
〈
イ
エ
ス
の
復
活
〉
と
ユ
ー
モ
ア
論

バ
ル
ト

『
倫
理
学
講
義
』
か
ら
の
影
響

―

一

座
談
会
形
式
で
内
容
が
ま
と
め
ら
れ
た

『
戦
後
日
本
精
神
史
』
貧

九
六

一
年
七

月
）
は
、
『
近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
』
明
治
篇

（
一
九
五
六
年
四
月
）
と
大
正

・

昭
和
篇

（
一
九
五
六
年

一
一
月
）
の
続
編
と
し
て
基
督
教
学
徒
兄
弟
団
か
ら
出
版
さ

れ
た
。
「
近
代
的
世
界
の
根
本
的
把
握
」
の
た
め
に
は

「社
会
科
学
的
視
点
」
の
み

な
ら
ず

「宗
教
的
視
点
」
か
ら
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
の
も
と
で

西
谷
啓
治
、
高
坂
正
顕
、
亀
井
勝

一
郎
、
椎
名
麟
三
、
武
藤

一
雄
、
猪
木
正
道
、
北

森
嘉
蔵
、
隅
谷
二
喜
男
、
武
田
清
子
、
遠
藤
周
作
、
久
山
康
と
い
う
戦
後
日
本
の
哲

学
や
宗
教
学
、
政
治
学
、
文
学
に
お
け
る
第

一
人
者
が
集
ま

っ
て

「
キ
リ
ス
ト
教
の

展
開
の

一
線
に
即
し
て
日
本
の
近
代
史
を
深
く
縦
断
し
、
い
ま
ま
で
蔽
わ
れ
て
い
た

精
神
史
の
深
部
に
、
新
し
い
角
度
か
ら
照
明
を
与
え
る
」
た
め
の
討
議
が
お
こ
な
わ

れ
た

Ｔ
る
　
一
九
五
九
年

一
月
五
日
か
ら
七
日
ま
で

一
六
時
間
に
お
よ
ぶ
討
議
に
も

と
づ
い
て
二
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙

一
、
六
〇
〇
枚
と
い
う
厖
大
な
量
の
速
記
録
が
作

成
さ
れ
、
四
六
判
三
八
二
頁
の
単
行
本
が
完
成
し
た
。
同
書
に
み
ら
れ
る
椎
名
の
発

言
の
な
か
で
も
最
も
興
味
深
い
の
は
、
「
日
本
文
芸
の
新
し
い
動
向
」
と
い
う
章
の

「
キ
リ
ス
ト
教
と
現
代
文
芸
」
に
お
い
て
、
北
森
が

「
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
と

い
う
場
合
で
も
、
復
活
に
第

一
義
的
な
も
の
を
置
く
か
、
十
字
架
に
第

一
義
的
な
も

の
を
置
く
か
で
、
同
じ
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
っ
て
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違

っ
て
く
る

人文論叢 (二重大学)第28号 20H

椎
名
麟
三

|に

尾

西

康

充

と
思
う
の
で
す
ね
」
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
文
学
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
椎
名

と
遠
藤
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

椎
名
　
僕
は
神
学
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ど

っ
ち
に
置
い
て
も
同
じ
こ
と
で
は

な
い
で
す
か
。

北
森
　
そ
う
簡
単
に
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
…
…
。

遠
藤
　
第

一
義
的
な
も
の
を
復
活
に
置
く
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
十
字
架
に
置
く

プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
す
か
。
椎
名
さ
ん
の
場
合
に
は

「私
の
聖
書
物
語
」

を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
が
、
復
活
で
す
ね
。
死
の
恐
怖
か
ら
の
復
活
で
、

あ
な
た
の
場
合
に
は
罪
か
ら
の
復
活
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
。

椎
名
　
死
イ
コ
ー
ル
罪
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

遠
藤
　
し
か
し
待

っ
て
下
さ
い
よ
。
死
イ
コ
ー
ル
罪
で
罪
イ
コ
ー
ル
死
と
違
い

ま
す
か
ら
、
さ

っ
き
か
ら
亀
井
先
生
の
問
題
に
さ
れ
た
の
は
罪
イ
コ
ー
ル

死
と
い
う
形
で
す
。
あ
な
た
の
場
合
は
死
イ
コ
ー
ル
罪
な
の
だ
。
そ
こ
の

区
別
を
は

っ
き
り
立
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
…
…
。

椎
名
　
も
う

一
ぺ
ん
言

っ
て
下
さ
い
。

遠
藤
　
つ
ま
り
罪
が
死
と
同
じ
よ
う
な
切
実
感
を
持

っ
て
い
る
か
持

っ
て
い
な

い
か
を
問
題
に
す
る
の
が
、
亀
井
勝

一
郎
の
問
題
で
す
。
椎
名
さ
ん
の
場

合
は
い
つ
の
場
合
も
死
を
恐
怖
す
る
こ
と
が
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
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死
を
恐
怖
す
る
こ
と
が
死
イ
コ
ー
ル
罪
の
形
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

椎
名
　
死
で
あ
る
こ
と
が
同
時
に
僕
た
ち
に
対
す
る
…
…
。

遠
藤
　
死
以
外
の
罪
と
い
う
の
は
比
較
的
軽
く
見
ら
れ
て
い
る
と
ぃ
う
感
じ
が

す
る
。
人
間
関
係
に
お
け
る
罪
あ
る
い
は
じ

っ
と
坐

っ
て
い
る
こ
と
の
罪
、

そ
れ
か
ら
存
在
自
体
の
罪
…
…
存
在
自
体
の
罪
か
ら
死
に
結
び

つ
き
ま
す

か
ら
、
人
間
関
係
に
お
け
る
罪
、
普
通
わ
れ
わ
れ
が
罪
と
い
う
こ
と
は
、

あ
な
た
の
小
説
に
お
け
る
場
合
は
罪
と
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
場
合
に
は

死
か
ら
復
活
と
い
う
こ
と
か
ら
…
１
。

引
用
の
冒
頭
、
椎
名
は
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
で
は

「
第

一
義
的
な
も
の
」
を

十
字
架
に
置
い
て
も
復
活
に
置
い
て
も

「
同
じ
こ
と
」
で
は
な
い
か
と
し
、
さ
ら
に
遠

藤
と
の
や
り
と
り
の
な
か
で
自
分
の
場
合
は

「罪
か
ら
の
復
活
」
で
は
な
く

「
死
か
ら

の
復
活
」
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
上
教
会
の
起
点
」
と
さ
れ

た
横
浜
公
会

（
日
本
基
督
公
会
）
で
は

一
八
七
四
年

一
〇
月
二
日
、
外
国
伝
道
会
社

の
教
派
主
義
か
ら
の
影
響
を
極
力
排
除
す
る
公
会
主
義
の
立
場
か
ら
万
国
福
音
同
盟

会
の

「教
理
的
基
礎
」
（弓
Ｆ

∪
８
”【”・
”
【
”
”
∽針
Ｒ
多
①
憫
Ｓ
●
∞
卜
８

〓
＞
〓
す
Ｒ
Ｃ

九
カ
条
を
ふ
ま
え
た
条
例
案
が
審
議
さ
れ
、
信
仰
諸
規
則
の

「
第
六
則
」
に
は

「
罪

人
は
唯
信
に
由
て
救
を
受
け
義
と
せ
ら
る
ゝ
事
」
、
「第
八
則
」
に
は

「
霊
魂
の
死
せ

ざ
る
こ
と
ゝ
身
体
の
復
活
す
る
こ
と
、
及
我
倍
の
主
耶
蘇
キ
リ
ス
ト
は
世
界
を
審
判

し
、
並
に
義
者
に
永
福
を
与

へ
悪
者
に
永
刑
を
与
ふ
る
事
」
が
定
め
ら
れ
た

Ｔ
と

超

教
派
的
な
性
質
の
た
め
に
信
仰
告
自
の
規
範
性
と
拘
束
性
が
弱
か

っ
た
日
本
基
督
公

会
条
例
で
さ
え
、
「
信
仰
義
認
」
と

「
霊
魂
の
不
死
、
復
活
、
審
判
、
永
遠
の
浄
福

と
滅
び
」
が
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
椎
名
の
よ
う
に

「死
イ
コ
ー
ル
罪
」

と
い
う
読
み
替
え
を
お
こ
な

っ
て

「
罪
か
ら
の
復
活
」
で
は
な
く

「
死
か
ら
の
復
活
」

で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
、
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
史
の
う
え
で
も
特
異
な
ケ
ー

二

ス
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
死
を
恐
怖
す
る
こ
と
が
罪
で
あ
る
と
す
る
椎
名
の

「死
イ
コ
ー
ル
罪
」
に

対
し
て
、
遠
藤
は

「罪
が
死
と
同
じ
よ
う
な
切
実
感
を
持

っ
て
い
る
か
持

っ
て
い
な

い
か
を
問
題
」
に
す
る
亀
井
の

「罪
イ
コ
ー
ル
死
」
を
示
し
、
椎
名
と
亀
井
の
考
え

方
の
違
い
を
明
確
に
す
る
。
亀
井
は
前
章
の

「人
間
像
の
変
貌
」
の

「戦
争
と
罪
悪

感
の
問
題
」
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
背
教
者
意
識
と
共
産
主
義
に
お
け

る
転
向
問
題
に
触
れ
な
が
ら
、
信
仰
で
も
思
想
で
も
根
本
に
あ
る
問
題
は

「死
に
対

す
る
恐
怖
」
で
あ
る
と
し
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
語

っ
て
い
た
。

信
仰
で
も
コ
ン
ミ

ュ
ニ
ズ
ム
で
も
そ
れ
を
肉
体
化
し
て
ほ
ん
と
う
に
信
ず
れ

ば
死
と
い
う
も
の
は
こ
わ
く
な
く
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
し
か
し
死
は
こ
わ
い

で
し
ょ
う
。
根
本
は
死
に
対
す
る
恐
怖
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
死
に
対
す
る
恐

怖
が
も
し
克
服
で
き
な
い
限
り
は
、
ほ
ん
と
う
に
転
向
の
問
題
を
解
決
し
た
と

は
い
え
な
い
。
こ
れ
も

一
つ
の
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
罪
の
問
題
と
合

わ
せ
て
宗
教
的
課
題
に
な
り
ま
す
ね
。

一
九
二
八
年
に
緊
急
勅
令
に
よ
っ
て
治
安
維
持
法
が
厳
罰
化
さ
れ
て
最
高
刑
が
死
刑

と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
共
産
主
義
運
動
は

「死
に
対
す
る
恐
怖
」
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
宇
治
川
電
鉄
に
勤
め
て
い
た
椎
名
は

一
九
二

一
年
八
月
二
六
日
の
京
阪
神
日
本

共
産
党
組
織
検
挙
、
い
わ
ゆ
る
八

・
二
六
事
件
に
遭

っ
て
東
京
目
黒
の
父
の
家
に
逃
亡

す
る
が
八
日
後
の
九
月
二
日
に
逮
捕
さ
れ
た
。
椎
名
が
入
党
し
た
の
は
、
モ
ス
ク
ワ
の

東
洋
勤
労
者
共
産
主
義
大
学
か
ら
帰
国
し
た
風
間
丈
吉
を
中
心
と
し
た

〃非
常
時
共

産
党
〃
が
、
前
中
央
委
員
長
の
田
中
清
玄
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た

〃武
装
共
産
党
〃

の
方
針
を
修
正
し
、　
一
九
二

一
年
五
月

一
七
日
に

「
党
員
採
用
に
現
わ
れ
た
極
左
的

偏
向

―
―

セ
ク
ト
主
義
を
精
算
せ
よ
！
」
と
い
う
党
大
衆
化
方
針
を
決
定
し
て

「
赤
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旗
」
読
者
五
万
人
、
党
員

一
万
人
の
獲
得
を
目
標
と
し
た
の
と
同
じ
時
期
で
あ
っ
た
。

宇
治
川
電
鉄
の
労
働
組
合
で
あ
っ
た
睦
会
が
御
用
組
合
に
堕
ち
て
い
た
こ
と
に
抗
議
し

て
、
椎
名
は
党
と
つ
な
が
っ
た
日
本
労
働
組
合
全
国
協
議
会

（全
協
）
の
指
導
下
に
刷

新
同
盟
を
結
成
し
、
六
月
末
に
日
本
共
産
党
青
年
同
盟
員
、
七
月
中
旬
に
日
本
共
産

党
員
と
な
っ
て
、
兵
庫
西
部
地
区
宇
治
電
細
胞
キ
ャ
ッ
プ
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
自

伝
的
小
説

「
自
由
の
彼
方
で
」
翁
新
潮
」
第
五
〇
巻
五
号

〔
一
九
五
三
年
五
月
〕
、

第
五
〇
巻
九
号

〔
一
九
五
三
年
九
月
〕
、
第
五

一
巻
二
号

〔
一
九
五
四
年
二
月
こ

の

主
人
公
山
田
清
作
は
、
治
安
維
持
法
が
厳
罰
化
さ
れ
た
時
代
の
労
働
運
動
を
つ
ぎ
の
よ

う
に
感
じ
て
い
る
。

清
作
は
、
治
安
維
持
法
に
死
刑
が
あ
る
と
知

っ
た
と
き
、
そ
れ
は
彼
の
可
能

性
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
必
然
性
と
誤
解
し
た
。
そ
の
誤
解
は
、
自
称
共
産
党
員

山
田
清
作
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
、
ま
た
あ
の
妙
な
滑
稽
な
生
物
を
生
ん
で
い
た
。

そ
れ
は
、
彼
を
コ
ッ
ク
時
代
に
、
ガ
ラ
ス
の
な
か

へ
と
び
込
ま
せ
た
も
の
と
同

じ
だ

っ
た
。
そ
れ
が
彼
の
い
ま
ま
で
の
曖
味
で
方
向
の
な
い
活
動
の
性
質
を
き

め
、
無
智
な
彼
に
知
恵
ら
し
い
も
の
を
あ
た
え
、
多
く
の
人
々
を
引
き
ず
る
力

を
あ
た
え
、
そ
の
活
動
を
熱
狂
的
な
も
の
に
し
た
の
だ
。
警
察
は
、
資
本
家
た

ち
の
手
先
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
い
ま
や
彼
に
と

っ
て
、
直
接
的
に
死
の
手
先

な
の
で
あ
り
、
決
定
的
に
不
合
理
な
何
物
か
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
全
協
の
指
令

は
、
清
作
に
と

っ
て
、
そ
の
死
か
ら
の
唯

一
の
救
済
策
で
あ
る
か
の
よ
う
に
絶

対
的
に
実
行
さ
れ
た
。

大
阪
で
コ
ッ
ク
を
し
て
い
た
頃
、
自
分
か
ら
ガ
ラ
ス
ヘ
突

っ
込
ん
で
大
け
が
を
し

た
清
作
は
、
た
と
え
大
け
が
を
し
よ
う
と
も
死
を
恐
れ
な
い
振
る
舞
い
を
示
し
て
み

せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
死
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
分
が
自
由
に
な
る
と
思
い
込
ん

で
い
た
。
こ
の
自
傷
的
な
衝
動
は
労
働
運
動
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
、
清
作
は
全

協
の
活
動
に
あ
え
て
か
か
わ
り
、
ま
だ
党
籍
を
得
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
死
刑

の
危
険
が
と
も
な
う

「自
称
共
産
党
員
」
を
公
言
す
る
ほ
ど
に
な

っ
て
い
た
。

し
か
し
清
作
が
死
を
恐
怖
す
る
こ
と
が
罪
で
あ
る
と
錯
覚
し
、
罪
か
ら
逃
れ
る
た

め
に
は
死
を
恐
れ
な
い
こ
と
し
か
な
い
と
思
い
込
ん
で
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
死
の
危

険
を
求
め
る
と
い
う
の
は
、
大
き
な
危
険
を
と
も
な
う
自
傷
的
な
傾
向
で
あ

っ
た
。

実
際
に
椎
名
は
党
籍
を
得
た
後
に
ま
も
な
く
逮
捕
さ
れ
、
神
戸
市
内
の
警
察
署
を
た

ら
い
回
し
に
さ
れ
て
留
置
場
で
激
し
い
拷
間
を
受
け
た
結
果
、
人
間
ら
し
い
感
情
と

肉
体
の
感
覚
を
奪
わ
れ
た
。
椎
名
と
同
じ
よ
う
に
獄
中
で

「抽
象
の
化
物
」
と
し
て

「
一
個
の
抽
象
物
」
と
化
し
た
清
作
は
、　
一
緒
に
投
獄
さ
れ
て
い
た
荒
倉
喜
代
夫
が

肺
病
の
た
め
に
保
釈
に
な

っ
た
こ
と
を
聞
く
と
、
そ
れ
ま
で
同
志
に
た
め
な
ら
代
わ

っ

て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
と
思

っ
て
い
た
こ
と
が

「少
し
も
人
生
に
か
か
わ
り
の
な
い
、

空
虚
な
も
の
で
あ
る
気
」
に
な

っ
て
し
ま
う
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
な

っ
て
み
て
同

志
愛
す
ら
持

つ
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
労
働
運
動
に
お
い

て
自
分
の
身
体
を
犠
牲
に
し
て
で
も
大
衆
を
愛
す
る
と
語

っ
て
い
た
こ
と
は
結
局
自

分
の
た
め
、
す
な
わ
ち

「自
分

一
個
の
権
力
の
た
め
」
で
あ

っ
た
こ
と
に
思
い
至
る

だ
け
で
な
く
、
「
人
間
は
、
誰
か
の
た
め
に
代

っ
て
死
に
得
る
か
」
と
い
う
問
い
を

真
剣
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
自
分
が

「哀
れ
な
道
化
師
」
に
感
じ
ら
れ
は
じ
め
た
。

椎
名
は
自
己
顕
示
欲
や
権
力
欲
の
よ
う
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
排
除
し
た
本
来
の
革
命
家

の
こ
と
を

「革
命
家
で
な
い
革
命
家
」
翁
赤
い
孤
独
者
』
、　
一
九
五

一
年
四
月
、
河

出
董
房
）
と
呼
ん
で
区
別
を
す
る
が
、
芥
川
龍
之
介
も
ま
た

『
休
儒
の
言
葉
』
翁
文

芸
春
秋
」
、　
一
九
二
三
年

一
月
～

一
九
二
七
年
九
月
）
の

「
人
生
」
の
な
か
で

「革

命
に
革
命
を
重
ね
た
と
し
て
も
、
我
々
人
間
の
生
活
は
ヽ
『
選
ば
れ
た
る
少
数
』
を

除
き
さ

へ
す
れ
ば
、
い
つ
も
暗
漕
と
し
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
し
か
も

『
選
ば
れ
た
る

少
数
』
と
は

『
阿
呆
と
悪
党
と
』
の
異
名
に
過
ぎ
な
い
」
と
内
面
性
を
欠
い
た
革
命

三
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家
の
歪
み
に
触
れ
て
い
た
。

二

治
安
維
持
法
違
反
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
椎
名
は
、
神
戸
地
方
裁
判
所
で
懲
役
四

年
の
実
刑
判
決
を
受
け
、
大
阪
控
訴
院
に
上
告
し
た
後
に
転
向
上
申
書
を
提
出
し
、

懲
役
三
年
執
行
猶
予
五
年
の
判
決
を
受
け
て
釈
放
さ
れ
た
。
椎
名
の

「死
イ
コ
ー
ル

罪
」
は
、
こ
の
よ
う
な
獄
中
転
向
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
が
、
青
年
期
に
生
じ

た
事
件
以
前
に
、
椎
名
に
は
母
親
譲
り
と
い
も
い
え
る
生
来
の
自
傷
的
な
衝
動
が
あ

っ

た
こ
と
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。　
一
九

一
一
年

一
〇
月

一
日
に
姫
路
市
書
写
東

坂
に
あ
る
実
家
日
方
家
の
納
屋
で
産
婆
の
助
け
も
な
く
椎
名
を
生
ん
だ
大
坪
み
す
は
、

生
後
三
日
目
の
椎
名
を
抱
い
て
鉄
道
自
殺
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
と
き
ま
だ
熊
次
と

の
間
で
婚
姻
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
み
す
は
椎
名
を
日
方
家
の

「私
生
児
」
と
し
て

届
け
出
た
。
望
ま
れ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
自
意
識
は
、
椎
名

が
抱
い
て
い
た
絶
望
の
基
調
に
あ
る
も
の
で
、
み
す
は
再
び

一
九
二
九
年
春
に
も
神

戸
須
磨
海
岸
に
投
身
自
殺
を
図
る
と
い
う
事
件
を
起
し
て
い
る
。
母
親
ゆ
ず
り
の
も

の
と
い
え
る
自
傷
的
な
衝
動
は
、
椎
名
に
死
の
危
険
を
み
ず
か
ら
招
き
寄
せ
、
そ
の

危
険
の
淵
に
お
い
て
生
命
を
実
感
さ
せ
る
と
い
う

〈生
〉
と

〈死
〉
を
め
ぐ
る
逆
説

的
な
関
係
に
落
ち
込
ま
せ
た
。
母
の
影
響
か
ら
椎
名
は
つ
ね
に

「
死
」
を
強
く
意
識

さ
せ
ら
れ
て
き
た
た
め
に
、
「
死
」
に
対
す
る
圧
倒
的
な
恐
怖
を
前
に

「
罪
」
の
意

識
が
希
薄
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
た
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
座
談
会
で
、
人
間
の
存
在
自

体
の
罪
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
遠
藤
の
指
摘
に
対
し
て
、
椎

名
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

椎
名
　
こ
う
い
う
こ
と
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
僕
た
ち
は
日
本
で
信
仰
に
根
拠
を

四

置
い
て
も
の
を
書
く
場
合
、
あ
の
罪
と
い
う
感
じ
は
全
然
通
わ
な
い
の
で
す
。

は

っ
き
り
言
う
と
、
そ
の
場
合
な
に
を
そ
う
い
う
読
者
と
僕
ら
を

つ
な
ぐ
リ
ア

リ
テ
ィ
の
根
拠
に
す
る
か
と
い
う
問
題
に
な

っ
て
来
る
と
、
死
し
か
な
い
の
だ

と
い
う
こ
と
で
す
よ
。

「
日
本
で
信
仰
に
根
拠
を
置
い
て
も
の
を
書
く
」
場
合
、
「
罪
と
い
う
感
じ
」
は

「全
然
通
わ
な
い
」
と
い
う
椎
名
の
発
言
は
、
椎
名
が
不
当
な
理
由
と
方
法
で
社
会

運
動
を
弾
圧
し
た
治
安
維
持
法
に
よ

っ
て
投
獄
さ
れ
た
と
い
う

「
『
死
の
恐
怖
』
、

つ

ま
り

『
理
由
の
な
い
罰
』
（
＝
罪
の
な
い
罰
）
に
あ
る
こ
と
を

『
死
』
を
通
路
と
し

て
描
い
た
作
家
」
（斎
藤
末
弘
氏
）
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す

↑
る

と
こ
ろ
で
日
本
基
督
教
団
上
原
教
会
に
お
い
て
椎
名
が
、
当
時

マ
ル
ク
ス
主
義
の

影
響
を
受
け
て

〃赤
い
牧
師
〃
と
呼
ば
れ
て
い
た
赤
岩
栄
牧
師
か
ら
洗
礼
を
受
け
た

の
は
、
失
踪
し
て
行
方
不
明
に
な

っ
て
い
た
熊
次
が
自
殺
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、

自
分
も
創
作
に
も
行
き
詰
ま

っ
て
絶
望
の
淵
を
街
往
し
て
い
た

一
九
五
〇
年

一
二
月

二
四
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。　
一
九
四
八
年
六
月
二
九
日
か
ら
七
月

一
日
ま
で
栃
木
県

那
須
塩
原
で
日
本
基
督
教
団
が
主
催
し
た
第
二
回
全
国
指
導
者
修
養
会
の
席
上
、
赤

岩
は
社
会
的
実
践
の
方
向
と
し
て
日
本
共
産
党
の
支
持
を
表
明
し
、　
一
九
四
九
年

一

月
二
三
日
投
票
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
際
し
て
日
本
共
産
党
か
ら
立
候
補
し
た
風

早
八
十
二
の
応
援
演
説
を
し
た
た
め
に
、
日
本
基
督
教
団
の
小
崎
道
雄
総
会
議
長
か

ら
教
団
離
脱
勧
告
を
受
け
た
。
実
際
に
は
入
党
し
な
か

っ
た
も
の
の
、
赤
岩
が
共
産

党
に
入
党
す
る
決
意
を
公
に
し
た
反
動
は
大
き
く
、　
一
九
五
〇
年
五
月
に
隅
谷
二
喜

男
を
は
じ
め
約
二
〇
名
の
教
会
員
が
上
原
教
会
か
ら
脱
会
し
日
本
基
督
教
団
千
歳
船

橋
教
会
を
設
立
し
た

Ｔ
る

「
現
代
に
お
け
る
福
音
の
宣
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
の
教
会

形
成
と
い
う
具
体
的
課
題
を
に
な
う
者
と
し
て
、
バ
ル
ト
に
学
ぶ
と
い
う
態
度
を
非

常
に
徹
底
し
た
形
」
で
示
し
て
い
た
赤
岩
に
と

っ
て

「
バ
ル
ト
の
言
葉
は
、
実
際
的
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に
は
ほ
と
ん
ど
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
同
様
に
重
視
さ
れ
て
お
り
、
説
教
や
執
筆
の
た
め

の
準
備
に
あ
た

っ
て
は
、
バ
ル
ト
の
ド
グ

マ
テ
ィ
ー
ク
を
午
前
中
に
七
、
八
十
頁
以

上
読
む
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ

っ
た
」
と
い
う

↑
る

こ
の
よ
う
な
教
会
分
裂
の
危
機
の
最
中
に
上
原
教
会
で
赤
岩
か
ら
洗
礼
を
受
け
た

椎
名
が
や
が
て
イ
エ
ス
の
復
活
に
自
己
再
生
の
道
を
発
見
し
て
信
仰
を
深
め
た
経
緯

は
、
数
多
く
の
エ
ッ
セ
ー
や
評
論
の
な
か
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「路
傍
の
種

子

（八
）
―
バ
ル
ト
の
芸
術
論
―
」
翁
指
」
第
八
号
、　
一
九
五

一
年
七
月
）
は
、
書

き
下
ろ
し
長
編
小
説

『
赤
い
孤
独
者
』
貧

九
五

一
年
四
月
、
河
出
書
房
）
の
出
版

記
念
会
が
上
原
教
会
で

一
九
五

一
年
五
月
二
七
日
に
開
か
れ
た
と
き
に
椎
名
が
講
演

し
た
内
容
の
速
記
録
で
、
本
文
の
冒
頭
に
は

「表
題
に
バ
ル
ト
の
芸
術
論
と
書
い
て

あ
り
ま
す
が
、
正
し
く
は
バ
ル
ト
に
よ

っ
て
確
か
め
ら
れ
た
僕
自
身
の
文
学
論
で
あ

っ

て
、
し
た
が

っ
て
神
学
的
で
も
な
く
、
芸
術

一
般
に
ふ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
く
文

学
作
品
を
実
際
に
つ
く

っ
て
い
る
作
家
と
し
て
の
体
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
お
許
し
ね
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
断
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
椎
名

は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、

ニ
ー
チ

ェ
に
関
す
る
発
言
は
多
か

っ
た

の
だ
が
、
バ
ル
ト
に
関
し
て
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
こ
の
講
演
自
体
も
速
記
録
の
体

裁
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
て
、
後
か
ら
改
稿
し
て
評
論
の
形
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ

た
。
「
私
は
結
局
、
バ
ル
ト
に
よ

っ
て
開
か
れ
た
私
の
眼
で
、
四
福
音
書
の
中
で
、

私
の
見
た
イ
エ
ス
を
描
い
た
」
と
告
白
す
る
赤
岩
の

『
イ
エ
ス
伝
』
２

九
五
〇
年

五
月
、
月
曜
書
房
）
な
ど
の
著
作
を
通
じ
て
椎
名
は
バ
ル
ト
に
接
近
し
、
同
書
の
な

か
で
赤
岩
が

「
イ
エ
ス
の
十
字
架
と
と
も
に
生
き
な
が
ら
え
葬
ら
れ
た
弟
子
た
ち
に

と

っ
て
は
、
イ
エ
ス
の
絶
叫
に
対
す
る
神
の
答
え
は
、
彼
ら
の
全
く
予
期
し
な
い
と

こ
ろ
で
、
彼
ら
の
新
し
い
生
の
発
端
」
、
す
な
わ
ち

「
空
虚
な
る
墓
の
向
う
で
永
遠

の
側
か
ら
起

っ
て
い
る
新
し
い
人
間
の
生
、
人
間
の
発
端
の
啓
示
」
で
あ
る
と
論
じ

た
こ
と
か
ら
大
い
に
刺
激
を
受
け
て
、
イ
エ
ス
の
復
活
を
基
点
に
お
い
て
自
己
の
文

学
論
を
構
想
し
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
の
意
志
に
従

っ
て
イ
エ
ス
が

〈神
の

子
〉
と
し
て
十
字
架
上
で
刑
死
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う

〈神
に
よ
る
拒
絶
〉
に

〈福
音

の
始
原
〉
の
確
証
を
お
く

『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
第

一
五
章
三
四
～
三
七
節
の

イ
エ
ス
の
逆
説
的
な
受
難
史
に
触
れ
な
が
ら
、
椎
名
は
自
己
の
文
学
観
を

つ
ぎ
の
よ

う
に
主
張
し
て
い
る

↑
る

聖
書
の
マ
ル
コ
伝
に
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
が
、
「
わ
が
神
、

わ
が
神
、
な
ん
ぞ
我
を
見
す
て
給
い
し
」
と
叫
ば
れ
て
後
に
、

つ
ま
り
神
に
見

す
て
ら
れ
て
後
に
、
「
イ
エ
ス
大
声
を
出
し
て
息
絶
え
給
う
」
と
い
う
聖
句
が

つ
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
大
声
、
こ
の
言
葉
に
な
ら
な
か

っ
た
大
声
が
、
文
学

の
本
質
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
文
学
作
品
も
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
す
べ
て
が
、
こ
の
イ
エ
ス
の
た

っ
た

一

つ
の
大
声
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
大
声
以
上
に
出
る
こ
と

が
出
来
な
い
と
い
う
宿
命
を
も

っ
て
居
り
ま
す
。

イ
エ
ス
の

「言
葉
に
な
ら
な
か

っ
た
大
声
」
に
文
学
の
本
質
が
あ
る
と
い
う
椎
名

の
主
張
は
、
神
に
見
捨
て
ら
れ
て
息
絶
え
た
イ
エ
ス
が
最
後
に
発
し
た
大
声
の
な
か

に
現
在
の
自
己
に
通
じ
る
絶
望
を
見
出
し
て
人
間
社
会
の
終
末
を
予
感
し
、
神
の
声

を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
厳
し
い
現
実
の
下
で
、
冨
口葉
に
な
ら
な
か

っ
た
大
声
」

か
ら

「
逆
説
的
な
仕
方
」
で
神
の
声
を
聞
き
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
極
限

的
な
状
況
に
人
間
が
立
た
さ
れ
て
い
る
と
す
る
厳
し
い
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

こ
の
世
の
中
は
、
分
裂
と
矛
盾
と
抗
争
に
み
ち
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
悲

惨
は
、
死
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
も
し
人
間
が
不
死
で
あ
る
な
ら

ば
、
イ
エ
ス
も
い
わ
れ
て
居
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
世
の
中
に
そ
ん
な
悲
惨
は

五
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起
り
得
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
僕
た
ち
が
平
和
を
願
い
、
再
軍
備
に
反
対
し

ま
す
の
は
、
人
間
が
死
ぬ
か
ら
で
あ

っ
て
、
も
し
人
間
が
不
死
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
平
和
運
動
を
起
す
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
世
の
中
の
貧
乏
が
、
そ
し
て
殺
人
や
窃
盗
や
偽
証
や
、

つ
ま
り
山
上
の
垂

訓
で
イ
エ
ス
の
語
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
が
、
人
間
が
死
ぬ
と
い
う
事
実
に
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
何
ら
か
の
意
味
に
於
て
、
人
間

の
可
能
性
を
、
人
間
的
に
期
待
す
る
こ
と
す
ら
、
最
後
的
に
鋭
く
拒
否
さ
れ
て

い
る
場
所
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
大
声
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
文

学
の
限
界
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
も
椎
名
は
人
間
の
罪
に
言
及
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
の
有
限
性
を

「死
」

の
な
か
に
見
出
し
、
人
間
が
自
己
の

「可
能
性
」
を

「人
間
的
に
期
待
す
る
こ
と
す

ら
、
最
後
的
に
鋭
く
拒
否
」
さ
れ
た
の
が

「
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
大
声
」
の
意
味

で
あ

っ
た
と
す
る
。
限
界
に
お
か
れ
た
現
代
の
文
学
は
終
末
論
に
立
た
ざ
る
を
得
な

い
と
し
、
椎
名
は
バ
ル
ト
の

「芸
術
家
は
、
他
人
に
問
い
を
出
す
が
、
し
か
し
そ
の

問
い
に
対
し
て
芸
術
家
自
身
が
、
答
を
与
え
な
い
。
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
は
、
全

く
奇
跡
と
し
て
の
み
起
り
得
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
す
る
。
こ
の
百
葉
は
、
バ
ル

ト
が
ス
イ
ス
の
ミ

ュ
ン
ス
タ
ー
で

一
九
二
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
に
担

当
し
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
で

一
九
二
〇
年
の
夏
学
期
と

一
九
二

一
年
か
ら
翌
年

に
か
け
て
の
冬
学
期
に
繰
り
返
し
た
倫
理
学
講
義
の
内
容
を
ま
と
め
た

『
キ
リ
ス
ト

教

倫

理

学

総

説

』

Ⅱ

／

２

（
Ｊ
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藩

『

ご

ｏ
Ｏ
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目
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第
四
章

「救
済
主
な

る
神
の
誡
め
」
第

一
七
節

「感
謝
」
の
な
か
で
使
わ
れ
た
も
の
で
、
椎
名
が
バ
ル
ト

の
言
葉
と
し
て
引
用
し
た
部
分
は
、
神
学
者
菅
円
吉
が
執
筆
し
た

「
バ
ル
ト
神
学
と

芸
術
」
翁
宗
教
研
究
」
第
四
年
第
二
、
三
集
、　
一
九
四
二
年
七
月
）
に
み
ら
れ
る
も

六

の
と
同
じ
で
あ
る
。
江
頭
太
助
氏
は
、
椎
名
が

「
書
評
赤
岩
栄

『
イ

エ
ス
伝
ヒ

翁
日
本
読
書
新
聞
」
、　
一
九
五
〇
年
六
月
二

一
日
）
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
な
が
ら
椎
名
が
上
原
教
会
に
お
け
る
バ
ル
ト
神
学
の
研
究
会
と
菅
論
文
を
通
じ
て

「
最
初
か
ら
バ
ル
ト
神
学
の
核
心
に
触
れ
て
い
た
こ
と
」
を
実
証
的
に
指
摘
し
て
い

る

Ｅ
。
『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
総
説
』
の
吉
永
正
義
訳
で
は
、
こ
の
部
分
は

「芸
術

家
は
、
他
の
者
た
ち
に
向
か

っ
て
問
い
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
、
彼
は

本
来
そ
の
答
え
を
全
く
当
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
答
え
が
実
現
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
は
本
来
奇
跡
の
出
来
事
を
意
味
し
て
い
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る

Ｔ
ぢ

三

バ
ル
ト
が
終
末
論
的
考
察
と
し
て
意
味
づ
け
、
『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
総
説
』
（
Ⅱ

／
２
）
第
四
章
第

一
七
節
で
展
開
し
た
芸
術
論
の
特
徴
を
、
椎
名
は

「未
来
」
、
「
ユ
ー

モ
ア
」
や

「
ゆ
る
め
」
な
ど
の
言
葉
を
駆
使
し
な
が
ら
説
明
す
る
。

古
い
落
語
や
講
談
で
、
主
人
公
の
大
金
を
失

っ
た
傭
人
が
、
生
き
る
の
ぞ
み

を
失

っ
て
水
の
な
か

へ
と
び
込
も
う
と
し
た

一
瞬
に
、
救
わ
れ
る
話
を
よ
く
や

り
ま
す
が
、
落
語
家
や
講
談
師
は
、
な
か
な
か
う
ま
く
そ
の
救
わ
れ
た
と
き
の

男
の
描
写
を
や
り
ま
す
。
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
、
言
葉
は
ど
も
り
、
そ
こ
に
は

一

種
の
ユ
ー
モ
ア
が
た
だ
よ
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
未
来
は
な
い
と
思
い

こ
ん
で
い
た
男
が
、
ふ
い
に
未
来
を
与
え
ら
れ
た
喜
び
、
戦
慄
と
驚
愕
に
み
ち

た
よ
ろ
こ
び
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
決
定
的
な
意
味
に
於
て
は
、
そ
の

救
わ
れ
た
男
が
未
来
を
も

つ
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
客
観
的
に
見
れ
ば
、

そ
の
救
わ
れ
た
男
が
未
来
が
な
い
と
考
え
た
の
は
誤
解
な
の
で
あ

っ
て
、
客
観

的
に
は
未
来
は
も
は
や
な
い
と
い
う
場
所
、
そ
こ
で
も
し
未
来
を
与
え
ら
れ
た
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と
し
た
ら
、
そ
の
喜
び
は
恐
怖
で
あ
り
、
戦
慄
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

椎
名
に
よ
れ
ば
、
も
は
や
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
未
来
が
突
然
与
え
ら
れ
た
と
き

の
よ
う
な
、
「喜
び
」
と

「
恐
怖
」
と

「
戦
慄
」
と
が
入
り
混
じ

っ
た
も
の
が

「真

の
芸
術
の
感
動
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
感
動
は

「未
来
の
約
束
」
を
信
じ
る
キ
リ

ス
ト
者
だ
け
に
許
さ
れ
る
も
の
で
、
「神
な
し
と
い
う
現
実
」
か
ら

「
ゆ
る
め
」
ら

れ
る
こ
と
に
よ

っ
て

「
キ
リ
ス
ト
者
の
喜
び
」
と

「感
謝
」
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
い

う
。
し
か
し
人
間
は

「
き
び
し
い
人
間
の
実
存
か
ら
ゆ
る
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
」
で

完
全
に
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
来
り

つ
つ
あ
る
終
末
を
待

つ
以
外
に
術
が
な
い
た

め
に
、
芸
術
は

「全
く
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
起
る
感
動
」
で
は
な
く

「
ゆ
る

め
と
し
て
の
感
動
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
バ
ル
ト
も

「救
世
主
の
誡
め
」

に
よ

っ
て

「解
放
、
心
を
ほ
ぐ
す
こ
と
、
緊
張
を
取
り
除
く
」
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ

る
と
す
る
が
、

こ
こ
で

「
救
済

（甲
【ｏ
∽“
凋
と

と
い
う
言
葉
が
避
け
ら
れ
て
い
る

の
は

「救
済
は
約
束
の
成
就
で
あ
る
。
誡
め
と
共
に
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
中
に
入

っ

て
く
る
も
の
、
そ
れ
は
成
就
で
は
な
い
、
し
た
が

っ
て
救
済
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
の
約
束
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
、
ま
た
そ
れ
と
共
に
、
ま
さ
に
解
放

Ｏ
ｏ‥∽彗
し
」
で
あ
る
か
ら
と
す
る

↑
る

そ
の
う
え
で

「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
く

つ
ろ

ぎ
」
と
は

「
わ
れ
わ
れ
が
現
在
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
と
し
て
経
験
し
、

持

つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
で
６
、

「
キ
リ
ス
ト
者
の
喜
び
」
と

「
感
謝
」
を
表
現

す
る
こ
と
が
芸
術
家
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
。

バ
ル
ト
が
涙
の
な
か
で
笑
う
の
で
な
い
諧
誰
は
本
当
の
諧
誰
で
は
な
く
、
喜
び
に

よ

っ
て
は
ら
ま
れ
た
苦
痛
を
通
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
な
い
芸
術
は
本
当
の
芸
術

で
は
な
い
と
主
張
し
た
よ
う
に
、
椎
名
も
芸
術
と

ユ
ー
モ
ア
は

「真
剣
な
遊
び
」
と

し
て
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
真
剣
な
遊
び
」
と
し
て
の
ユ
ー
モ
ア
が
典
型
的

に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
第
二
四
章
三
八
～
四
三
節
に

あ
る
イ
エ
ス
の
復
活
の
場
面
で
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
が

ユ
ー
モ
ア
の
極
限
で
あ
り
同
時
に
本
質
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

こ
の
ユ
ー
モ
ア
は
、
イ
エ
ス
だ
け
に
出
来
る
ユ
ー
モ
ア
で
あ
り
、
人
間
の
ユ
ー

モ
ア
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

水ヽ
遠
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
が
、
示
さ
れ
る
手
や
足

は
、
復
活
の
じ
る
し
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
時
間
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

呆
然
と
し
て
い
る
弟
子
た
ち
の
前
で
、
懸
命
に
見
て
呉
れ
と
手
足
を
示
さ
れ
て

い
る
イ
エ
ス
の
行
為
は
、
イ
エ
ス
の
悲
惨
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
の
悲
惨
で
す
。

人
間
に
と

っ
て
了
解
不
可
能
の
こ
と
を
了
解
さ
せ
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
行
為
、

い
わ
ば
人
間
に
と

っ
て
無
意
味
な
行
為
で
す
。
僕
は
、
い
つ
も
こ
こ
を
読
み
な

が
ら
、
あ
る
悲
惨
な
感
情
と
と
も
に
微
笑
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

椎
名
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
の
復
活
は

〈神
の
子
〉
と
し
て
甦

っ
た
イ
エ
ス
の
よ
う

に
人
間
も
終
末
に
お
い
て
新
し
い
生
命
を
得
ら
れ
る
と
い
う

「約
束
の
じ
る
し
」
を

予
知
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
に
と

っ
て
そ
れ
は
来
り

つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
存

在
す
る
だ
け
で
ま
だ
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。
死
後
に
復
活
し
た

「永
遠
者
と
し
て

の
イ
エ
ス
」
が
弟
子
た
ち
に
対
し
て

「懸
命
に
見
て
呉
れ
」
と
示
し
た
肉
体
は
神
と

し
て
の

「復
活
の
じ
る
し
」
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
肉
体
は
同
時
に
人
間
と
し
て
の

「時
間
的
な
も
の
」
で
あ

っ
て
、
「永
遠
な
る
も
の
を
時
間
的
な
も
の
で
実
現
」
し
よ

う
と
す
る
イ
エ
ス
の
行
為
は
、
人
間
に
は
了
解
で
き
な
い
こ
と
を
ど
う
に
か
し
て
了

解
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
、
本
来
な
ら
ば

「無
意
味
な
行
為
」
と
い
え
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し

〈神
の
子
〉
た
る
イ
エ
ス
が
あ
え
て

「無
意
味
な
行
為
」
を
す
る
こ

と
に

「
あ
る
悲
惨
な
感
情
と
と
も
に
微
笑
を
禁
じ
え
な
い
」
の
で
あ

っ
て
、
そ
の

〃

無
意
味
さ
〃
か
ら

「
キ
リ
ス
ト
者
の
ユ
ー
モ
ア
」
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。

椎
名
は

「
バ
ル
ト
の
芸
術
論
」
の
結
末
に

「芸
術
家
は
、
少
な
く
と
も
文
学
者
は
、

七
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イ
エ
ス
の
大
声
に
貫
か
れ
た
神
な
き
世
界
を
描
き
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
約
束
の
し

る
し
と
し
て
で
あ
り
、
同
時
に
神
の
行
為
に
関
し
て
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

よ

っ
て
、

ユ
ー
モ
ア
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
人
間
が

「
神
の
行
為
」
を

「
無
意
味
」
で
あ
る
と
感
じ
る
と
こ
ろ
に
ユ
ー
モ
ア
が
生
じ
る
と

い
う
椎
名
の
主
張
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
好
ん
で
自
発
的
に
喜
ん
で

「神
の
誡
め
」

に
向
か

っ
て
決
断
し
て
服
従
す
る
と
こ
ろ
に

「真
剣
な
遊
び
」
と
し
て
の
芸
術
と
ユ
ー

モ
ア
が
生
ま
れ
る
と
し
た
バ
ル
ト
の
主
張
と
は
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
も
の
に
変
わ

っ

て
い
る
。
こ
れ
に
関
す
る
バ
ル
ト
の
主
張
が
最
も
明
瞭
な
部
分
は
吉
永
正
義
訳
で
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

芸
術
と

ユ
ー
モ
ア
は
、
人
間
の
行
為
を
好
ん
で
、
自
発
的
に
、
喜
び
を
も

っ

て
な
さ
れ
た
行
為
と
し
て
、
人
間
の
従
順
を
同
時
に
、
内
的
な
必
然
性
と
し
て

特
徴
表
示
し
て
い
る
。
人
間
は
、
し
か
し
、
た
だ
彼
の
終
末
論
的
現
実
の
、
差

し
込
ん
で
い
る
光
の
も
の
で
だ
け
、
そ
の
よ
う
で
あ
る

貧
る

ユ
ー
モ
ア
は
、
た
だ
現
在
の
真
剣
さ
と
の
格
闘
の
中
で
だ
け
で
あ
り
、
し
か

も
現
在
の
真
剣
さ
と
の
格
闘
の
中
で
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
し
か
し

こ
の
格
闘
を
越
え
て
、
こ
の
格
闘
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
子
供
と
し
て
全

く
生
真
面
日
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
の
未
来
が
、　
一
方
で
は
、

良
心
の
中
で
は
全
く
異
な

っ
て
感
じ
と
ら
れ
、
芸
術
の
中
で
は
明
示
的
に
感
じ

と
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
神
の
未
来
は
暗
黙
的
に
、
涙
を
流
し
つ
つ
あ

の
ほ
ほ
え
み
と
し
て
、
あ
の

「喜
ん
で
」
と
し
て
、
あ
の
自
発
性
と
喜
び
と
し

て
ま
さ
に
感
じ
と
ら
れ
る
。
そ
の
自
発
性
と
喜
び
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現

在
を
越
え
て
見
、
そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
現
在
を
耐
え
忍
び
、
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
括
弧
の
内
部
で
現
在
を
真
剣
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヽ

何
故
な
ら
ば
、
現
在
は
ま
さ
し
く
既
に
未
来
を
自
分
の
中
で
担

っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら

３
３

人
間
が

「神
の
行
為
」
を

「無
意
味
」
で
あ
る
と
感
じ
る
と
い
う
椎
名
の
表
現
は
、

絶
望
と
虚
無
を
テ
ー
マ
に
小
説
を
創
作
し
て
い
た
戦
後
派
作
家
椎
名
な
ら
で
は
の
も

の
と
い
え
る
。
だ
が
人
間
の
外
部
に
存
在
し
て
啓
示
す
る
神
の

〈絶
対
性
〉
と

〈他

者
性
〉
を
説
い
た
バ
ル
ト
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
人
間
に
と

っ
て
神
の
行
為

が

「無
意
味
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
は

「神
と
人
間
と
の
永
遠
の
質
的
差
異
」
「
ロ
ー

マ
書
』
第
二
版
序
言
、　
一
九
二

一
年
）
が
存
在
す
る
た
め
で
、
そ
れ
は
人
間
の
側
か

ら
神
を
み
た
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

赤
岩
の

『
イ
エ
ス
伝
』
は
、
笠
原
芳
光
氏
に
よ
れ
ば

「
バ
ル
ト
が
神
学
的
に
重
視

し
た
イ
エ
ス
の
処
女
降
誕
や
復
活
は
、
こ
こ
に
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、
後
年
の
非
神
話
化
や
史
的
イ
エ
ス
の
探
求
の
結
果
の
よ
う
に
、
神
学
的
断

定
を
避
け
、
人
間
の
決
断
や
限
界
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
こ
に
も
こ
の
作
品
が
神
学

性
よ
り
も
文
学
性
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る

■
る

「文

学
性
」
と
は
い
っ
て
も
、
椎
名
は
イ
エ
ス
の
復
活
を
基
点
に
お
い
て
自
己
の
文
学
論

を
構
想
し
た
の
に
対
し
て
、
赤
岩
は

「
聖
書
の
史
的
研
究
は
、
信
仰
的
権
威
を
最
初

か
ら
認
め
て
い
な
い
」
と
し
て
神
話
化
さ
れ
た
教
義
と
訣
別
し
、
聖
書
の
神
話
を
現

代
に
お
け
る
自
己
実
存
の
問
題
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
ル
ド
ル
フ
ｏ
カ
ー
ル

・
ブ

ル
ト
マ
ン
の

「
聖
書
の
非
神
話
化
論
」
に
急
接
近
し
て
い
っ
た

２
る

さ
ら
に
赤
岩
は

宗
教
儀
礼
や
教
義
に
お
け
る

〃虚
飾
〃
と

〃権
威
〃
を
取
り
除
く
た
め
に
、
講
壇
撤

去
を
は
じ
め
と
し
て
讃
美
歌
批
判
や
説
教
の
改
称
、
日
曜
学
校
廃
止
、
礼
拝
献
金
廃
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止
、
祈
祷
会
の
聖
書
研
究
会

へ
の
変
更
な
ど
の

一
連
の
教
会
改
革
を
徹
底
し
、
キ
リ

ス
ト
教
の

〃非
宗
教
化
〃
を
主
張
す
る

『
キ
リ
ス
ト
教
脱
出
記
』
（
一
九
六
四
年

一
〇

月
、
理
論
社
）
を
発
表
し
た
。
こ
の
よ
う
な
赤
岩
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
行
動
に
反
発
し

た
椎
名
は

一
九
五
九
年
二
月
の

「
指
」
百
号
記
念
集
会
の
席
上
で
赤
岩
と
の
対
立
を

表
面
化
さ
せ
、　
一
九
六
四
年
四
月
に
は
そ
れ
ま
で

一
度
も
休
む
こ
と
な
く
寄
稿
し
て

い
た

「
指
」

へ
の
投
稿
を
表
向
き
は
心
臓
病
の
悪
化
を
理
由
に
中
止
し
、　
一
九
六
六

年
七
月
二
日
に
は
日
本
基
督
教
団
三
鷹
教
会

へ
と
教
会
の
転
籍
を
お
こ
な

っ
た
。
し

か
も
同
月
に
は
赤
岩
を
主
人
公
の
モ
デ
ル
に
し
た
小
説

「
善
魔
」
翁
文
学
界
し

と
、

赤
岩
の

『
キ
リ
ス
ト
教
脱
出
記
』
を
皮
肉

っ
た

「
上
原
集
団
脱
出
記
」
翁
兄
弟
」

一

二
八
号
）
と
を
発
表
し
、
「
上
原
集
団
脱
出
記
」
で
は
赤
岩
が

「変
節
」
し
た
と
断
じ

て

「
一
つ
の
組
織
の
指
導
者
、
あ
る
い
は
私
た
ち
に
対
し
て
指
導
者
を
も

っ
て
任
じ

て
い
る
者
が
変
節
し
た
場
合
は
、
も
う
指
導
者
面
を
す
る
な
」
と
非
難
し
て
い
た
。

小
林
孝
吉
氏
は
、
ボ
ン
大
学
神
学
部
で
カ
ー
ル

・
バ
ル
ト
に
師
事
し
た
神
学
者
滝

沢
克
己
が
、
カ
ー
ル
の
長
男
で
ピ

ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
神
学
部
教
授

マ
ル
ク
ー
ス
ｏ
バ

ル
ト

（〓
”
【Ｆ
∽
∪
”
【計こ

に
宛
て
た
書
簡

（
一
九
七
九
年
九
月
九
日
）
の
な
か
で

椎
名
を
紹
介
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る

電
ぢ

も
う
数
年
前
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
日
本
に
は
椎
名
麟
三
と
い
う
作
家
が

い
ま
し
た
。
戦
前
の

一
時
期
日
本
共
産
党
に
属
し
て
い
た
こ
の
作
家
は
、
そ
の

後
物
心
と
も
に
言
葉
に
尽
く
せ
ぬ
苦
労
の
は
で
に
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
到
達

し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
の
小
説
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
名
は
ほ

と
ん
ど
ま

っ
た
く
出
て
来
ま
せ
ん
。
し
か
も
か
れ
は
、
か
れ
が
信
仰
に
至

っ
た

あ
と
で
は
も

っ
ぱ
ら
同
じ
唯

一
の
神
の
福
音
を
読
者
に
告
げ
知
ら
せ
る
た
め
に

だ
け
、
そ
の
小
説
を
書
い
た
の
で
し
た
。
そ
の
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
は
か
れ
も

ま
た
あ
か
ら
さ
ま
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
語

っ
て
い
ま
す
が
、
私
は

そ
れ
を
読
む
た
び
に
、
カ
ー
ル

・
バ
ル
ト
の
神
学
を
想
い
起
さ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。
か
れ
が
概
し
て

「神
学
」
と
名
の
つ
く
も
の
を
好
ま
ず
、
し
た
が

っ

て
カ
ー
ル

・
バ
ル
ト
の
書
い
た
も
の
を
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な
か

っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
か
れ
は
た
し
か
に
、
カ
ー
ル

ｏ
バ
ル
ト
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と

い
う
名
で
意
味
し
て
い
た
と
同

一
の
救
い
の
事
実
に
逢
着
し
て
い
た
の
で
す
。

の
み
な
ら
ず
、
か
れ
は
、
日
本
の
文
学
の
な
か
で
第
二
次
大
戦
後
に
現
わ
れ
た

こ
の
種
の
作
家
た
ち
の
先
駆
者
で
あ
り
、
典
型
的
な
形
だ
と
言

っ
て
も
よ
い
よ

う
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
、
真
実
の
キ
リ
ス

ト
教
の
理
解
は
こ
れ
ま
で
の
教
会
の
壁
を
は
る
か
に
越
え
て

一
般
の
国
民
の
あ

い
だ
に
拡
が
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
な
か
の
少
な
か
ら
ぬ
人
た
ち
は
、
か
つ
て

椎
名
麟
三
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
洗
礼
を
受
け
さ
え
し
て
い

る
の
で
す

■
３

右
の
引
用
を
ふ
ま
え
な
が
ら
小
林
氏
は
、
「
神
学
者
カ
ト
ル

ｏ
バ
ル
ト
が

『
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
』
と
い
う
名
で
意
味
し
た
救
い
の
事
実
こ
そ
、
椎
名
麟
二
の
逢
着
し

た

『
復
活
の
イ
エ
ス
』
で
あ
り
、
二
つ
の
矛
盾
を
架
橋
す
る

『
第
二
の
自
由
』
＝

『
神
人
の
原
関
係
』
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
滝
沢
が
主
張
す
る

「
イ
ン
マ
ヌ
エ

ル

（神
わ
れ
と
と
も
に
あ
り
）
の
原
点
」
Ｔ
Ｒ

Ｃ
む
目
ｒ

Ｈヨ
ヨ
”
”
用
し

の
思
想
を

通
じ
て
滝
沢
と
バ
ル
ト
と
椎
名
と
の
共
通
項
を
見
出
し
て
い
る

３
３

赤
岩
の
著
作

を
通
じ
て
バ
ル
ト
を
学
ん
だ
椎
名
は
、
赤
岩
が
バ
ル
ト
か
ら
急
速
に
離
れ
は
じ
め
て

い
た
こ
と
や
、
そ
の
後
赤
岩
と
の
関
係
そ
の
も
の
を
悪
化
さ
せ
た
こ
と
も
あ

っ
て
バ

ル
ト
の
名
前
を
広
言
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
バ
ル
ト
が

ユ
ー

モ
ア
の
本
質
と
は
、
『
ロ
ー
マ
の
信
徒

へ
の
手
紙
』
第
八
章

一
八
節

「
現
在
の
苦
し

み
は
、
将
来
わ
た
し
た
ち
に
現
さ
れ
る
は
ず
の
栄
光
に
比
べ
る
と
、
取
る
に
足
り
な

い
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
」
お
よ
び
同
書
第
八
章
二
八
節

「神
を
愛
す
る
者
た
ち
、

九
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つ
ま
り
、
御
計
画
に
従

っ
て
召
さ
れ
た
者
た
ち
に
は
、
万
事
が
益
と
な
る
よ
う
に
共

に
働
く
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
知

っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉

に
あ
る
と

し
、
「
現
在

の
中

に
突
入
し
て
い
る
神

の
未
来
が
、
な
お
も

っ
と
よ
り
真
剣

で
あ
る
」

た
め
に

「
現
在
を
あ
る
程
度
最
後
的

に
真
剣

に
受
け
取
ら
な

い
」

こ
と
を
勧
め
、

「
現
在

の
真
剣
さ
を
大
き
く
括
弧

に
入
れ
る
」

こ
と
を
う
な
が
し
た
。

〈
イ

エ
ス
の

復
活
〉
信
仰
に
目
覚
め
た
椎
名

の
代
表
作

「
美
し
い
女
」
翁
中
央
公
論
」
第
七
〇
年

五
～
九
号
、　
一
九
五
五
年
五
～
九
月
）

は
、
平
凡
な
交
通
労
働
者

で
あ
る
主
人
公

「
私
」
が

「
こ
の
世

の

一
切

の
き
ち
が
い
め
い
た
も
の
、
悪
魔
め
い
た
も

の

へ
対
立

す
る
平
凡
さ

へ
、
そ
れ
と
た
た
か
い
得
る
光
と
熱
を
あ
た
え
て
や
り
た
い
と
願

っ
て

い
る
」
と
い
う

「
現
在

の
真
剣
さ
を
大
き
く
括
弧
」
に
入
れ
る

〈神

の
同
労
者
〉

の

視
点
を
持

つ
作
品

へ
と
発
展
し
た
の
で
あ

っ
た
。

一証
（１
）
久
山
康

『戦
後
日
本
精
神
史
』
２

九
六

一
年
七
月
、
基
督
教
学
徒
兄
弟
団
、　
一
頁
）

（２
）
海
老
沢
有
道
、
大
内
二
郎

『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
』
２

九
七
〇
年

一
〇
月
、
日
本
基

督
教
団
出
版
局
、　
一
八
四
頁
）

（３
）
斎
藤
末
弘

「改
題
」
『
椎
名
麟
三
信
仰
著
作
集
』
第
七
巻

（
一
九
七
九
年
二
月
、
教
文

館
、　
一
七
四
頁
）

（４
）
陶
山
義
雄

「年
譜
」
翁
赤
岩
栄
著
作
集
』
第

一
巻
、　
一
九
七

一
年
八
月
、
教
文
館
）
参

昭
場

（５
）
佐
伯
晴
郎

「解
説
」
「
赤
岩
栄
著
作
集
』
第
四
巻

　ヽ
一
九
七

一
年
二
月
、
教
文
館
、
三

一
五
～
三

一
六
頁
）

（６
）

「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
翁
新
約
聖
書
神
学
辞
典
』、　
一
九
九

一
年
八
月
、
教
文
館
、

五
〇
二
～
五
〇
三
頁
）

（７
）
江
頭
太
助

「『
半
端
者
』
的
人
間
像
の
成
立

（四
）
―

『
バ
ル
ト
の
芸
術
論
』
の
成
立

を
め
ぐ
っ
て

（上
）
―
」
翁
椎
名
麟
三
研
究
」
第
六
号
、　
一
九
八
六
年

一
二
月
、
七
八
頁
）

一〇

（８
）
吉
永
正
義
訳
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト

『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
総
説
』
Ⅱ
／
２

（二
〇
〇
五

年

一
月
、
新
教
出
版
社
、
五
二
四
頁
）

（９
）
同
右
書
、
五

一
三
頁
。

（
Ю
）
同
右
書
、
五
三
二
頁
。

（
Ｈ
）
同
右
書
、
五
二

一
頁
。

（
‐２
）
同
右
書
、
五
三
〇
頁
。

（
‐３
）
笠
原
芳
光

「解
題
」
「
赤
岩
栄
著
作
集
』
第
六
巻
、　
一
九
七
〇
年

一
二
月
、
教
文
館
、

三
四
〇
頁
）

（
‐４
）

「
キ
リ
ス
ト
教
脱
出
記
」
「
赤
岩
栄
著
作
集
』
第
九
巻
、　
一
九
七
〇
年

一
一
月
、
八
七

頁
）

（
‐５
）
小
林
孝
吉

『
椎
名
麟
三
論
―
回
心
の
瞬
間
』
貧

九
九
二
年
二
月
、
青
柿
堂
、
二
三
八

頁
）

（
‐６
）
滝
沢
克
己

『
バ
ル
ト
と
マ
ル
ク
ス
』
（
一
九
八

一
年
六
月
、
三

一
書
房
、
二
九
九
～
三

〇
〇
頁
）

（
‐７
）
前
掲

（８
）
と
同
書
、
五
二
九
～
五
三
〇
頁
。


