ず
の
西
洋

･
欧
洲

(第

…
次
世
界
大
戦
後
)
と
も
共
有

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
｡

CBBの
｢
｢現
世
を
苦
の
世
界
と
し
仮
-
の
佳
ひ
と
し
て
､
修
道
院
に
漁

っ
て
､
天
の

一
方
を
夢

む
｣
中
世
紀
気
質
｣
と
い
う
定
義
は
何
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
.3
こ
の
表
現
は

吊の
｢実
生
活
は
影
で
あ
り
幻
で
あ
っ
て
ー
寅

の
事
実
の
天
の
彼
方
に
あ
る
と
確
宿
し
て
ゐ
た
中
世
紀
の
人
の
考

へ
｣
や
'

山中
の

｢
｢
こ
の
世
は

7
夜
の
仮
り
の
宿
で
故
郷
は
彼

方
に
あ
っ
た
｡｣
す
べ
て
を
棄
て
,
修
道
院

へ
行
け
｣
､
あ
る
い
は
､
評
論
の
末
尾
近
く
の
､
｢
｢ど
う
せ

一
夜
の
仮
り
の
宿
で
は
な

い
か
｡｣
へ中
略

)
彼
等
は

不安な
恩
ひ
を
し

て
お
ど
ぐ

し

て
ゐ
な

い
で
､

地
上

の巡礼の
終る
を
待
っ
て
ゐ
た
-

-
｣
と
い
っ

･
川
-

た
表
現
と
近
似
し
て
い
る
｡
こ

れ
ら
は
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
修
道
院

史
の
研

究
者
ミリス
の

周語

を
用
い
て
言
え

ば
､

｢キ
リ
ス
ト
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教
の
中
心
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
｣
で
あ
り
､
｢パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
理
念
｣
で
あ
る
｢世
の
軽
視

(con
te
m
p
t
us

m
undi)｣
(69頁
)､
｢基
本
的
に
は
現
世
で
起
こ
る
物
事
に
は
何
も
重
要
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
思
想
｣､
｢謙
遜
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
｣

(196
貫
)
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
O

㈲に
登
場
す
る

｢｢霊
魂
は
地
1
に
於
け
る
巡
礼
｣
で
あ
っ
た
｡｣
は
'
④

『神
曲
』
研
究
書
の

系
㈲
中
山
昌
樹

『詩
聖
ダ
ン
テ
』
の
以
下
の
箇
所
と
対
応
し
て
い
る
｡

人
間
の
真
の
家
郷
は
此
世
で
な
い
｡
遇
か
遠
-
彼
岸
に
あ
る
｡
霊
魂
は
地
上
に
於
け
る
巡
礼
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
O
(中

略
)
幸
福
は
こ
の
世
に
於
て
は
不
可
能
な
も
の
で
､
た
ゞ
来
世
に
於
て
の
み
希
望
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
(中
略
)
生
命
の

実
在
は
此
世
に
存
し
な
い
｡
(39
貫
)

こ
れ
は
'
｢中
世
紀
｣
(中
山
も
こ
の
表
記
を
用
い
て
い
る
)
の
特
徴
が
宗
教
に
あ
り
'
す
べ
て
の
制
度
や
､
万
人
の
精
神
が
宗

教
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
鋭
明
で
あ
る
｡
ま
た
､
次
の
よ
う
な
箇
所
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
｡

人
の
其
の
家
郷
は
､星
辰
の
う
へ
に
あ
る
o
何
故
に
た
ry/
1
夜
の
憩
ひ
に
過
ぎ
ぬ
寄
寓
の
状
態
-
此
世
の
生
活
-
に
つ
い
て
､

多
-
の
恩
ひ
を
費
や
す
べ
き
で
あ
ら
う
ぞ
.
霊
魂
の
救
ひ
が
､
天
に
霊
魂
を
人
ら
し
め
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
､

一
切
の
智

織
と
努
力
と
の
価
値
を
決
定
し
た
｡
(46
頁
)

こ
れ
と
同
様
に
､

吊は
､
先
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
､
④

『神
曲
』
研
究
書
の
系
㈲
黒
田
正
利

『ダ
ン
テ
と
其
時
代
』
か
ら
の

引
用
で
あ
る

(139
-
140頁
)
｡

た
だ
し
'
白
鳥
は
原
文
の

｢中
世
期
｣
と
い
う
表
記
を
'
白
鳥
好
み
の

｢中
世
紀
｣
に
書
き
替
え
て

い
る
｡
黒
田
は
こ
の
箇
所
で
､
ダ
ン
テ
が
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
に
語
る
こ
と
は
､
｢文
字
の
衣
を
通
し
て
そ
の
奥
の

真
理
を
語
る
｣
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
'
｢中
世
期
｣
の
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
現
実
認
識
と
関
連
づ
け
て
説
明
し
て
い
る
｡
そ
れ

を
白
鳥
は
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
か
ら
切
-
離
し

(白
鳥
は
'
何
か

｢奥
の
真
理
｣
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
と
い
う

ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
像
理
解
に
は
興
味
を
覚
え
て
い
な
い
)､
｢中
世
紀
｣
人
の
世
界
認
識

一
般
の
問
題
に
置
き
換
え
て
い
る
｡
中
山

15

に
し
て
も
黒
田
に
し
て
も
､
基
本
的
に
､
当
時
の
ダ
ン
テ
論
に
お
お
む
ね
共
通
し
た
認
識
､
す
な
わ
ち
､
中
世
は
暗
黒
の
時
代
､
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ル
ネ
サ
ン
ス
は
光
明
の
時
代
で
あ
り
､
ダ
ン
テ
は
そ
の
橋
渡
し
的
､
あ
る
い
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
を
準
備
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う

観
点
か
ら

｢中
世
紀
･
中
世
期
｣
を
捉
え
て
い
る
G
白
魔
は
そ
の
同
じ
衣
硯
を
､
深
い

｢羨
望
･憤
慨
｣
の
思
い
を
こ
め
て
､
｢中

世
紀
｣
と
呼
ぶ
｡

比 較宗 教思 想研 究 約7輯

2

白
鳥
と

｢中
世
紀
｣

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
中
の

｢中
世
｣､
｢中
世
紀
｣
の
用
例
数
は
二
十
五
例
と
際
立
っ
て
い
る
が
､
白
鳥
は
そ
の
著
作

(主
に
､

評
論
･随
筆
等
)
に
お
い
て
し
ば
し
ば
こ
の
用
語
を
用
い
て
､
己
の
思
想
を
語
っ
て
い
る
｡
文
献
数
で
五
十
例
ほ
ど
に
な
る
｡
｢ダ

ン
テ
に
つ
い
て
｣
以
後
の
用
例
に
も
興
味
深
い
も
の
は
あ
る
が
､
ひ
と
ま
ず

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
に
先
行
す
る
用
例
を
列
挙
す

i‖
】

る

｡3

｢花
袋
氏
に
与
ふ
｣
(『読
売
新
聞
』
明
治
34
･
9
･
2
)'
㈲

｢
『ゆ
く
審
』
を
読
む
｣
へ『読
売
新
聞
』
明
治
3

･
11
･
11
)､

吊
｢ダ
ン
テ
｣
(『中
学
世
界
』
明
治
38
･9
)'

刷
｢古
を
師
と
せ
ず
｣
(『新
中
鋭
』
明
治
38

･l
)'
3
｢行
く
処
が
無
い
｣
(『文

革
世
界
』
明
治
4
･
7
)'

的
｢死
に
対
す
る
恐
怖
と
不
安
｣
蒜
中
央
公
論
』
大
正
11
･
11
)､
Cg

｢あ
の
夜
の
感
想
｣
(『婦
人
公

論
』
大
正
l
･
4
''

㈲
｢文
芸
時
評
｣
へ文
芸
雑
感
)
蒜
中
央
公
論
』
大
正
15

･
1
.)'

吊
｢文
芸
時
評
｣
へ文
学
と
宗
教
)
(『中

央
公
論
』
大
正
15

･
5
)､

3
｢強
盗
帝
人
｣
へ『随
筆
』
大
正
15
･
6
)0

i㍑)

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
以
後
の
用
例
も
含
め
て
､
こ
れ
ら
は
､
｢ダ
ン
テ
｣､｢
『神
曲
』
｣
の
用
例
と
も
か
な
り
重
な
っ
て
い
る
が
､

こ
こ
で
､
｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
に
至
る
ま
で
に
､
白
鳥
の

｢中
世
紀
へ
の
羨
望

･
憤
慨
｣
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
､
簡
単
に
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

3は
､
｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
よ
り
二
十
年
以
上
も
遡
る
､
読
売
新
聞
記
者
時
代
の
ダ
ン
テ
の
紹
介
文
で
あ
る
｡
文
末
に
参
考
文

献
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
紫
野
天
来
の
著

(剣
拝
に
よ
れ
ば
､
『ダ
ン
テ
神
曲
物
語
』
(通
俗
世
界
文
学
第
十
簾
､
宵
山
房
､
明
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治
35

･
12
)
)､
上
田
敏
の

『ダ
ン
テ
』
､
ガ
ー
ド
ナ
I
G
ar
dn
er
の
小
冊
子

『ダ
ン
テ
』
(④

『神
曲
』
研
究
書
の
系

3中
山
昌
樹

『ダ
ン
テ
神
曲
の
研
究
』
附
録

｢ダ
ン
テ
研
究
参
考
番
目

一
班
｣
で
､
｢小
冊
子
な
が
ら
是
非
初
学
者
の
一
読
を
要
す
る
｣
と
し
て
､

次
の
書
誌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
D
ante.by
Edm
und
G
ardn
er.In
th
e
T
em
pleP
ri
m
ers.Londo
n,D
ent.剣
拝
に
よ
れ
ば
､
同
書

と
④

『神
曲
』
研
究
番
の
系

的サ
イ
モ
ン
ズ

『ダ
ン
テ
研
究
入
門
』
と
が
､
｢
〔明
治
三
十

一
年
〕
当
時
､
ダ
ン
テ
入
門
と
し
て
読

ま
れ
て
い
た
｣
と
の
こ
と
)､
ケ
リ
ー
英
訳

(｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
で
､
ケ
リ
ー
英
訳
を

〔明
治
〕
三
十
八
年
六
月
十
九
日
に
丸

善
で
購
入
し
た
と
記
し
て
い
る
が
､
こ
の
紹
介
文
作
成
の
た
め
だ
ろ
う
か
)
を
も
と
に
番
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
｡
こ
の
中
で

｢価

ギ
リシヤ

値
あ
り
と
ま
で
恩
は
る
ゝ
大
文
豪
｣
と
し
て
､
西
洋
文
壇
で
は

｢古
代
希
腹
の
ホ
ー
マ
ー
､
中
世
紀
の
ダ
ン
テ
'
近
世
の
シ
ェ
ー

ク
ス
ピ
ア
'
最
近
の
ゲ
ー
テ
の
四
詩
聖
に
向
つ
て
か
ゝ
る
名
誉
の
月
桂
冠
を
捧
ぐ
る
｣
と
し
､
ま
た
'
｢ダ
ン
テ

『神
曲
』
は
十
世

紀
聞
沈
黙
の
声
な
り
｣
と
い
う

｢西
洋
の
批
評
家
｣
の
発
言
を
記
し
'
ダ
ン
テ
を

｢感
情
の
鋭
敏
｣
､
｢神
経
過
敏
｣
､
｢極
度
の
神

アレゴリ-

経
質
｣
と
評
し
､
『神
曲
』
の
世
界
を

｢単
に
寓
意
辞
と
し
て
見
る
も
､
快
活
酒
脱
を
喜
ぶ
日
本
人
の
趣
味
に
適
す
る
者
に
非
ず
｣

と
も
言
っ
て
い
る
点
で
､
昭
和
二
年
の

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
と
共
通
す
る
が
､
こ
こ
に
は

｢自
修
を
重
ん
じ
､
同
情
無
私
公
平

の
態
度
を
以
て
万
物
を
研
究
せ
ん
と
す
｣
る
ゲ
ー
テ
の

｢近
世
の
思
潮
｣
と
､
｢自
己
を
犠
牲
と
し
て
神
に
信
頼
し
､
厭
ふ
べ
き
を

厭
ひ
罵
る
べ
き
を
罵
ら
ん
と
す
｣
る
ダ
ン
テ
の

｢中
世
の
思
潮
｣
と
の
対
比
は
見
ら
れ
て
も
'
｢中
世
紀
へ
の
羨
望
･憶
憶
｣
は
全

-
語
ら
れ
て
い
な
い
｡

ま
た
､
こ
の
紹
介
文
で
､
白
鳥
は
次
の
挿
話
､
い
わ
ゆ
る

｢ピ
ー
ス
問
答
｣
を
紹
介
し
て
い
る
｡

か
つ

(前
略
)
嘗
て
伊
太
利
の
或
る
寺
院
に
詣
で
其
の
壮
大
の
建
築
彫
刻
を
注
視
し
な
が
ら
､
傍
ら
に
僧
侶
あ
り
､
こ
れ
を
謝
り
て

ど
-
ス

彼
れ
に
向
ひ
､
｢貴
下
は
何
を
求
む
る
か
｡｣
と
間
ふ
｡
ダ
ン
テ
低
声
答
へ
て
日
-

｢安
心
｣
と
｡
而
し
て
被
れ
は
基
督
教
の

信
仰
に
よ
り
て
こ
れ
を
得
た
り
｡

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
で
も
こ
の
挿
話
を
紹
介
し
､
｢こ
の
逸
話
に
よ
っ
て
私
は
､
早
-
か
ら
ダ
ン
テ
の
心
境
を
想
望
し
て
ゐ
た
｣
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と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
こ
の
挿
話
は
白
鳥
に
と
っ
て
特
別
の
意
味
を
持
つ
ひ
剣
拝
を
参
考
に
､
こ
の
挿
話
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
整
理
し
､
時
代
服
に
示
す
こ
と
に
し
よ
う
C
昭
サ
イ
モ
ン
ズ

『ダ
ン
テ
研
究
入
門
』
二

八
七
二
㌧
再
版

山
八
九
〇
､
④

『神

比 棟宗 教思 想研 究 約7晒

曲
』
研
究
番
の
系
的
)'
仰
内
相
鑑
三

『求
安
録
払
(瞥
醒
社
､
明
治
2
･
8
)
聯

t英
文
'
た
だ
し
'
サ
イ
モ
ン
ズ
の
英
訳
と
は

異
な
る
)'
佃
内
相
鑑
三

『月
曜
講
演
』
第
二
壁

｢ダ
ン
テ
と
ゲ
ー
テ
｣
t衝
醒
社
'
明
治
31
･
3
'
後
､
冒
ポ
敦
と
文
学
』
へ警
醒

社
'
明
治
32
･
11
)
と
改
題
)l
伺
正
宗
白
鳥

｢ダ
ン
テ
｣
蒜
中
学
世
界
』
明
治
38
･
9
､
本
稿
Ⅱ
･
2
･

局)､廊
ス
ト
リ
ン
ト

ベ
ル
ク
/
茅
野
粛
々
訳

刊ス
-
リ
ン
-
ベ
ル
ク
全
亀

戯
曲
ダ
マ
ス
ク
ス
へ
臨
㌫
市
波
酋
店
､
大
正
13
･
3
)'
㈲
正
宗
白
鳥

｢ダ

ン
テ
に
つ
い
て
｣
蒜
中
央
公
給
』
昭
和
2
･
3
''
佃
正
宗
白
魔

『内
相
鑑
三
臨
E細
川
番
店
'
昭
和
24
･
7
jo
先
の
引
用
の

ド
-
T{

ビ
ー
r<

｢安
心
｣
の
部
分
は
､
そ
れ
ぞ
れ
､
聞
-
peace､
刷
f.Peace
!.''
佃

｢平
和
な
り
｣
､
回

｢安
心
｣
､
榔

｢平
和
｣､
㈲

｢平
和
｣
､
㈲

〓
.

｢ピ
ー
ス
｡｣
I
で
あ
る
｡
桝
は
､
先
に
見
た
よ
う
に
､
｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
で
言
及
さ
れ
て
い
る
｡
剣
拝
は
こ
の
戯
曲
の
二
箇
所

に
つ
い
て
､
『神
曲
』
か
ら
の
影
響
を
推
測
し
て
い
る
C.

7

箇
所
は
1
第
三
郎
第
四
幕
､
僧
院
の
会
議
室
の
場
で
の
､
院
主
と
霊
父

タ
レ
メ
ン
ス
と
の
対
話
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
③

『神
曲
』
本
文
の
系

吊の
画
家
オ
デ
リ
ジ
と
ダ
ン
テ
の
会
話
の
引
き
写
し
で
あ
り
､

も
う

一
箇
所
､
や
は
り
第
三
部
第
四
幕
､
僧
院
の
会
議
室
の
場
に
お
け
る
､
院
主
と
知
ら
れ
ぬ
人

(作
者
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
自

身
の
分
身
と
思
え
る
)
と
の
や
り
と
り
は
､
｢ピ
ー
ス
問
答
｣
の
引
き
写
し
だ
と
い
う
C.
剣
持
は
､
｢
こ
の

『ダ
マ
ス
ク
ス
へ
』
は

魂
と
肉
体
の
遍
歴
と
浄
化
､
購
罪
の
三
部
曲
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
､
人
間
性
に
地
獄
を
見
つ
め
つ
づ
け
て
き
た
白

鳥
の
共
感
も
深
か
っ
た
｣
へ229
蔓

と
述
べ
て
い
る
が
､
注
目
す
べ
き
は
､
白
鳥
が
こ
の

｢ピ
ー
ス
問
答
｣
か
ら
､
冒

マ
ス
ク
ス

へ
』
を
経
て
､
｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
に
至
-
､
『神
曲
臨
｢天
国
簡
｣
第
二
十

一
歌
で
描
か
れ
る
よ
う
な

｢修
道
院
｣
の
具
体
的
イ

メ
ー
ジ

(③

『神
曲
』
本
文
の
系

局)に
辿
り
着
い
て
い
る
点
で
あ
る
｡
こ
れ
は
後
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
て
､
再
び

｢中
世
紀
｣

の
用
例
に
戻
ろ
う
｡

吊よ
り
数
年
後
の

3で
は
､
｢若
し
自
分
を
満
足
さ
せ
得
る
宗
教
が
あ
れ
ば
､
尊
ん
で
そ
れ
を
倍
ず
る
｣
と
い
う

｢私
｣
は
､
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｢中
世
紀
時
代
の
人
の
信
じ
て
屠
た
や
う
な
信
仰
-

あ

ゝ
い
ふ
心
持
に
な
れ
る
こ
と
な
ら
な
り
た
い
｣
と
い
う
が
'
そ
の
内
実
は

明
ら
か
で
は
な
い
C

と
こ
ろ
が

3よ
-
十
年
以
上
後
の

的以
後
､
｢欧
洲
の
中
世
紀
の
人
々
は
来
世
を
現
世
よ
-
も
塞
ん
じ
て
､
修
道
院
な
ど
も
繁
盛

し
た
｣
と
い
う
認
織
を
白
鳥
は
し
ば
し
ば
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､

㈲
｢文
芸
復
興
後
の
世
界
よ
り
も
'
あ
の
頃

〔
=
中
世
紀
〕
に
本
当
の
安
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
は
れ
る
｡
歴
史
家
は
中
世
紀
を
暗
黒
時
代
と
称
し
て
､
い
ろ
く

に

ケ
チ
を
つ
け
て
ゐ
る
が
､
永
遠
の
生
命
を
確
信
し
て
ゐ
た
人
に
は
､
他
の
璃
末
な
日
常
生
活
の
不
足
は
ど
う
で
も
よ
か
つ
た
の
で

は
な
か
つ
た
か
｣
､

㈲｢私
は
今
日
の
泥
土
の
中
に
生
を
保
ち
な
が
ら
､
を
り
く

は
ダ
ン
テ
な
ど
に
よ
っ
て
措
か
れ
た
中
世
紀
の

夢
幻
境
を
渇
仰
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
O
･･････｣
､

吊
｢近
代
人
か
ら
暗
黒
時
代
と
し
て
卑
し
ま
れ
て
ゐ
る
中
世
紀
の
多
-
の
人
人

が
､
無
我
夢
中
で
神
に
拝
脆
し
て
､
現
世
に
於
い
て
す
で
に
限
り
な
き
生
命
を
得
て
ゐ
た
有
様
を
羨
望
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
し

か
し
､
我
々
は
さ
う
い
ふ
境
涯
を
羨
望
し
た
つ
て
､
自
分
で
そ
こ
へ
入
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｣
等
々
｡

白
鳥
の
文
学
は
し
ば
し
ば
厭
世
的
･虚
無
的
と
評
さ
れ
る
｡
そ
の
よ
う
な
気
質
は
､
｢世
の
軽
視

(c
ontem
ptus
m
undi)｣
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
同
質
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
､
自
己
否
定
に
よ
っ
て
完
徳
と
天
国
に
至
る
'
永
遠
の
生
に
至
る
と
い
う
霊

的
修
道
生
活
が
営
ま
れ
る
修
道
院
の
イ
メ
ー
ジ
は
､白
鳥
に
と
っ
て
､自
ら
の
厭
世
的
思
想
に
新
た
な
照
明
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
白
鳥
の
思
い
は
､
常
に

｢中
世
紀
へ
の
羨
望
･憧
憤
｣
と

｢不
信
仰
｣
(信
じ
ょ
う
と
し
で
信
じ
ら
れ
な
い

･〓)

と
い
う
こ
と
)
と
の
二
極
の
間
を
括
れ
動
-
｡
し
か
し
､
大
正
期
に
入
-
､
時
代
思
潮
の
影
響
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
､
個
人
的
に

も
日
本
や
外
国
の
ダ
ン
テ
文
献
を
多
-
目
に
す
る
よ
う
に
な
-
､
白
鳥
は
､
｢霊
魂
は
地
上
に
於
け
る
巡
礼
｣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

と
､
｢｢現
世
を
苦
の
世
界
と
し
仮
り
の
住
ひ
と
し
て
､
修
道
院
に
寵
っ
て
､
天
の
一
方
を
夢
む
｣
中
世
紀
気
質
｣
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
と
の
重
な
り
合
い
の
上
に
自
己
の
姿
を
次
第
に
明
確
に
､
確
信
を
持
っ
て
思
い
描
く
よ
う
に
な
っ
て
行

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

19

う
か
｡
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3

観
想
と
托
鉢
､
巡
礼
と
煉
獄

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
の
白
鳥
に
と
っ
て
､
｢修
道
院
｣
と
は
地
上
と
天
ヒ
と
を
媒
介
す
る
空
間
､
｢不
信
｣
と

｢倍
｣
と
を
媒
介

す
る
場
で
あ
る
｡
｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
中
の

｢中
世
｣
､
｢中
世
紀
｣
の
用
例

肘の
｢す
べ
て
を
棄
て
ゝ
修
道
院
へ
行
け
｡

そ
こ
に

しる

は

｢撤
機
の
液
の
食
物
の
み
に
て
､
軽
-
暑
さ
寒
さ
を
過
し
た
り
｡｣｣
は
､
そ
の

｢修
道
院
｣
の
具
体
的
な
空
間
的
イ
メ
ー
ジ
で

し･心

あ
る
｡
｢徹
機
の
液
の
食
物
の
み
に
て
｣
云
々
は
'
⑨

『神
曲
払
本
文
の
系

吊の
再
引
用
で
あ
る
｡
｢天
堂
の
光
栄
は
､
我
々
に
は

甚
だ
し
-
無
味
乾
燥
｣
で
あ
る
と
す
る
白
鳥
が
､
珍
し
く

｢天
国
簾
｣
に
習
及
し
て
い
る

1
箇
所
で
あ
る
｡
｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣

で
引
用
さ
れ
る
こ
の

｢天
国
簾
｣
箪
二
十

3
歌
の
箇
所
を
検
討
し
て
み
よ
う
｡

伊
太
利
の
二
つ

〔二
〕
の
岸
の
間
､
汝
の
郷
土

〔ル
ビ

･
ふ
る
さ
と
〕
よ
り
い
と
遠
-
は
あ
ら
ざ
る
処
に
､
〔読
点
な
し
〕

/.{_..̂
･

寓

の
音
適
か
〔造
〕
に
下
に
闘
ゆ
る
ば
か
-
商
-
輝
ゆ
る
岩
あ
り
で
､
〔読
点
な
し
､
改
行
〕

一
つ

〔
こ

の
峰
を
成
す
cl
〔､〕

こ
の
峰
カ
ー
ト
リ
ア

〔カ
ー
ト
リ
ア
〕
と
呼
ば
れ
､
こ
れ

〔之
〕
が
下
に
は
た
ゞ
礼
拝

〔ル
ビ
･ら
い
は
い
〕
の
た
め

〔為
〕

いS.川
..

;
LJH
′

.

-

.

=

.

1
..
I
..′

.
≡
.

_

,(.か

に
用
ゐ
る
習
ひ

〔習
〕
な
り
L

li
つ

〔
こ

の
庵
酒

〔聖
〕
め
ら
る
C
-
-
か
し
こ
に
て
わ
れ
は

〔我
〕
ひ
た
す
ら
神
に
事

た･;

ヽ
ヽ
ヽ
しる
ヽ
ヽ
ヽ

〔ル
ビ
な
し
〕
へ
､
〔読
点
な
し
､
改
行
〕
黙
想
に
心
を
足

〔ル
ビ
な
し
〕
は
し
つ
＼

撤
概
の
液
の
食
物

〔ル
ビ

･
く
ひ
も

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

の
〕
の
み
に
て
､
軽
-
暑
さ
寒
さ
を
過
せ
り
C
〔句
点
な
し
〕
(〔

〕
内
に
白
鳥
が
基
づ
い
て
い
る
山
川
丙
三
郎
訳
と
の
異
同

を
示
す
)

こ
こ
で

｢汝
｣
ダ
ン
テ
に
語
っ
て
い
る

｢わ
れ
｣
は
､
ピ
エ
ト
ロ
･
ダ
ミ
ア
-
ノ

(聖
ペ
ト
ル
ス
･
ダ
ミ
ア
ノ
)
で
あ
る
｡
諸

注
に
よ
れ
ば
､
彼
は
十

一
世
紀
の
人

(十
九
世
紀
に
教
会
博
士
と
な
る
)､
モ
ン
テ
･
カ
ト
リ
ア
の
中
腹
に
あ
る
サ
ン
タ
･
ク
ロ
ー

チ
エ
∴
T
ィ
･
フ
ォ
ン
テ
･
ア
ヴ
エ
ル
ラ
ー
ナ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ー
会
隠
修
士
修
道
院
長
に
な
り
､
修
道
院
改
革
に
努
め
た
と
い
う
｡

今
､
ピ
エ
ト
ロ
･
ダ
ミ
ア
-
ノ
が
い
る
の
は
､
黙
想
者
た
ち
の
魂
の
た
め
の
土
星
天

へ第
七
天
)
で
あ
る
｡
黙
想
と
清
貧
と
に
よ

り
神
に
祈
-
を
捧
げ
､
多
-
の
聖
徒
を
天
に
送
り
出
し
た
修
道
院
も
､
今
で
は
堕
落
腐
敗
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
そ
れ
ば
か
り
か
､
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近
頃
の
聖
職
者
た
ち
も
お
付
き
の
者
に
介
助
さ
れ
な
け
れ
ば
身
動
き
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
肥
え
太
り
､
華
美
な
毛
皮
を
ま
と
っ
て

い
る
と
､
ピ
エ
ト
ロ
･
ダ
ミ
ア
-
ノ
は
厳
し
く
糾
弾
す
る
｡
次
の
第
二
十
二
歌
で
も
､
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
会
の
創
立
者

･
聖
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
は
モ
ン
テ

･
カ
ツ
シ
ー
ノ
修
道
院
の
創
立
に
触
れ
､
次
い
で
そ
こ
で
行
に
励
ん
だ
人
た
ち
'
今
は
土
星
天
に
居

並
ぶ
聖
人
た
ち
を
紹
介
す
る
｡

か
ん
そ
う

ぎ
よ
う

こ
こ
に
屠
並
ぶ
ほ
か
の
光
明
は
み
な
観

想

を

行

と

し
た
/
人
た
ち
だ
､
生
ら
か
な
花
や
聖
ら
か
な
果
実
を
/
結
ば
せ
る
あ
の

〔愛
の
〕
熱
情
に
燃
え
あ
が
っ
た
人
々
だ
｡
/
こ
こ
に
い
る
の
は
マ
カ
リ
ウ
ス
､
こ
こ
に
い
る
の
は
ロ
モ
ア
ル
ド
､
/
ま
た
こ

す
こ

こ
に
い
る
の
は
僧
院
の
外
へ
足
を
踏
み
出
さ
ず
､
心
を
健
や
か
に
保
っ
た
私
の
会
の
兄
弟
た
ち
だ
｣

こが
ね

は
しご

し
か
し
､
こ
こ
土
星
天
か
ら
さ
ら
に
高
み
へ
と
延
び
る
黄

金

色
の

梯

､

か
つ
て
族
長
ヤ
コ
ブ
が
夢
に
見
た
と
い
う
梯
'
｢し
か
し

さ
りこん

か
いり
つ

そ
の
梯
を
登
る
た
め
に
地
上
か
ら
足
を
離
そ
う
と
す
る
者
が
/
昨
今
は
誰

1
人
｣
い
ず
､
｢私
の
戒
律

〔
-
｢
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス

会
則
｣
〕
は
/
紙
を
空
し
く
費
や
し
た
ま
ま
塊
を
か
ぶ
っ
て
い
る
｡｣
と
､
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
も
ま
た
修
道
僧

･
聖
職
者
の
堕

〔IB)

落
腐
敗
を
厳
し
-
非
難
す
る
｡

第
二
十
二
歌
で
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
は

｢教
団
の

l
つ
一
つ
の
起
源

il
principio
di
ciascuno｣
が
､
時
代
と
と
も
に
堕
落

L
t
｢白
が
黒
と
な
っ
た
｣
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
､
そ
の

｢教
団
の
一
つ
一
つ
の
起
源
｣
を
創
始
し
た
者
と
し
て
､
ピ
エ
ト

ロ

(使
徒
ペ
テ
ロ
)
と
自
分
と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ

(ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
)
と
を
挙
げ
て
い
る

(先
の
ピ
エ
ト
ロ
･

そ･つし
ん
ら
そく

ダ
ミ
ア
-
ノ
も
､
現
在
の
高
位
聖
職
者
と
は
対
照
的
に
､
｢
痩

身

裸

足

､

食
物
は
宿
ご
と
に
乞
う
て
/
旅
を
続
け
た
｣
｢ケ
パ

〔ピ

エ
ト
ロ
〕
と
聖
霊
の
大
い
な
る
器

〔パ
オ
ロ
〕｣
に
言
及
し
て
い
る
)
｡
｢天
国
篇
｣
第
十

一
歌
の
太
陽
天
で
も
､
ド
ミ
ニ
コ
会
士
で

あ
る
有
名
な
ス
コ
ラ
哲
学
者
､
聖
ト
マ
ス

･
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
､
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
を
創
立
し
た
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ

の
生
涯
や
清
貧
の
思
想
に
つ
い
て
語
り
､
第
十
二
歌
で
は
､
逆
に
､
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
修
道
士
で
あ
っ
た
聖
ボ
ナ
ヴ
エ
ン
,l
ウ
ラ

21

が
､
聖
-
マ
ス
･
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
属
し
た
ド
ミ
ニ
コ
修
道
会
の
創
立
者
で
あ
る
聖
ド
メ
ニ
コ
の
生
涯
と
業
績
を
は
め
た
た
え
る
の
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で
あ
る
｡
先
に
､
｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
が
白
鳥
の
沓
物
論
で
も
あ
る
と
述
べ
た
が
､
白
鳥
に
と
っ
て

｢中
世
の
修
道
院
｣
の
持
つ

意
味
は
I
番
物
論
と
も
関
わ
っ
て
い
る
｡
中
灘
の
修
道
院
で
神
の
言
葉
を
番
き
記
し
た
番
物
'
す
な
わ
ち

『聖
番
』
を
書
き
写
し
､

読
み
､
観
想
す
る
修
道
士
た
ち
の
姿
に
､
『神
曲
』
の
甫
寒
を
観
想
の
対
象
と
す
る
白
鳥
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
｡
し
か
し
､
中
世
の
修
道
院
と
は
習
っ
て
も
､
先
の
聖
人
た
ち
を
腐
敗
堕
落
し
た
現
代
の
修
道
院
に
対
す
る

｢起
源
に
お
け
る

修
道
院
｣
と
し
て

一
括
り
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
こ
の
点
は
､
後
述
す
る
0

｢天
国
簾
｣
に
修
道
会
の
創
立
者
の
聖
人
た
ち
や
修
造
院
長
､
修
道
士
､
修
道
院
が
登
場
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､

いんし
ゆ･りL

す
で
に

｢煉
獄
簾
｣
に
も
､
修
道
者
や
修
道
院
は
描
か
れ
て
い
る
｡

第
五
歌
の
｢
隠

修

士

修
道
院

Er
e

m
o
｣
､
第
十
八
歌
の

｢僧
院

F川)

長

ab
ate｣
､
｢僧
院

m
onastero｣
は
文
字
通
り
の
も
の
'
節
二
十

一
歌
の

｢c
onvento｣
は
､
浄
罪
の
場
で
あ
る
煉
獄
を
修
道
院

に
た
と
え
た
も
の
､
第
十
五
歌
の

｢僧
院

chi
ostro｣
は
､
天
国
を
指
し
､
同
様
に
､
第
二
十
六
歌
で
は

｢と
こ
ろ
で
君
は
､
キ

リ
ス
ト
を
院
長
に
い
た
だ
く
/
僧
院

へ
行
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
/
ま
こ
と
に
大
き
な
特
権
を
持

っ
て
い
る
｡

Orse
tu
haisi

am
p
io
p
ri
vi
1e
g
io
J
che
ticito
ti
sia
lTand
aqe
al
ch
io
strofn
et
q
u
al
e
仰
C
ri
sto
abate
detcottegioL
と
言
わ
れ
て
い
る
o
L
か

し
､
天
国
の
土
星
天
で
ピ
エ
ト
ロ
･
ダ
ミ
ア
-
ノ
や
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
が
批
判
し
て
い
た
よ
う
に
､
現
実
の
修
道
院
は
安
住

の
地
で
は
あ
り
え
な
い
｡

白
鳥
は

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
で
ー
ダ
ン
テ
が
そ
の
よ
う
な

｢絶
対
の
平
和
に
安
住
し
得
ら
れ
る
聖
人
で
は
な
か
っ
た
｣
､
そ
し

て

｢そ
の
聖
域
で
神
を
漕
美
し
永
遠
を
限
想
し
､
あ
る
ひ
は
詩
作
に
耽
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
は
堰
へ
ら
れ
な
い
で
間
も
な
く
里
へ
下

っ
て
､
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
薯
族
の
家
な
ど
に
寄
寓
し
て
､
｢他
人
の
パ
ン
の
如
何
に
辛
き
か
｡｣
を
味
つ
た
｣
と
い
う
点
を
強
調
す

る
｡
｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
よ
-
後
の

｢中
世
紀
｣
の
用
例
で
､

一
つ
興
味
深
い
用
例
が
あ
る
｡

ス
ー
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
は
､
晩
年
の
感
想
録

『骨
巻
』
の
最
後
に
於
い
て
ー
悩
み
の
多
か
つ
た

一
生
の
結
論
と
し
て
'
｢祈
り
な

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

が
ら
働
け
｡
苦
し
み
な
が
ら
望
み
を
抱
け
｡
天
と
地
と
を
共
に
わ
が
蚤
に
有
つ
の
だ
｡
永
久
の
定
住
を
求
む
る
な
｡
こ
の
世
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は
巡
礼
の
世
で
あ
る
｡
故
郷
で
は
な
-
て
､
さ
す
ら
ひ
の
場
で
あ
る
･･･-
｡｣
と
､
中
世
紀
の
口
吻
を
用
ひ
て
､
神
秘
の
境
地

【17
)

を
天
の

一
方
に
望
ん
で
ゐ
る
が
､
そ
れ
は
私
な
ど
が
達
せ
ら
れ
な
い
境
地
で
あ
る
｡

ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
か
ら
の
引
用
文
中
､
白
鳥
が
傍
点
を
振
っ
た
箇
所
は
､
白
鳥
の

｢中
世
紀
｣
の
用
例
に
見
ら
れ
る

｢霊
魂

は
地
上
に
於
け
る
巡
礼
｣
と
い
う
認
織
と
共
通
す
る
｡
と
こ
ろ
が
､
引
用
文
冒
頭
の

｢祈
り
な
が
ら
働
け
｣
o
ra
etL
abora
は
､

51

｢
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
の
修
造
生
活
を
特
徴
づ
け
る
言
葉
｣
で
あ
る
｡
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
は
孤
独
と
沈
黙
を
重
ん
じ
､
神

へ
の
自
己
奉

献
と
祈
り
の
生
活
を
目
指
す
観
想
修
道
会
で
あ
り
､
そ
の
修
道
院
は
定
住
型
其
住
塑
修
道
院
で
あ
る
｡
し
か
し
'
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

会
は
中
世
に
富
裕
化
し
､
当
初
の
修
道
の
理
念

･
精
神
を
失

っ
て
い
く
｡
そ
れ
に
対
す
る
修
道
院
改
革
の
動
き
の
中
で
､
厳
格
な

酒
質
の
実
践
を
中
核
に
据
え
る
の
が
､
十
三
世
紀
に
な
っ
て
成
立
す
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
や
ド
ミ
ニ
コ
会
と
い
っ
た
托
鉢
修
道
会

で
あ
る
｡
そ
れ
ら
修
道
会
は
､
基
本
的
に
修
道
院
に
閉
じ
こ
も
る
観
想
修
道
会
と
は
対
照
的
に
'
民
衆

へ
の
説
教
等
､
対
外
活
動

に
従
事
す
る
活
動
修
道
会
で
あ
る
｡
ミ
リ
ス
は
､
伝
統
的
な
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
会
が
､
中
世
の
世
俗
社
会
に
対
し
て
社
会
的
重

要
性
を
持

っ
た
か
と
い
う
問
い
に
対
し
､
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
､
否
定
的
な
答
え
を
導
き
出
す
｡
そ
し
て
､
そ
れ
が

モナ
スティ
シズ
ム

｢中
世
修

道

院

の

も

っ
と
も
重
要
か
つ
本
質
的
な
特
徴
｣
で
あ
る

｢俗
世
か
ら
隔
絶
し
､
社
会
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
嫌

っ
て
､

(19)

参
加
す
る
こ
と
を
拒
み
続
け
た
態
度
｣
に
起
因
す
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
｡
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
の
言
う

｢祈
-
な
が
ら
働
け
｣

も
'
｢永
久
の
定
住
を
求
む
る
な
｡
こ
の
世
は
巡
礼
の
世
で
あ
る
｣
も
､
い
ず
れ
も
修
道
院
の
内
部
に
閉
ざ
さ
れ
た
問
題
､
ご
く
限

ら
れ
た

一
部
の
者
の
魂
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

『神
曲
』
中
の
ダ
ン
テ
も
､
地
獄

･
煉
獄

･
天
国
の
旅
を
続
け
る
巡
礼
者
と
言
わ
れ
る
が
'
『神
曲
』
の
中
で
､
巡
礼
は
以
下
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
｡
煉
獄
の
第
二
の
環
道
に
お
い
て
､
険
を
針
金
で
縫
い
つ
け
ら
れ
て
い
る
霊
魂
た
ち
に

ま
こと

出
会
い
､
同
郷
人
が
い
な
い
か
と
尋
ね
る
ダ
ン
テ
に
､
霊
魂
が
答
え
る
｡
｢お
お
兄
弟
よ
､
こ
こ
に
い
る
人
々
は
み

な

其

の

都
の
/

23

市
民
で
ご
ざ
い
ま
す
､
た
だ
あ
な
た
が
い
わ
れ
た
意
味
は
/
イ
タ
リ
ア
を
現
世
の
旅
の
仮
の
宿
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
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し
ょ
う

cittadina
f
d
Fun
a
vera
citta･,m
a
tu
vuo'direJ
che
vivesse
in
itatia
pere
gri
声
｣
(｢煉
獄
簡
｣
第
十
三
歌
)｡
こ
の
箇
所

漢
-…A]

の
前
半
部
､
｢
こ
こ
に
い
る
人
々
は
み
な
輿
の
都
の
了
市
民
｣
は
､
『新
約
型
番
』
｢
エ
フ
エ
ソ
人
へ
の
手
紙
｣
2
‥
19

｢
で
あ
る
か

め

)こくし人

きりゆ･リム
人

-f.い

しふんき
ようレ]･りた
い

ぞ-

ら
あ
な
た
が
た
は
も
は
や
外

国

人

で
も

寄

留

民

で
も
な
く
ー
聖

な
る
者
た
ち
と
同
じ

〔
山
つ
の
市

民

共

同

体

に
属

す
る
〕
市
民
ー

か
ぞ-
いん

F洲
･

神
の
家

族

員

で
あ
り
ー｣
が
典
拠
と
さ
れ
､
後
半
部
､
｢イ
タ
リ
ア
を
現
世
の
旅
の
仮
の
楯
と
し
た
｣
は
､
『新
約
聖
番
』
｢
ヘ
プ
ル

みな

人
へ
の
手
紙
｣
11

‥
13
-
16
｢倍
仰
を
も
っ
て
､
こ
の
人
た
ち
は
骨
死
ん
だ
｡
酌
東

〔さ
れ
た
も
の
〕
は
受
け
ず
､
遠
-
か
ら
そ

あ
いさ
リ

カり
ザ

L
ん
.]･りこくは-

れ
ら
を
見
て
､
挨
拶
を
送
り
､
ま
た
自
分
た
ち
が
地
上
で
は
外
国
人
､
仮
住
ま
い
の
者
で
あ
る
こ
と
を
倍
仰
告
白
し
た
の
で
あ
る
｡

Fy
こy

ね
りほう

こうげ
ん

･s::

こ
の
よ
う
に
告
白
す
る
人
々
は
､
〔自
分
た
ち
が
〕
祖
国

を

熱

望

し
て
い
る
こ
と
を
公

言

し
て
い
る
｡
彼
ら
が
仮

に
自
分
た
ち
の
出

て
来
た
あ
の

〔祖
国
〕
を
思
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
､
帰
る
時
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡
し
か
し
実
際
に
は
彼
ら
は
よ
り
よ
い
､
つ
ま
り

セ
リー
･T

はじ

天
上

〔
の
祖
国
〕
を
切

望

し
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
神
は
彼
ら
を
､
〔ま
た
〕
彼
ら
の
神
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
恥
と
し
な
い
､
彼
ら
の

じゆんぴ

た
め
に
都
を
準

備

し
た
の
だ
か
ら
｡｣
が
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
｡
煉
獄
の
霊
魂
に
と
っ
て
､
煉
獄
は
い
ず
れ
魂
の
腺
罪
､
浄
化
が
終

わ
れ
ば
天
国
に
帰
っ
て
行
-
べ
き
仮
の
場
所
で
あ
り
､
現
世
の
ダ
ン
テ
に
と
っ
て
の
イ
タ
リ
ア
も
そ
の
よ
う
に
仮
の
宿
な
の
だ
と

い
う
の
で
あ
る
｡

煉
獄
山
の
麓
で
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
､
自
分
と
ダ
ン
テ
の
二
人
を
､
｢私
ら
も
君
ち
と
同
様
よ
そ
の
国
か
ら
来
た
の
だ
｡
m
a
noi

siam
p
eregri
n
com
e
voisi

e

teL
(｢煉
獄
簡
｣
第
二
歌
)
と
い
う
｡
そ
の
他
､
巡
礼
の
比
晩
は
､
｢煉
獄
簾
｣
第
八
歌

(pe
regri
n
)､

第
二
十
三
歌

tperegri
n
)､
節
二
十
七
歌

(pellegri
n
)
な
ど
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る

(r天
国
簡
｣
に
入
る
と
､
旅
を
表

す
の
に
航
海
の
比
晩
が
よ
-
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
)0

｢ダ
ン
テ
に
つ
い
て
｣
で
白
鳥
は
習
う
｡
｢彼
れ

〔-
ダ
ン
テ
〕
は
被
れ
の
心
に
地
獄
と
煉
獄
と
の
修
業
を
構
ん
で
や
う
や
く
天

堂
に
運
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
(中
略
)
煉
獄
は
他
人
の
こ
と
よ
-
も
彼
自
身
の
心
の
鍛
錬
の
道
場
で
あ
っ
た
｣
､
と
｡
白
鳥
の
思

い
描
-

｢中
世
紀
の
修
道
院
｣
と
は
､
巡
礼
者
が
旅
を
す
る
煉
獄
と
い
う
空
間
の
比
職
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
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か
｡
｢煉
獄
と
は
要
す
る
に
､
｢と
-
な
し
の
祈
-
｣
sufFrag
es
と
呼
ば
れ
る
生
者
の
力
添
え
に
よ
っ
て
'
人
が
そ
こ
で
被
る
試
練

も
短
縮
さ
れ
う
る
よ
う
な
中
間
的
来
世
で
あ
る
｡｣
(18
貫
)
と
､
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ナ
ー
ル
派
に
お
け
る
第
三
世
代
の
中
心
的
人
物

-21W

と
冒
さ
れ
る
歴
史
家
ジ
ャ
ッ
ク

･
ル

･
ゴ
フ
は
､
『煉
獄
の
誕
生
』
で
端
的
に
述
べ
て
い
る
｡
ル

･
ゴ
フ
は
､
想
像
的
死
後
世
界

を
､
ヒ
ン
ズ
ー
､
イ
ラ
ン
､
エ
ジ
プ
ト
､
ホ
メ
ロ
ス
の

『オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
誓

プ
ラ
ト
ン
'
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の

『ア
エ
ネ
-
イ

ス
誓

あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
の

｢冥
府

i
,ン
エ
オ
ー
ル
警

等
か
ら
辿
-
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
キ
リ
ス
ト
数
倍
仰
に
お
い
で
､
地
獄

と
天
国
と
の
中
間
的
な

｢第
三
の
死
後
世
界
｣
で
あ
る

｢煉
獄
｣
と
い
う
場
が
成
立
し

(十
二
世
紀
後
半
に
名
詞
purgatori
u
m

が
出
現
し
た
と
い
う
)､
詩
的
勝
利
と
し
て
の
ダ
ン
テ
の

『神
曲
』
に
至
る
過
程
を
､
膨
大
な
文
献
を
丹
念
に
分
析
し
な
が
ら
実
証

的
に
描
い
て
み
せ
る
｡
非
常
に
大
ま
か
に
言
っ
て
､
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
四
種
類

(範
噂
)
の
人
間
､
す
な
わ
ち
､
｢全
面

的
に
善
良
な
者
｣､
｢全
面
的
に
邪
悪
な
者
｣
､
｢中
程
度
に
善
良
な
者
｣
､
｢中
程
度
に
邪
悪
な
者
｣
の
う
ち
､
後
二
者
に

｢煉
獄
｣

が
割
り
当
て
ら
れ
､
罪
の
清
め
次
第
で
天
国
に
行
け
る

｢煉
獄
｣
の
魂
た
ち
の
た
め
に
と
り
な
し
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る

二

万
､
｢全
面
的
に
善
良
な
者
｣
に
は

｢天
国
｣
が
割
り
当
て
ら
れ
､
彼
等

へ
で
は
な
く
神
へ
の
感
謝
の
祈
り
が
捧
げ

ら
れ
る
｡
｢全
面
的
に
邪
悪
な
者
｣
に
は

｢地
獄
｣
が
郵
-
当
て
ら
れ
､
地
獄
か
ら
は
永
久
に
出
ら
れ
な
い
た
め
'
彼
等
の
た
め
の

祈
-
は
無
駄
で
あ
る
)｡
｢煉
獄
｣
と
い
う
場
が
想
像
界
に
成
立
す
る
と
､
死
後
'
｢地
獄
｣
へ
赴
-
魂
､
｢天
国
｣
へ
赴
く
魂
は
ご

く
少
数
で
あ
り
､
大
多
数
の
者
の
魂
は
'
死
後
､
｢浄
罪
の
場
｣
と
し
て
の

｢煉
獄
｣
に
赴
く
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当

然
で
あ
る
｡

し
か
し
､
三
つ
の
死
後
世
界
に
落
ち
着
-
ま
で
に
は
､
歴
史
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
や
議
論
､
思
想
や
信
仰
を
経
過
す
る
｡
特

に
問
題
な
の
は
､
イ
エ
ス
･
キ
リ
ス
ー
降
誕
以
前
の
古
代
の
聖
人
た
ち
の
音
型
所
と
'
洗
礼
を
受
け
ず
し
て
死
ん
で
行
っ
た
嬰
児

り
ンボ

た
ち
の
魂
の
居
場
所
で
あ
る
辺
獄
の
扱
い
で
あ
る
｡
ダ
ン
テ
の

『神
曲
』
で
は
､
そ
れ
ら
は
地
獄
の
周
辺
の
辺
獄
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
｡
ホ
メ
ロ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
､
ア
リ
ス
ー
テ
レ
ース
な
ど
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
､
哲
学
者
た
ち
も
そ
こ
に
い
る
の
だ
が
､
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り
t.-･g小

ダ
ン
テ
と
と
も
に
地
獄
､
煉
獄
を
旅
す
る
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
も
ま
た
辺
獄
の
住
人
で
あ
る
｡
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ

の
願
い
に
よ
り
､
ダ
ン
テ
の
導
き
手
に
な
る
の
だ
が
､
地
獄
を
経
て
､
煉
獄
山
の
頂
上
ー
地
上
楽
園
ま
で
登
-
つ
め
､
そ
こ
で
ダ

l一
iliiii

ン
テ
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
辺
獄
の
住
人
に
は
天
国
へ
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
0

7
万
､
死
者
た
ち
の

:･J･;
..

魂
の
行
動
圏
は
ー
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
行
動
圏
と
は
狸
な
る
n
三
途
の
川
を
渡
り
､
地
獄
に
送
ら
れ
て
来
た
魂
た
ち
は
､
永
遠
に

地
獄
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
ロ
ー
マ
を
貫
流
す
る
テ
-
ヴ

エ
レ
川
の
河
口
ー
オ
ス
テ
ィ
ア
か
ら
舟
で
送

り
出
さ
れ
､
煉
獄
山
の
雑
の
岸
辺
に
上
陸
す
る
魂
た
ち
は
､
気
の
速
く
な
る
ほ
ど
長
い
年
月
が
費
や
さ
れ
る
に
し
て
も
､
罪
を
清

め
ー
天
国
に
至
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
｡
実
際
､
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
ダ
ン
テ
の
二
詩
人
は
､
煉
獄
山
の
第
五
の
環
道
で
､

浄
罪
の
行
が
成
就
し
､
煉
獄
か
ら
解
放
さ
れ
る
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
ス
タ
テ
ィ
ウ
ス
の
霊
と
遭
遇
し

(第
二
十

7
歌
)
'
地
上
楽
園

ま
で
同
行
す
る
｡
こ
の
地
上
楽
園
で
の
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
ダ
ン
テ
の
別
れ
の
場
面
に
つ
い
て
､
白
鳥
は
④

『神
曲
』
研
究
番
の

系
的
サ
イ
モ
ン
ズ
の
著
に
よ
り
な
が
ら
､
｢ヴ
イ
ル
ジ
リ
オ
と
ベ
ア
ト
リ
チ
エ
と
の
パ
セ
チ
ッ
ク
な
対
立
ほ
ど
､
読
者
の
心
を
傷
ま

し
め
る
と
こ
ろ
は
な
い
｣
と
言
い
､
輝
か
し
い
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
の
前
で
存
在
感
が
希
薄
に
な
る
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
触
れ
､
次

の
よ
う
に
感
慨
を
洩
ら
し
て
い
る
｡

-
-
ダ
ン
テ
に
別
れ
て
､
永

へ
に
救
ほ
れ
な
い
リ
ン
ボ
の
世
界

へ
落
ち
て
行
く
被
れ
ヴ
イ
ル
ジ
リ
オ
の
惰
然
た
る
孤
影
を
眺

･一J,千

め
て
､
サ
イ
モ
ン
ズ
は

一
掬
の
浜
を

職

い
だ
の
で
あ
る
｡

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
､
そ
の
長
簾
小
説

刊懐
か
し
い
年

へ
の
手
紙
臨
(講
談
社
､

一
九
八
七
･
.i
O
)
等
､
ダ
ン
テ

『神
曲
』
に

多
-
を
負

っ
て
い
る
硯
代
の
作
家

･
大
江
健
三
郎
は
ー
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
ダ
ン
テ
と
の
関
係
を
､
心
理
療
法
家
と
ク
ラ
イ
エ
ン

ー
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
､
｢実
際
に
は

珊神
曲
』
に
描
か
れ
て
い
な
い
こ
の
よ
う
な
シ

ー
ン
に
'
イ
ギ
リ
ス
の
批
評
家
が
本
当
に

ET=i,,

感
情
移
入
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
-

む
し
ろ
そ
れ
は
白
鳥
の
あ
ま
り
に
も
日
本
人
ら
し
い
読
み
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
-
｣
と

疑
義
を
星
し
､
そ
の
背
旗
に
､
｢白
鳥
は
､
骨
牢
時
代
に
熱
中
し
た
内
相
鑑
三
と
-

そ
の

｢月
曜
講
演
｣
で
か
れ
は
初
め
て
ダ
ン
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テ
を
教
え
ら
れ
た
-

ド
ラ
イ
な
別
れ
方
を
し
た
の
だ
が
､
い
つ
ま
で
も
こ
の
魂
の
師
の
こ
と
が
気
に
か
か
っ
て
い
た
よ
う
に
見

う
け
ら
れ
る
｣
と
い
っ
た
事
情
を
推
測
し
て
い
る
｡
た
し
か
に
'
大
江
が
言
う
と
お
り
､
『神
曲
』
｢煉
獄
簾
｣
中
に
は
､
ダ
ン
テ

と
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
別
れ
の
場
面
は
描
か
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
'
サ
イ
モ
ン
ズ
は
､
白
鳥
が
述
べ
た
通
-
に
書
き
記
し
て
い

る

(原
音

133
-134
貫
､
邦
訳
番

176
-
177貢

)
｡

サ
イ
モ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
､
｢ヴ
イ
ル
ジ
リ
オ
と
ベ
ア
ト
リ
チ
エ
と
の
パ
セ
チ
ッ
ク
な

対
立
｣
は
埋
智
対
愛
の
対
立
の
象
徴
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
白
鳥
が
的
確
に
要
約
し
て
い
る
よ
う
に
､
｢人
間
は
ヴ
イ
ル
ジ
リ
オ
に
よ

っ
て
表
象
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
理
智
に
よ
っ
て
は
救
は
れ
な
い
で
､
ベ
ア
ト
リ
チ
エ
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
愛
に
よ

っ
て
救
は
れ
る
｣
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
O
こ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
関
わ
る
問
題
は
番
物
論
と
も
関
連
し
興
味
深
い
が
､

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
｡
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
､
｢第
三
の
死
後
世
界
｣
､
｢中
間
的
来
世
｣
で
あ
る
煉
獄
を
め
ぐ
る

リ
ンポ

二
つ
の
魂
の
位
置
づ
け
ー
す
な
わ
ち
､
辺

獄

か
ら
地
獄
を
経
て
'
煉
獄
の
地
上
楽
園
ま
で
旅
す
る
魂
と
､
煉
獄
山
の
麓
か
ら
､
地

上
楽
園
を
経
て
､
天
国
ま
で
旅
す
る
魂
と
の
位
置
づ
け
で
あ
る
｡
こ
こ
で

｢感
情
移
入
｣
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
､

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
対
す
る
白
鳥
の
感
情
移
入
で
あ
ろ
う
｡
ダ
ン
テ
は
天
国
に
ま
で
至
る
が
'
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
地
獄
か
ら
煉

獄
ま
で
歩
み
続
け
る

｢永
遠
の
巡
礼
者
｣
で
あ
る
｡
白
鳥
も
ま
た
同
様
に
､
魂
の

｢中
間
的
場
所
｣
で
あ
る
煉
獄
を

｢心
の
鍛
錬

の
道
場
｣
と
し
､
そ
こ
か
ら

｢永
遠
の
定
住
地
｣
､
｢故
郷
｣
を
望
み
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
｡
｢煉
獄
｣
の
思
想
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
世
に
特
有
の
心
性
で
あ
る
だ
ろ
う
が
'
白
鳥
の
想
像
界
に
と
っ
て
も
'
｢煉
獄
｣
は
永
遠
の
巡
礼
者
の
空
間
と
し
て
無
視
し
え
な

い
問
題
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
文
学
は
､
永
遠
の
安
住

･
平
和
の
地
で
あ
る
天
の
彼
方
を
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

(幻
視
)
と
し
て
望
み
見

る
こ
と
は
で
き
て
も
､
そ
れ
を
自
ら
の
体
験
と
し
て
言
語
で
語
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
ろ

う
が
､
白
鳥
の
描
-

｢中
世
紀
｣
の
イ
メ
ー
ジ
は
､
今
日
の
多
-
の
人
間
の
魂
の
問
題
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
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醒
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･
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簾
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･
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〇
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､
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憶
｣
(『文
芸
』
昭
和
10
･

10
)､
｢藤
森
氏
の
歴
史
小
説
｣
へ上
)
(『読
売
新
聞
』
昭
和
11
･
2
･

16
)､
｢ボ
ウ
ド
レ
エ
ル
の
墓
と
フ
ロ
オ
ペ
ル
の
家
｣
八三
)
(『読

売
新
聞
』
昭
和
l
･
-
･
l

)
､
｢郷
愁
-
伯
林
の
宿
-
｣
(門中
央
公
論
』
昭
和
12
･
4
)､
｢亜
米
利
加
素
描
｣
(『中
央
公
論
』
昭
和

12
･
5
)､
｢恩
出
す
ま
ゝ
に
｣
(『改
造
』
昭
和
12
･
7
)､
｢霊
魂
不
滅
｣
(『読
売
新
聞
』
夕
刊
､
昭
和
12

･
7
･
17
)､
｢文
学
的
自
叙

伝
｣
(『中
央
公
論
』
昭
和
13
･
2
-
7
)､
｢地
獄
極
楽
｣
へ｢永
遠
の
暗
黒
｣
と

｢永
遠
の
歓
喜
｣)
(『東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
13
･
6
･

6
)
､
｢雑
文
帖
｣
(国
粋
芸
術
)
(『改
造
』
昭
和
15
･
5
)､
｢雑
文
帖
｣
へ奇
蹟
の
出
現
)
(『改
造
』
昭
和
15
･
7
)､
｢読
後
の
疑
惑
｣

(『改
造
』
昭
和
16
･
7
)､
｢空
想
と
現
実
｣
へ『連
環
記
』
そ
の
他
)
(『日
本
評
論
』
昭
和
16

･
8
)ー
｢景
教
の
研
究
｣
(『文
芸
』
昭
和

17
･
11
)
､
｢読
書
雑
感
｣
(『新
潮
』
昭
和
18
･
-
)､
｢気
力
の
喪
失
｣
(『人
間
』
昭
和
21
･
10
)
'
｢外
遊
回
顧
録
｣
へ中
欧
の
秋
)
(『光
』

昭
和
21
･
11
)
､
｢外
遊
回
顧
録
｣
へ晩
秋
の
頃
)
(『光
』
昭
和
21
･
12
)､
｢不
徹
底
な
る
生
涯
｣
(『
(小
艶
季
刊
)
文
潮
』
昭
和
23
･

5
)､
｢内
相
鑑
三
雑
感
｣
(『早
稲
田
文
学
』
昭
和
24
･
6
､
7
)､
｢神
秘
の
弁
-
天
皇
と
パ
ン
パ
ン
｣
(『夕
刊
読
売
』
昭
和
25
･
-
･

30
)
'
｢
『宮
本
武
蔵
』
と

『細
雪
』
｣
(『中
央
公
論
文
芸
特
集
』
昭
和
25
･
4
)､
｢正
月
顔
｣
(『毎
日
新
聞
』
昭
和
26

･
-
･
1
)､
｢人

生
如
何
に
生
-
べ
き
か
｣
(『東
京
新
聞
』
昭
和
26
･
10

･
25
-
27
)､
｢現
代
つ
れ
づ
れ
草
｣
へ人
の
上

･
人
の
下
)
(『文
学
界
』
昭
和

32

･
6
)､
｢生
き
る
と
い
ふ
こ
と
｣
へ宗
教
は
苛
烈
で
あ
る
)
(『わ
れ
ら
は
い
か
な
る
人
間
で
あ
る
か
』
昭
和
33
･
-

｢毎
日
宗
教
諦

座

･
-
｣)､
｢恩
ふ
こ
と
｣
(あ
る
映
画
)
八か
う
恩
ふ
こ
と
の
自
由
)
(『産
経
新
聞
』
夕
刊
､
昭
和
36
･
2
･
6
-
7
･
31
)0
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(12
)

｢ダ
ン
テ
｣
ー
｢
刊神
i=;
巴

の
用
例

(文
献
数
｡
ま
た
､
｢ダ
ン
テ
｣
､
｢
門神
曲
巴

が
明
示
さ
れ
て
い
な
-
と
も
､
内
容
的
に
そ
れ
ら

を
指
す
場
合
も
含
む
)
は
､
百
例
ほ
ど
に
も
の
は
る
が

(初
山
は
､
｢中
倣
｣､
｢中
世
紀
｣
の
用
例
と
同
様
､
｢花
袋
氏
に
与
ふ
｣
)'
本

稿
で
は
割
愛
す
る
｡

(1
.
3
)

白
鳥
が
岩
波
版
日
本
語
訳
金
塊
に
よ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
｡
岩
波
版
は
作
家
名
を

｢
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
ル
ク
｣
と
し
､
｢ダ
ン
テ

に
つ
い
て
｣
で
は

li
質
し
て

｢
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

へ14
)

本
稿
E3
･
-
･
吊
で

｢欧
洲
で
も
大
戦
後
は
､
中
世
紀
渇
仰
者
が
殖
え
た
さ
う
で
あ
る
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
が
､
今
回
､
白
鳥
が

ど
の
よ
う
な
情
報
を
想
定
し
て
い
る
の
か
考
察
で
き
な
か
っ
た
O
後
の
こ
と
に
な
る
が
､
白
鳥
は
注

(ll
)
で
挙
げ
た

｢読
番
雑
感
｣

で
は
､
中
川

一
男

刊西
洋
中
世
史
新
倫
』
(東
京
開
成
館
'

…
九
州
二

･
九
)
に
つ
い
て
､
｢恩
ふ
こ
と
｣
八か
う
恩
ふ
こ
と
の
自
由
)

で
は
､
堀
米
騨
三
栗
任
福
娘

『世
界
の
歴
史
3

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
虹
へ中
央
公
給
社
､

一
九
六

一
二
二
)
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
感

想
を
述
べ
て
い
る
｡

(15
)

諸
注
に
よ
れ
ば
､
土
星
天
で
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
が
ダ
ン
テ
に
示
し
た

｢
ロ
モ
ア
ル
ド
｣
と
は
､
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
修
道
士
で
､

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
を
改
革
し
'
そ
の
支
派
カ
マ
ル
ド
リ
会
を
ト
ス
カ
ナ
の
カ
マ
ル
ド
リ
に
創
設
し
た
人
物
と
の
こ
と
｡
ピ
エ
ト
ロ
･
ダ

ミ
ア
-
ノ
の
モ
ン
テ
･
カ
ト
リ
ア
の
中
腹
に
あ
る
サ
ン
タ

･
ク
ロ
ー
ナ
ェ
･
デ
ィ
･
フ
ォ
ン
テ
･
ア
ヴ
エ
ル
ラ
ー
ナ
も
カ
マ
ル
ド
リ
派

に
属
す
る
と
い
う
C
大
賞
隆
他
編

門川市
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
臨
爪岩
波
審
店
､
二
〇
〇
二
二
ハ
)
の
項
目

｢
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
｣
(執

筆
-
木
寺
廉
太
_)
に
よ
れ
ば
､
｢
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ー
ウ
ス
会
則
｣
を
遵
守
す
る
北
住
型
修
道
会
で
は
あ
る
が
､
別
派
と
し
て
独
立
し
た
カ

マ
ル
ド
リ
会
は
､
シ
-
1
会
､
ケ
レ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
会
と
並
び
､
狭
轟
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
に
は
含
ま
れ
な
い
と
の
こ
と
｡
こ
の
カ
マ
ル

いんしゆう
し

ド
リ
の
修
道
院
は
､
す
で
に

｢煉
獄
騎
｣
節
五
歌
で
､
プ
オ
ン
コ
ン
テ
･
ダ

･
モ
ン
テ
フ
ェ
ル
ト
ロ
の
語
り
の
中
で
､
｢
隠

修

士

修
道

院
E
rm
o
｣
と
し
て
登
場
し
て
い
た
｡

(
1

)
cOnVentOは
､

?
椴
に

｢修
道
院

･
僧
院
｣
と
訳
さ
れ
る
語
で
あ
る
｡
平
川
訳
で
は
訳
語
に
現
れ
な
い
が
､
ケ
リ
ー
英
訳
で
は

-■ユW.･′

｢society｣
､
山
川
訳
で
は

｢個
｣
､
そ
の
他

｢庵
｣､
｢場
所
｣､
｢宿
院
｣
な
ど
と
訳
さ
れ
る
｡

(17
)

注

(‖
)
に
掲
げ
た

｢他
門
秋
声
論
｣
C
白
鳥
が
ど
の
版
で

『潜
巻
』
を
読
ん
だ
か
定
か
で
な
い
が
､
以
下
の
英
訳
本
と
対
比
し

た
と
こ
ろ
､
白
鳥
の
引
用
は
ほ
ぼ
忠
実
な
蔭
駅
と
思
わ
れ
る
｡
A
u
gust
S

trindberg
.
Z
b
n
e
s
of
the
Sp
irit,A
B
o

okofThoughts.tr.by
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C
laud
F
ield
.L
ondon.
G
eroge
Al
Len
&

C
0
..
19
13
.p
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(18
)

注

t15
)
刊岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』
｢｢祈
り
働
け

｣｣
の
項

(執
筆
=

柳
田
敏
洋
)'
｢
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
｣
の
項

(執
筆
-
木
寺

廉
太
)
参
照
｡

(-
)

注

(JI0
)
に
同
じ
､
353
貢
-

↓リ
ス
は
､

嘉

で
､
布
教
活
動
に
携
わ
っ
た
中
世
初
期
の
ケ
ル
ト
系
修
道
士
に
つ
い
て
､
｢彼
ら

は
､
永
遠
の
巡
礼
者

tperegri
nus)
で
あ
っ
た
｣
と
称
し
て
い
る

露
草

｡

(20
)

ケ
リ
ー
英
訳
は
､
こ
の
箇
所
の
み
ー
『新
訳
型
番
払
｢
ヘ
プ
ル
人
へ
の
手
紙
｣
l
:
14

｢私
た
ち
は
こ
こ
に
は

〔
い
つ
ま
で
も
〕

そ
んぞ-

み
やこ

き

ね
りば･り

存

続

す
る

都

を

持
っ
て
お
ら
ず
､
来

た
る
べ
き

〔都
〕
を

熱

望

し
て
い
る
の
だ
か
ら
｡｣
と
の
関
連
を
注
し
て
い
る
｡

(
21
)

Jacques
L
e
G
off
.
La
naissanced
u
P

urg
a

toine,B
ibliotheque
des
H
istoires,
P
ari
s.G
al
lim
ard,
198
1.
邦
訳
､
渡
辺
香
根
夫

･

内
田
洋
訳

『煉
獄
の
誕
生
』
(叢
沓
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
､
法
政
大
学
出
版
局
､

一
九
八
八

･
六
)｡
な
お
､
注

(1
)
『岩
波
キ
リ
ス
ト

教
辞
典
』
に
も

｢
刊煉
獄
の
誕
生
巴

(執
筆
-
杉
崎
泰

7
郎
)
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
｡

(22
)

大
江
健
三
郎

『新
年
の
挨
拶
』
(岩
波
番
店
､

山
九
九
三

･
一
二
)､
51
-
52
頁
｡

31




