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北

村

透

谷

の

文

1

「
入
神
」
体
験
と
動
機
1

体 芋

岡

部

隆

志

北村透谷の文体

一

一
九

八
二
年

(
明
治
二
五
)

三
月
、
透
谷

は
麻
布

ク
リ

ス
チ
ャ
ン
教
会

の
宣

教
師

の
通
訳
と

し
て
東
北
地

方

へ
旅
行

し
、
そ

の
旅
先

で
、

「
松
島

に
於

て
芭

蕉
翁
を
読

む
」
と

い
う
文
章

を
書

い
て
い
る
。

こ
の
文
章

は
、
そ
の
前
半

に
、
半
覚
半
醒

の
透
谷
が

小
鬼
大
鬼
に
囲
ま
れ
る

と
い
う
幻
想
的
な
場

面
が
あ
る
こ
と

で
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
興
味
深

い
の

は
、
後
半

に
、
透
谷

に
と

っ
て
の

「表
現
」
す
る
こ
と

に
お
け

る
理
想
的
な
状

態
と

い
う
も

の
が
解
説
さ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
透
谷
は
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

古

へ
よ
り
文
士
の
勝
景
を
探
る
者
未
だ
迷
宮
に
入
ら
ざ
る
に
、
未
だ
妖
魅

を
受
け
ざ
る
に
、
未
だ
造
化
の
秘
蔵
に
近
か
ざ
る
に
、
先
づ
筆
管
を
握

っ
て

秀
句
を
吐
か
ん
と
す
る
者
多
し
。
造
化
に
対
し
礼
を
失
ふ
者
と
云
ふ
べ
し
。

彼
等
は
彫
琢
し
た
る
巧
句
を
得
べ
し
。
然
れ
ど
も
妖
魅
せ
ら
れ
ざ
る
前
の
巧

句
は
人
工
な
り
、
安
ん
ぞ
神
霊
に
動
か
さ
れ
た
る
天
工
の
奇
句
を
味
出
す
る

事
を
得
ん
や
。
ひ
と
り
、
探
景
の
詩
文
の
み
に
就
き
て
云
ふ
に
あ
ら
ず
。
凡

し
ん

し
ん

て
の
文
章
が
神

に
入

る
と
神
に
入
ら
ざ

る
と
は
、
即
ち
此

の
境
に
あ
り
。
古

い
つ

来

の
大
作
名
著
が

神
に
入
れ
る
は
、
執
れ
神
霊
に
動

か
さ
る

〉
を
待
ち

て
筆

を
握
ら
ざ

る
者

の
あ

る
べ
き
。

一
た
び
妖
魅

せ
ら
る

x
は
、
蓋
し
後
に
澄
清

な

る
識
別
を
得

る
の
始

め
な
る
べ
け
れ
。

透
谷
は
こ
こ
で
、

理
想
的
な

「表
現
」
を
手

に
入
れ

る
の
に
は
、

「神
霊
に

動

か
さ
れ
」

る
こ
と
、
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
反
対
に
、

「迷
宮

に
入
ら

ざ
る
」
も
の

「
妖
魅

を
受

け
ざ

る
」
も

の

「造
化

の
秘
蔵
に
近
か
ざ
る
」
も

の

の

「
表
現
」
を
理
想

的

で
な
い
、
透
谷

の
言
い
方

で
言
え
ば
、

「
天
工
」

で
な

い

「
人
工
」

の
も

の
だ
と
し
て
斥
け
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

「神
霊

に
動

か
さ
れ
」
る
こ
と
と
は
、

「
迷
宮
」
に
入
る
こ
と
、

「
妖
魅
」
を
受
け

る

こ
と
、

「造
化

の
秘
蔵
」

に
近
付
く

こ
と
、
と
言

っ
て
い

い
だ

ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
状
態
に
入
る

「表
現
」
者
を
、透
谷

は

「
入
神
詩
家
」

と
呼
ん

で
い
る
が
、

こ
の
呼

び
か
た
に
透
谷
に
と

っ
て
の
理
想
的
な

「表
現
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
く

出

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
理
想

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「造
化
」

の
神

で
あ
る

「自
然

」
も
し
く
は
創
造

の
神

で
あ
る

「
詩
神

」
と

の

一
体
化
を

理
想
的

「美
」

の
あ
り
か
た
と
す
る
汎
神
論
的
思
考

に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
た
も
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、

の
で
あ
る
と
す
る
の
が
、

〕
般
的

な
解
釈

で
あ

る

だ

ろ

う
。
だ
が

「神
霊
」

「迷
宮
」

「
妖
魅
」

「造
化

の
秘
蔵
」
と

い

っ
た
、
理

想
的

「表
現
」

の
状
態

に
対

す
る
命
名

は
、
汎
神
論
的
な
思
考
に
よ
る

「美
」

の
神

へ
の
命
名
と

い
う

に
は
、
か
な
り
妖
し
げ

で
、
神
秘
的
と

い
う

よ
り
は
生

々
し
い
イ
メ
ー
ジ

で
は

な

い
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
前
半

の

小
鬼
大
鬼
わ
れ
を
囲
め
り
。
然
れ
ど
も
彼
等
は
悉
く
暴
戻
悪
逆
な
る
者

の

み
に
あ
ら
ず
。
悉
く
凶
横
な
る
暴
威
を
逞
う
す
る
者

の
み
な
ら
ず
。
中
に
は

わ
が
枕
頭
に
来

っ
て
幼
稚
な
る
遊
戯
を
な
し
つ
禧
笑
す
る
者
あ
り
。
何
と
な

く
心
重
く
な
り
た
け
れ
ば
夜
具
を
挙
げ
て

一
た
び
払
ふ
に
、
大
鬼
小
鬼
其
影

を
留
め
ず
消
え
失
せ
ぬ
。

暗
寂
の
好
味
将
に
佳
境
に
進
ま
ん
と
す
る
時
、
破
笠
弊
衣
の

一
老
婁
わ
が

前
に
顕
は
れ
ぬ
。
わ
れ
依
ほ
無
言
な
り
.
彼
も
唇
を
結
び
て
物
言
わ
ず
。

彼
は
無
言
に
し
て
我
が
前
を
過
ぎ
ぬ
。
暫
く
し
て
其
形
影
を
見
失
ひ
ぬ
。

と
い
う
よ
う
な
、
小
鬼
大
鬼
が
透
谷
を
取
り
囲
ん
だ
り
、
芭
蕉
ら
し
き
形
影
が

登
場
す
る
場
面
な
ど
も
、
理
想
的

「表
現
」
の
状
態
を
意
味
す
る
透
谷
の

「
入

神
」
状
態
を
描

い
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の

「
入
神
」
の

有
り
様
は
、
こ
れ
を
透
谷
の
実
際
に
体
験
し
た
も
の
と
断
ず
る
研
究
者
が
居
る

ほ
ど
に
、
そ
れ
に
し
て
は
具
体
的
で
生
々
し
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
鬼
大
鬼
や
芭
蕉
を
幻
覚
と
し
て
み
る
透
谷
の

「
入
神
」
体
験
が
実
体

験
な
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
も
、
こ
の
文
章
を
全
体
と
し
て
読
め
ば
、
旅
先

の
体
験
を
描
い
た
紀
行
文
と
い
う
よ
り
理
想
的

「
表
現
」
を
手
に
入
れ
る
方
法

に

つ
い
て
論
じ
た
思
弁
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
性
格

の
文

章

に

何

故
、

こ
の
よ
う
な

具
体
的
入
神
体
験
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
だ
ろ

う
。恐

ら
く
、
こ
こ
に
は
、
透
谷
が
何
か
を
普
遍
的
な
も

の
と
し
て
強
調
す

る
場

合
、
た
と
え
そ
れ
が

一
般
的
な
文
学
表
現

の
方
法
論

で
あ
る
に
せ
よ
、
自
ら

の

体
験
あ

る
い
は
体

験

し
た

の
と

ほ
ぼ
変
わ
ら
な

い
体
験
的
感
覚
と

い

っ
た
も

の

に
裏
打
ち
さ
れ
る

と
い
う
回
路
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い

っ
た
こ
と
が
示

さ
れ

て
い
る
よ
う

に
思

え
る
。
従

っ
て
、

「
入
神
」
と

い
う
理
想
的

「
表
現
」

に
至

る
方
法
上

の
問
題
も
、
透

谷
に
と

っ
て
は
体
験
的
感
覚

に
よ

っ
て
確
証
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
、
と

い
う

こ
と
な

の
だ
ろ
う
。

「神
霊
」
と

い
う
言

い
か
た
、
あ

る
い
は
、
前
半

の

「
入
神
」
体
験
に
お
け

る
小
鬼
大
鬼
な
ど

の
登
場
、
来
訪
神
を
想

わ
せ
る
芭
蕉

の
姿
な
ど
は
、
民
俗
的

な
日
本
的
神

の
イ

メ
ー
ジ
に
ど

こ
か
相
通
じ

る
も

の
が
あ

る
。

そ
れ
は
透
谷
が

無
意
識

の
部
分

で
、
11
本
的
他
界
観
念
も
し
く
は
神
観
念
を
ひ
き
ず

っ
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
透
谷

の
汎
神
的
世
界
が
、
民
衆

の
幻
想
領
域
あ

る
い

は
そ
の
共
同
体
的
意
識
と
ど
こ
か
で
通
底
し
て
い
る

こ
と
を
窺

わ
せ
る
。

こ
の

こ
と
は
、
透
谷
が
白

ら
の
形
而
上

の
観
念
を
比
喩
的

に
語

る
際
に
ど
う

し
て
も

影
響
を
与

え
ず
に

は
お
か
な
い
と

い
う
意
味

で
興
味
深

い
の
で
あ

る
が
、

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
透

谷
が
外
界
と
対
立
さ
せ
る
内
界

の
性
質

、
さ
ら
に
は
、

「内

部
生
命
」

の
概
念

規
定

に
ま
で
お
よ
ぶ
問
題
な

の
で
別

の
機
会
に
論

じ
て
み
た

い

。さ
て
、
本
来
透

谷
が

こ
の
文
章

で
言
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
、
神

秘
的
な
感
覚
を

よ
り
所

に
し
た
抽
象
酌
な
理
念

に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

っ
て
、
あ

る
具
体

性
を
帯
び

た
体
験
的
感
覚

を
必
要
と
す

る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、

ど
ん
な
に

一
般
的

化
さ
れ
た
理
念

で
あ

っ
て
も
、
そ
の
理
念
を
自

己
を
通
し
て

語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
き
、
そ
の
理
念
と
自

己
と

の
関
係
が
リ
ア
ル
な
も
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北村透谷の文体

の
と
し
て
納
得
さ
れ
な

い
限
り
、
そ
の
理
念

を

一
般
的

な
も

の
と
し
て
語
れ
な

い
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ

の
理
念
を
断
念
す

る
か
、
も
し
く
は
、
自
己

の

体
験
的
感
覚

の
な
か

で
そ
の
理
念

を
検
証
す
る
と

い
う

手
続

き
を
踏
む
以
外
に

は
な
い
。
無
論
、

一
般
的

な
理
念

は
、
誰

で
も

一
般
的

な
位
置

か
ら
語
れ
る
も

の
で
あ

る
限
り
に
お

い
て

一
般
的

で
あ

る
と
い
う

こ
と
な

の
で
あ

る
か
ら
、
断

念

も
自
己
に
関
係
づ
け
る
手
続
き
も
、
そ

の
理
念
に
と

っ
て
は
余
分
な
こ
と

で

し
か
な
い
の
だ
が
、
あ
え
て
そ

の
余
分
な

こ
と
に

こ
だ

わ
る
の
は
、
た
ぶ
ん
、

理
念

の

一
般
性

そ
の
も

の
に
た

い
す

る
不
信
が
あ
る
か
ら
だ
。
透
谷

の
場
合
、

こ
の
不
信
は
、
た
ぶ
ん
個
人
的
な
も

の
で
な
く
、
明
治

と

い
う
近
代

の
時
代
性

の
問
題
か
、
日
本
と

い
う
風
土
と
社
会
性

の
問
題
と
し

て
現

れ
た
。

つ
ま
り
、
透
谷
は
、
汎
神
的
な
美

の
体
験

と
い
う
普

遍
的

に
語
ら
れ
る
べ
き

命
題
を
、
己

の

「
入
神
」
体
験
に
よ

っ
て
語
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
不
信

を
補
え

な

い
と
感
じ
て
い
た
か
、
も

し
く
は
、
語
り
だ
せ
な
か

っ
た

の
だ
。
言

い
換
え

れ
ば
、

こ
の
文
章

の
前
半

の

「
入
神
」
体
験

の
記
述

は
、
透

谷
が
理
想
的

「表

現
」
を
語

る
た
め
の
、
切
実
な
き

っ
か
け
、
も

し
く
は
動
機

と
い

っ
た
も

の
に

あ
た
る
の
で
あ
る
。

二

 

「
入
神
」
体
験
は

「我
」
を
失

わ
せ
る
。
と
す
れ
ば

、

「我
」

の
自
覚
に
よ

る

「
表
現
」

に
と

っ
て

「
入
神
」
体
験
は
矛
盾
な

の
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

透
谷

は
同
じ
文
章

の
な
か
で
次

の
よ
う
に
述

べ
る
。

わ
れ
常
に
謂

へ
ら
く
、
絶
大
の
景
色
は
文
字
を
殺
す
も
の
と
な
り
。
然
る

に
わ
れ
新
に
悟
る
と
こ
ろ
あ
り
、
即
ち
絶
大

の
景
色
は
独
り
文
字
を
殺
す
の

み
に
あ
ら
ず
し
て
、

「
我
」
を
没
入
す
る
者
な
る
事
な
り
。

…
…
而
し
て
我

も
凡

て
の
物
も

一
に
帰

し
、
広
大

な
る

一
が
凡

て
を
占
領

す
。
無
差
別
と
な

り
、
虚
無

と
な
り
、
模
糊

と
し

て
踪
跡
す
べ
か
ら
ざ

る
者

と
な
る
な
り
。

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な

「無
差
別
」

「虚
無
」

「模
糊
」
と
し
た
状
態
に
入

れ
ば
、
「詩

人
は
斯

る
境
界
に
あ

っ
て
、
句
な
き
を
甘

ん
ず

べ
し
。
」
と
言
う

の

で
あ

る
。

こ
の
論
理

は
、
芭
蕉
が
松
島

で

一
句
も
詠
め
な
か

っ
た

こ
と
を
踏
ま

え
て
い
る
。
芭
蕉
が

一
句
も
詠

め
な
か

っ
た
理
由
を
、
透
谷
は
以
上

の
よ
う
に

普
遍
的
な

「表
現
」

の
問
題
に
ま
で
広
げ

て
解
釈

し
た
わ
け

で
あ

る
。
が
、
芭

蕉

の
故
事
を

こ
の
よ
う

に
普
遍
化

し
て
語

っ
て
し
ま
う
と
き
、
当
然
、

そ
こ
に

現
れ
て
く
る
矛
盾
に

つ
い
て
ま
で
は
、
透
谷
は
語
ろ
う
と
し
な
い
。
そ
の
矛
盾

と
は
、
透
谷

の
論
理

を
展
開
し
て
語
れ
ば
、

「入
神

」
体
験
と
い
う

「表
現
」

に
と

っ
て
の
理
想
的

状
態
は

「
表
現
」
を

殺
す
こ
と
に
結
果
す
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
無
論
、
先

に

「
一
た
び
妖
魅

せ
ら
る
る
は
、
蓋
し
後

に
澄
清

な
る
識

別
を
得

る
の
を
始
め

る
べ
け
れ
。
」
と
い
う
よ
う
に
書

い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ

れ
は
、
お

の
ず
と
後

に
良

い

「
表
現
」
を
得

る
は
ず
だ
と

い
う
理
解
が
透
谷

の

・
な
か
に
あ
る

の
だ
ろ

う
。
が
、

「蓋

し
後
に
」
と
は
す
で
に
理
想
的

で
は
な

い

状
態

で
あ
る
。
透
谷

は
こ
こ
で
、

一
つ
の
認
識
を
手
に
入
れ
る
入
れ
な
い
と

い

う
問
題
を
扱

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
状
態

に
入
れ
る
か
ど
う
か
と

い

う
問
題
に

つ
い
て
語

っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、

「
蓋
し
後
に
」
と
は
、
楽

観
的

に
過
ぎ

る
論
理

の
展
開

の
仕

方
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

実

は
、
二
葉
亭

四
迷
も
同

じ
よ
う
な
論
理
を
展
開

し
て
い
な
が
ら
正
反
対

の

こ
と
を
言

っ
て
い
る
。
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ど
う
し

て
も
書
き
な
が
ら
実
感
が
起

こ
ら

ぬ
か
ら
真
剣

に
な
れ
な
い
。
古

い

説
か
も
知

ら
ん
が
私

の
知

っ
て
い
る
限
り
じ
ゃ
、
今

迄

の
美

学
者
も
実
感
を

芸
術

の
真
髄

と
せ
ず
、
空
想
が
既
ち
本
態

で
あ
る
と

し
て
い
る
。

こ
の
空
想

と
は
、
例

の
賊
に
追

は
れ
た

こ
と
を
後

か
ら
追
懐
す

る
奴
な
ん
だ
。
さ
う
す

る
と
小
説
は
第

二
義

の
も

の
で
、
第

一
義

の
も

の
じ

ゃ
な
く
な

っ
て
来

る
。

(私
は
懐
疑
派
だ
)

二
葉

亭

は
、

「
表
現
」

の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、

「
賊
」
に
追
わ
れ
て
い
る

最

中

の
こ
と
と
、
後
か
ら
追
懐
す
る
こ
と
と
は
違

っ
て
く

る
と
述

べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「賊
」
に
追

わ
れ

て
い
る
最
中
と
は
、
透
谷

の
言
う

「
入
神
」
状
態

を
意
味
す

る
だ
ろ
う
。

が
、

二
葉
亭

は
、

そ
の
状
態

を

対
象
化
す

る
た
め
に

は
、
後
か
ら
追
懐
す

る
こ
と
だ
と
述

べ
、
そ
れ
が
空
想

だ
と
言
う

の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
空
想

に
は
必
然
的

に
実
感
が
失
わ
れ
る
。
二
葉
亭

の
言

い
か
た
で
言

え
ば

「真
剣
勝

負
ぢ
ゃ
な

い
」

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
自

分

に
は
小
説
が
書
け
な

く
な

っ
た
と
二
葉
亭

は
言
う

の
だ
が
、

こ
の

「表
現
」

へ
の
態
度

は
透
谷
と
正

反
対

の
も

の
で
あ
る
。
確

か
に
、

「賊
」
に
追

わ
れ

て
い
る
最
中

、
あ
る

い
は

「
入
神
」
状
態
に
あ
る
と
き
に
は
書

く

こ
と
は
不
可
能

な
の
だ
が
、
そ

の
状
態

を
、
実
感
あ

る
い
は

「
真
剣
勝
負
」
と
い
う
心
理
的
な
問
題
と
し

て
と

る
か
、

理
想
的
な
も

の
と
し
て

つ
ま
り
価
値

の
問
題
と
し
て
と

る
か
の
違

い
が
両
者

に

は
あ

る
だ
ろ
う
。
従

っ
て
、
そ

の
状

態
を
後

か
ら

「
表

現
」
す

る
こ
と

は
、
二

葉

亭
に
と

っ
て
は
困
難

な
も

の
と
し
て
現

れ
る
の
で
あ

り
、
透
谷
に
と

っ
て
は

お
の
ず
と

「表
現
」
出
来

る
も

の
と
し

て
成
立
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

実

は
、
ご
葉

亭

の
こ
の
文
は
、
拙
稿

「北
村
透
谷

の
表
現
意
識
ー
作
品

へ
の

異
和
ー
」

(明
大

目
本
文
学

11
号
)

の
冒
頭

に
引
用

し
た
も

の
で
あ
る
。
そ

こ

で
、

わ
た
し
は

「
二
葉
亭

は
、

『書
き
な
が
ら
実
感
が

起

こ
ら
ぬ
か
ら
真
剣
に

な
れ
な

い
』
と
言

っ
て
い
る
が
そ
れ
は
、
書
く
と
い
う

こ
と
が

二
葉
亭

の
な
か

に
潜
在

す
る
豊
窟

な
表
現

へ
の
動
機
を
引

き
出
す

こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
い

る
と
い
う

こ
と
に
、

気
付

い
た

こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。」

と
述

べ
た
。

つ

ま
り
、
二
葉
亭
が
理
屈

っ
ぽ
く
語

っ
た

こ
の

「
表
現
」
が
抱
え

る
矛
盾

の
記
述

は
、
芭
蕉
が
松
島

で

「表
現
」

で
き
な
か

っ
た
と

い
う

の
は
全
く
違

っ
て
、
動

機

と
い
う
も

の
が

な
け
れ
ば

「表
現
」
は
困
難

で
あ
る
と

い
う
、
近
代
に
お
い

て
恐
ら
く
は
成
立

し
た

「表
現
」

の
宿
命

に
対
す

る
記
述

で
あ

る
よ
う
に
思

え

る

の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
透
谷

は
、
動
機

と
い
う
も

の
に
煩

わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た

の

か
。

い
や
そ
う

で
は
な
い
。
透
谷
は
あ
り
余
る
動
機

を
抱
え
て
い
た

の
で
、

こ

の

「松
島
に
於

て
芭
蕉
翁
を
読

む
」

の
文
章

で
は
、
動
機

の
喪
失
と

い
う

こ
と

に
煩

わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
だ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
豊
富
な
動
機

が
、
「
表
現
」

と
い
う
問
題
に
と

っ
て
二
葉
亭

の
よ
う
に
懐
疑
的

に
な
ら
ず
に
、

楽
天
的
に
し
て
い

る
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
す

で
に
述

べ
た
よ
う
に
、

こ
の

文
章

の
前
半

の

「
入
神
」
体

験

の
記
述

は
、
そ

の
あ
り
余

る
動
機
を
、
「表
現
」

と
し
て
現
実
化

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
、
動
機

と
い
う
も
の
に
対
す

る
透
谷

の

切
実

な
態
度
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

 

一
八
九
二
年

(明
治
二
五
年
)
七
月
、
透
谷
は
追
憶
の
土
地
川
口
村
に
遊
行

し
、
侠
客
で
あ
り
粋
人
で
あ
る
秋
山
国
三
郎
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
。
大
阪
事

件
で
入
獄
し
て
大
矢
正
夫
が
半
年
前
に
出
獄
し
て
お
り
、
大
矢
と
同
遊
す
る
目

的
で
あ

っ
た
。
こ
の
体
験
を
書
い
た
の
が

「
三
口
幻
境
」
で
あ
る
。

透
谷
が

「楚
囚
の
詩
」
を
発
表
し
た

一
八
八
九
年

(明
治
二
二
年
)
以
来
、

透
谷
は
旺
盛
に
詩
や
評
論
を
書
き
続
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
年
代
順
に
読
み
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北村透谷の文体

始
め
る
と
、
そ

の
い
ず
れ
も
体
熱

を
帯
び
た
よ
う
な
、

そ
れ

こ
そ
切
実

な
文
体

に
次
第

に
息
苦

し
く
な

っ
て
き

て
、

こ
の

「
三
日
幻
境

」
ま

で
き
て
、
正
直
言

っ
て
ほ

っ
と
す

る
の
で
あ

る
。

そ
の
よ
う

に
、

「
三
11
幻
境
」
は

一
種

の
安
堵

感
を
与

え
る
文
体

な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
透
谷

の
安
堵
感

が

こ
ち
ら
に
伝

わ

っ
て
く
る
か
ら
だ
と
言

っ
て
も

い
い
の
で
は
な

い
か

と
思
う
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
の
時
期

の
透
谷

の
生
活
や
心
理
状

態

の
こ
と
を
言

っ
て
る

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
表
現
意
識

の
問
題
と
し
て
言

っ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
、

こ
の
文
章
が
、
過
去

の
追
憶

と
い
う
性
格

の
も

の
で
あ

る
こ
と
に
、
透
谷

の
安

堵
感

は
由
来
す

る
の
だ
ろ
う
が
、
そ

の
よ
う
な
場
合
、

ど
ん
な
文
体
を
選
択
す

る
か
と
し
た
と
き
に
、
透
谷

の
表
現
意
識
が
介
在

し
て
く
る
。
文
章
を
読
む
側

の
安
堵
感
は
、

こ
の
透
谷

の
表
現
意
識
に
由
来
す
る
の

で
あ
る
。

透
谷
に
と

っ
て
、

「
三
目
幻
境
」

で
振

り
返

ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
過
去

と

は
、
普

通

の
過
去

で
は
な
い
。
政
治
か
ら
逃
亡
し
た
と

い
う
痛
み
、
義
友
を
失

っ
た
と
い
う
痛

み
そ

の
も

の
で
あ
る
。
か

っ
て
、
透
谷

は
、
そ
の
痛

み
を
次

の

よ
う
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

生
の

一
生
は
名
誉
と
功
業
を
な
ら
ん
と
思
ふ
の
心
に
て
固
ま
り
た
り
、
此

心
を
外
に
せ
ば
生
の
魂
は
無

一
物
な
り
、
生
の
脳
髄
は
死
物
に
ひ
と
し
、
発

狂
す
る
か
白
痴
に
な
る
か
の
二
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
此
心
に
離
れ
て
安
穏

な
る
生
活
を
過
ご
す
事
を
得
ざ
る
べ
し
、
生
は
既
に
名
誉
を
得
功
業
を
成
す

の
は
機
会
を
失

へ
り
、
今
や
其
道
絶
え
て
無
し
、
是
れ
を
之
れ
我
生
の
大
敗

軍
し
云
は
ず
し
て
何
ぞ
や
、
会
を
失

へ
り
、
今
や
其
道
絶
え
て
無
し
、
是
れ

を
之
れ
我
生
の
大
敗
軍
と
云
は
ず
し
て
何
ぞ
や
、

(
一
八
八
七
、
八

父
快
蔵
宛
書
簡
)

彼
等
壮
士

の
輩
何
を
か
成
さ
ん
と
す

る
、
余
は
既

に
彼
等

の
放
縦

に
し
て

共

に
計

る
に
足
ら

ざ
る
を
知

り
、
悦
然
と
し
て
自

ら
其
群

を
逃
れ
た
り
、
彼

等

の
暴
を
制

せ
ん

と
す

る
の
は
好
し
、
然

れ
ど
も
暴

を
以

て
暴
を
制

せ
ん
と

す
る

の
は
、
之
れ
果

し
て
何
事

ぞ
、
暴
を
撃

つ
が
為
に
は
兵
器
も
提
げ

て
起

こ
る
可
し
、
然

れ

ど
も
其
兵
器

は
暴

の
剣
な
る
可
か
ら
ず
、
須
ら
く
真
理

の

槍

な
る
可
き
な

り
、
真
理
を
以
て
戦

ふ
可
し
、
剣
と
槍
と
を
以
て
戦

ふ
可
か

ら
ず
、
独

り
吾
等

の
腕
を
以
て
戦

ふ
は
非
な
り
将
さ
に
神

の
力
を
借

り
て
戦

は
ざ
る
可
か
ら
ず

、

(
一
八
八
八
、

一

石
坂
ミ
ナ
宛
書
簡
)

い
ず
れ
も
、
透
谷
自
身

へ
の
断
罪

の
念

に
よ

っ
て
書
よ
れ
て
い
る
文
章

で
あ

る
こ
と
が

一
目

で
分

か
る
だ
ろ
う
。
前
者

は
、
自

己
を
責

め
る
こ
と
に
よ

っ
て

痛

み
を
緩
和
さ
せ

よ
う
と
す
る
悲
痛
な
文
章

で
あ
る
。
後
者

は

「神

の
力
」
と

い
う
価
値

に
よ

っ
て
過
去

を
論
理
づ
け
よ
う
と

し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
キ
リ

ス
ト
教

の
理
念
に

よ

っ
て
政
治
上

の
挫
折
を
総
括
し
た
と
考

え
る
よ
り
は
、
む

し
ろ
、
キ
リ

ス
ト
教

と
い
う
絶
対
的
価
値
基
準

に
依
拠
す

る
し
か
、
自

ら
の
過

去

を
直
視

で
き
な

か

っ
た
余
裕

の
な
さ
が
現
れ
と
い
る
と
と

っ
た
ほ
う
が

い
い

だ
ろ
う
。
両
者
と
も

透
谷
が
過
去
を
振
り
返
る
と
い
う

こ
と

の
普
通

で
な
い
こ

と
を
よ
く
示
し
て

い
る
。
四
年
た

っ
て
、
透
谷
は

「
三
日
幻
境
」

の
な
か
で
次

の
よ
う
に
過
去
を

振
り
返

る
。

こ
の
過
去

の
七
年
、
我
が
為

に
は

一
種

の
牢
獄
に
て
あ
り
し
な
り
。
我
は

友

を
持

つ
こ
と
多
か
ら
ざ
り
し
に
、
そ

の
友

は
国
事

の
罪
を
も

っ
て
我
を
離

こ

け
い

れ
、
我
も
亦
た
孤
勢
為
す
と
こ
ろ
を
失
ひ
て
、
浮
世
の
迷
港
に
踏
み
迷
ひ
け

り
。
大
俗
の
大
雅
に
讐
ぶ
べ
き
や
否
や
は
知
ら
ね
ど
、
我
は
憤
慨
の
あ
ま
り

に
書
を
売
り
筆
を
折
り
て
、
大
俗
を
も

っ
て

一
生
送
ら
ん
と
思
ひ
定
め
た
り
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し
事
あ
り

一
転
し
て
再
び
大
雅
を
修
め
ん
と
し
た
る
時

に
、
産
破

れ
、
家
廃

れ
て
、
我
が
痩
腕
を
も

て
活
計

の
道

に
奔
走
す
る

の
止
む
を
得

ざ
る
に
至
り

し
事
も
あ
り
。
我
が
頑
骨
を
愛

し
て
我
が
犠
牲

と
な

り
し
者

の
為

に
、
半
知

己
の
友

人
を
過
ち
た
り
し
事
も
あ
り
、
修
道

の

一
念
甚

だ
危
吹
く
、
あ

は
や

餓
鬼
道

に
迷

ひ
入
ら
ん
と
せ
し
事

も
あ
り
、
天
地

の
間

に
生
れ
た
る
こ
の
身

を
誹
り
て
、
自
殺

を
企

て
た
事
も
幾

回
な

り
し
か
、

是
等

の
事
、
今
や
我
が

唇
頭
を
洩
れ

て
、

こ
の
老
知

己
に
対
す

る
臓
悔

と
な

り
、
刻
の
う

つ
る
の
も

知
ら
で
語
り
き
。

こ
こ
で
は
、
透
谷

は
、
す
で
に
、
自
分
を
断
罪
す

る
と
か
、
何
か
の
理
念
に

よ

っ
て
過
去
を
変
え

て
し
ま
う
な
ど
と
は
し

て
い
な

い
。
素
直

に
、
と
言

っ
て

い
い
く

ら
い
過
去
を
述
懐

し
て
い
る
。

し
か
も
そ
の
過
去

は
、
こ
れ
だ
け
よ
く

ま
あ
暗

い
体
験

を
集
め
た
と
思
う
く
ら
い
の
断
罪
す

べ
き
過
去

で
あ

る
。

こ
の

よ
う
に
省
み

る
こ
と
の
出
来

る
の
は
、
当
然

、
現
在

が
過
去
と
は
違
う
と
い
う

思

い
が
あ

る
か
ら
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
余
裕

が
出

て
き
た
と

い
う

こ

と
な

の
だ
ろ
う
が
、
問
題

は
、
何
故
、

こ
ん
な
風
に

「
表
現
」

し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
だ
。
読

み
手

の
側

の
感
覚

を
大
事
に
し
て
言
え
ば
、

何
故
、
こ
こ
で
ほ

っ
と
す
る
よ
う
な
文
章
を
透
谷
は
書
く
気

に
な

っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
安
堵
感

を
与
え
る
過
去

の
述
懐

の
仕
方
に
対
応

す

る
か

の

よ

う

に
、

「
三
目
幻
境
」

の
文
体
も
ま
た
、
安
定
し
て
、
落

ち
着

い
た
も

の
で
あ
る
。

せ
う
げ
う

浮
世

に
背
き
微
志
を
蓄

へ
て
よ
り
、
世
路
酷

だ
蛸

嶋
、
烈

々
た
る
炎
暑

、

凄

々
た
る
終

日
、

い
つ
は

つ
べ
し
と
も
知
ら
ぬ
旅
路

の
空
を
う
ち
眺

め
て
、

屡
、
正
直
男
と
共

に
故
郷

な

つ
か

し
く
袖
を
涙

に
ひ
ぢ
し
こ
と
あ
り
。

こ
ん
な
調
子
で
続
く
文
体
を
評
し
て
、
透
谷
の
文
学
意
識
に

「超
俗
瓢
逸

の

注
2

趣
味
」
と

い

っ
た
伝
統
的
な
文
学
観
あ
る
と
す
る
研
究
者
も

い
る
が
、確
か
に
、

こ
の
よ
う
な
文
体

は
、
伝
統
的
な
表
現
意
識

に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考

え
て
も

い
い
。

つ
ま
り
、

こ
の
文
体

に
は
、
己
の
複
雑

な
思

い
を
何
と
か

「表

現
」
に
載
せ
な
け

れ
ば
と
す

る
、
あ
せ
り
や
性
急
さ
と
い

っ
た
も

の
が

み
ら
れ

な

い
し
、
透
谷

の
言
葉

で
言

え
ば
、

「入
神
」
状
態

に
な

っ
て
、
文
宇
を
殺
す

よ
う
な

こ
と
が
起

こ
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
透
谷

の
内
部

に
醸
成

さ
れ
た
表
現
意
識

で
は
な
く
て
、

一
般
的
、
伝
統
的

な
表
現

の
意
識

に
よ

っ
て

い
る
か
ら
だ
と
考

え
れ
ば
理
解
し
や
す

い
だ
ろ
う
。

読
み
手
が
息
苦

し
く
な

っ
て
い
く
よ
う
な
文
体

、
北
川
透

の
言

い
方

で
言
え

注
3

ば
、

「仮
構
性
」

を
も

っ
た
文
体

を
こ
こ
で
持
た
な
い
の
は
、
透
谷
が
伝
統

に

向

い
た
と

い
う
よ
り
、
透
谷
が
、
現
在
を
す

で
に
不
安
に
す

る
こ
と
は
な
く
な

っ
て
い
る
透
谷
自

身

の
過
去

に
向

い
た
か
ら
で
あ
る
。
透

谷
も
自
分

の
文
体
が

作
り
出
す
現
実

に
息
苦

し
く
な
り
、
息
抜

き
を
必
要
と

し
た
と

い
う

こ
と
は
考

え
ら
れ
る
。

そ
う

で
あ
る
と

し
た
時
、
透
谷
は
、
現
在

の
透
谷
と

い
う
場
所

に

根
拠
を
置
く

「
表
現

」
の
動
機

に
依
拠
す

る
必
要

は
な
く
、
そ
れ

こ
そ

「瓢
逸

の
趣
味
」
を
満
た

す
既
製

の
文
体

に
依
拠
す
れ
ば

よ
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期

に
、

つ
ま
り
、
動
機
を

一
杯
に
膨

ら
ま
せ
た
文
章
を
書

い
て
い
た

時
期

に
、

こ
の
よ
う
な
動
機

の
抜
け
落
ち
た
文
章
が
書

け
る
と

い
う

こ
と
は
、

透

谷
の
表
現
意
識

に
余
裕
が
出

て
き
た
と
も
言

え
る
が
、
逆

の
見
方
を
す
れ
ば
、

透

谷
の

「表
現
」
が

そ
れ
だ
け
揺
れ
動

い
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
出
来

よ
う
。
と
い
う

の
も

、

「
三
口
幻
境
」
を
書

い
た
後

一
月
程

し
て
透

谷
は
そ
れ

こ
そ
動
機

そ
の
も

の
を
描

い
た
と
思

わ
れ

る
よ
う
な

「各
人
心
宮
内

の
秘
宮
」

と
い
う
文
章
を
書

い
て
い
る
か
ら

で
あ

る
。
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四

「
各
人
心
宮

内

の
秘
宮

」

(
一
九

八
二
、
九
月
)
は

、
そ
れ
ま
で
、
何
か
を

論

じ
る
た
め
に
書

か
ざ

る
を
得
な
か

っ
た

「表
現
」

の
動
機
を
、
透
谷
が
初

め

て
正
面
に
す

え
て
論

じ
た
も

の
で
あ

る
と
い
う
意
味

で
、
画
期
的

な
文
章

と
言

っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
透
谷
は
冒
頭
か
ら
性
急

に
何
故

こ
の
文
章
が
書
か
れ
な

け
れ
ば

い
け
な

い
の
か
を
語
り
出
す
。

各
人

は
自

ら
己

の
生
涯
を
説
明
せ
ん
と
て
、
行
為
言

動
を
示
す
も

の
な
り
、

而
し
て
今

日
に
至

る
ま
で
真
に
自

己
を
説
明

し
得

た

る
も

の
、
果
し

て
幾
個

か
あ
る
。
或
は
自
己
を
隠
匿
し
、
或
は
自

己
を
吹
聴

し
、
又
た
自
ら
を
誇
示

す
る
も

の
あ
れ
ば
、
自

ら
を
退
譲
す

る
も

の
あ
り
、

要
す
る
に
真
に
自
己

の

生
涯
を
説
明
す

る
も

の
は
少
な
き
な
り
。

略

人
生

は
ま

こ
と
に
説
明

し
得

べ
か
ら
ざ
る
も

の
な
る
か
。
好

し
去

ら
ば
、
人

生

は
暗
黒

な
る
雲
霧

の
中
に
埋
却
す

べ
き
も

の
と
せ
ん
か
。
何
物

と
は
知
ら

ず
吾
人

の
中

に
、
斯
く
す

る
を
否

む
も

の
あ

る
に
似

た
り
。

各
人
が
己

の
生
涯
を
説
明
出
来

な
い
の
は
、
不
正
直

だ
か
ら
で
は
な
く
、
人

間

の
生
涯
が

「甚

深
甚
幽
」
だ
か
ら
で
あ
る
か
ら
だ
が

、
し
か
し
、

そ
れ
を
説

明

で
き
な
け

れ
ば
人
生

は

「暗
黒
」
に
な
る
、

と
透
谷

は
言
う
。

そ

し

て
、

「
何
物
と
は
知
ら
ず
吾
人

の
中

に
、
斯

く
す

る
を
否
む

も
の
あ

る
に
似
た
り
」

と
語

る
と
き
、
透
谷
は
、
自
分
が
説
明
し
な
け
れ
ば
と

い
う
気
負

い
を
語

っ
て

い
る
と

い
う

よ
り
、

「
何
物
と
は
知
ら
」

ぬ
動
機
を
素
直

に
語

っ
て
い
る
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
初

め
て
、
「表

現
」

の
動
機

は

「
何
物
と
は
知
ら
」
ぬ
も

の
と

し
て
、

透
谷

に
よ

っ
て
見

据
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
が
画
期
的

な
の

は
、
そ

の
作
業

が
、
内
面
を
映
像
化

し
て
い
く
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
比
喩
的
な

文
体

の
中
に
、
あ

る
程
度

の
形
而
上
的
深
み

へ
と
向

い
た
内
容
を
創

り
出
し
た

こ
と
に
あ
る
。

「松
島

に
於
て
芭
蕉
翁

を
読
む
」
で
は
、

「表
現
」
に
と

っ
て
の
理
想
を
、

「
入
神
」
状
態

つ
ま
り

「我
」

の
境
地

を
超
え
た
存
在
と

の

「
冥
交
」
と
し
て

捉
え
た
が
、
そ

の
時

の
、

「
我
」
を
超

え
た
境
地

に
至

る
方
法
を
、
透
谷
は
、

透
谷
と
い
う

「我

」
に
か
か
わ
る
主
体

の
問
題
と
し
て
示
し
て
は
い
な

い
。
そ

の
時

の

「
我
」

は
概
念

と
し
て
の

「
我
」

で
あ

っ
て
、
透
谷

は

一
表
現
」
に
と

つ
て
理
想
を

一
般

化
し
う
る
問
題
と
し
て
語

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

む
し
ろ
、

そ
こ
で
の
主
体

の
問
題
は
、
自

ら
の

「
入
神
」
体
験
感
覚

と
い

っ
た
も

の
を
劇

的
に
映
像
化
し
た

、
小
鬼
大
鬼

に
囲
ま
れ
る
場
面
な
ど

の
文
章
と
、

「表
現
」

の
理
想
を

一
般
的

に
説

い
た
文
章
と

の
位
相
的
な
差

の
中

に
解
消
さ
れ
て
い
る

と
言
う

こ
と
が
出
来

よ
う
。

こ
の
こ
と
を
逆
に
考
え
れ
ば
、

「松
島
に
於

て
…

…
」

で
は
、
透
谷

が

「
表
現
」

に
と

っ
て
の
理
想
を
自
己
の
主
体

の
問
題
に
か

か
わ
ら
せ
な
か

っ
た
た
め
に
、
言

い
換

え
れ
ば
、
動
機
を
正
面
に
据
え
な
か
た

た
め
に
、
小
鬼
や
大
鬼

の
場
面

の
よ
う
な
そ
れ
自
身
動
機
を
語
る
わ
け
で
は
な

い
文
章
を
、
動
機

そ
の
も

の
と
し
て
描

か
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

が
、

「各
人
心
宮
内

の
秘
宮
」
で
は
、

「我
」
に
と

っ
て
の
主
体

の
問
題
す

な
わ
ち

「
生
き
方

の
問
題
」
を
正
面
に
据

え
て
語

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
何
か

を
語

る
た
め
に
動

機
を
語
ら
ざ

る
を
得
な

い
の
で
は
な
く

て
、

こ
の
文
章

の
主

題

そ
の
も

の
が
動

機
を
語
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ

の
結

果
、
透

谷
の
文
体
が

持

っ
て
い
た
映
像

力

は
や
や
鮮

明
さ
を
失

っ
て
、
透
谷
に
と

っ
て
の

「表
現
」

の
理
想

を
求
心
的

な

モ
デ

ル
へ
と
構
造
化
す

る
よ
う

に
そ
の
性
格

を
や
や
変
え
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、

て
き

て
い
る
。
例
え
ば
、

こ
ん
な
風
に
で
あ
る
。

心
に
宮
あ
り
、
宮

の
奥
に
他

の
秘
宮
あ
り
、
そ
の
第

一
の
宮
に
は
人
の
来

り
観
る
事
を
許
せ
ど
も
、
そ
の
秘
宮
に
は
各
人
之
に
搬
し
て
容
易
に
人
を
近

し
め
ず
、
そ
の
第

一
の
宮
に
於
て
人
は
其
処
世
の
道
を
講
じ
、
其
希
望
、
其

生
命
の
表
白
を
な
せ
ど
、
第
二
の
秘
宮
は
常
に
沈
冥
に
し
て
無
言
、
蓋
世
の

大
詩
人
を
も
之
に
突
入
す
る
を
得
せ
し
め
ず
。

透

谷
の
理
想

は
当
然

「
第

二
の
秘
肯
」
に
あ

る
が
、
こ
こ
で
重
要
な

こ
と
は
、

透
谷

は
、
単

に

「第

二
の
秘
宮
」
を
分
か
り
易
く
比
較

し
て
説
明

す

る

為

に

「第

一
の
宮
」
を
説
明
し
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
と
い
う

こ
と
だ
。

「
第

一
」

「第

二
」
と

い
う
呼

び
か
た
が
示
す
通

り
、
明
ら
か
に

、

「第

】
」
を
経

る

こ

と
に
よ

っ
て

「第

二
」

に
到
達

で
き
る
と
い
う
道
筋
が
前
提

に
さ
れ
て
い
る

の

で
あ

る
。

「第

一
の
心
宮

」
は
い
わ
ゆ
る

「内

面
」
と
考

え
て

い
い
。
「第

二
の
秘
宮
」

は
、

「
松
島
に
於

て
…
…
」

で
述

べ
た
、
自
然
神
あ
る

い
は
創
造
神
と

の
A
旦

を
意
味
す

る
よ
う
な

「
入
神
」
状
態

の
こ
と
と
考
え
て

い
い
だ
ろ
う
。
以
上

の

こ
と
は
、
次

の
よ
う
な
文
が
あ

る
こ
と
に
よ

っ
て
理
解

で
き

る
。

俗
人
は
心
の
第

一
宮
に
於
い
て
之
を

(誰
で
も
が
ひ
そ
か
に
持

つ
秘
密
の

こ
と
…
…
引
用
者
注
)
蓋
は
ん
事
を
計
策
す
、
故
に
巧
を
弄
し
て
自
ら
隠
匿

す
る
と
こ
ろ
あ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
至
人
は
之
を
第
二
の
心
宮
に
暴
露
し
て

人

の
縦
に
見
る
に
任
す
、
之
を
被
ふ
に
あ
ら
ず
、
之
を
示
す
に
あ
ら
ず
、
其

の
天
真
の
燗
漫
た
る
や
、
何
人
を
れ
何
者
も
敵
と
せ
ず
味
方
と
せ
ず
、
わ
が

秘
密
を
も
秘
密
と
す
る
念
は
あ
ら
ざ
る
な
り
、
然
り
、
斯
か
る
至
人
の
域
に

進

み
て
後
始
め

て
、
そ

の
秘
密
も
秘
密

の
質
を
変

じ
、
そ
の
悪
業
も
悪
業

の

質
を
失

ひ
、
繊

悔

の
時

を
過
ぎ
、
憂
苦

の
境
を
転

じ
、
殺
人
強
盗

の
大
罪
も

其
業
を
絶
ち

て
、

一
面

の
白
屋
、
只
自
然

の
美
あ

る
の
み
、
真
あ

る
の
み
。

「第

一
宮
」

で
述

べ
ら
れ

る
よ
う
な
秘
密
を
心
に
隠
し
持

つ
こ
と
と
は
、
実

は
、
そ
の
よ
う
な

罪
障
感
に
よ

っ
て
小
説
を
書
き
続
け
た
n
本

の
私
小
説
作
家

の
依
拠
す

る
場
所

を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
も
、

こ
の

「第

一

注
4

宮
」
と
は
近
代
に

な

っ
て
創
出
さ
れ
る

「内

面
」
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

「第

二

の
心
宮
」

で
は
、

そ

こ
を
秘
密
を
告
自

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始

め
て
得

ら
れ

る

宗
教
的
な
救
済

の
境
地

の
よ
う
に
描
き
な
が
ら
、
そ

の
境
地
を

「
一
面
の
白
屋
」

「自
然

の
美
」
と
強
引
に
持

っ
て
い
く
と

こ
ろ
に
、
透
谷

の
免
れ
ら
れ
な

い
理

想

の
イ
メ
ー
ジ
と

い
う
も

の
が
逆
に
出

て
い
る
。

こ
の

二

面

の
白
屋
」

「自

然

の
美

」
は
、
「松

島

に
於

て
…
…
」

で
展
開

し
た
、
文
字

を
殺
し
、
「
我
」
を

没
入
す
る

「
入
神

詩
家
」

の
境
地

で
あ

る
と
言

っ
て

い
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
透
谷
は
、

「表
現

に
と

っ
て
の
理
想
を
、

「
入
神
」
と

い
う
よ
う
な

あ

る
別

の
次
元
を

獲
得

す
る
課
題
と
し
て
語

る
の
で
は
な
く
て
、

「
内
面
」
を

経

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も

の
と
し
て
、
そ
こ
に
至
る
手
続

き
を

「第

一
」

「第

二
」
と

い
う
よ
う

に
、
構
造
化

し
て
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「各

人
心
宮
内

の
秘
宮

」
が
透
谷

の
文
章
に
と

っ
て
画
期
的

で
あ
る
の
は
、
透
谷
の

理
想

を

「第

二
の
秘
宮
」
と

い
う
概
念

も
し
く
は
イ

メ
ー
ジ

で
語

っ
た

こ
と
に

あ
る

の
で
は
な
く

て
、
そ
こ

へ
至
る
手
続
き
を
含
め

て
構
造
的
に
語
ろ
う
と
し

た
と
い
う

こ
と
に

あ

る
と
も
言
え
る
の
だ
。

も
し
、
透
谷
に

と

っ
て
の
理
想
だ
け
を
強
調
す

る
な
ら
、
単

に

「
秘
宮
」
と

す
れ
ば
済
む

の
で
あ

っ
て
、

「
内
面
」

を
意
味

す
る

「心
宮
」
を

「第

一
」
と

名
付
け

「秘
宮
」

を

「
第
二
」
と
名
付
け

る
必
要

は
な
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
う
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
の
は
、

「
秘
宮

」

へ
と
至
る
プ

ロ
セ

ス

を

こ
こ
で
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
衝
動
が
、

こ
の
文
章
に
潜
ん
で
い

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭

の

「
何
物

と
も
知

ら
ず
吾
人
の
中
に
、
…
…
」

と
い
う
言

い
か
た

で
述

べ
た
動
機
を
、
明
示

し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
と
い
う
衝

動

で
あ
ろ
う
。

「何
物
と

は
知
ら
」
ぬ
と
い
う
何

か
を
自

己
の
中
に
か
え
り
み

る
と

い
う
プ

ロ
セ
ス
こ
そ
、
透
谷

に
と

っ
て
の
ま
ず
重

要
な
課
題
だ

っ
た

の
だ
。

そ
し
て
、
自
己

の
内
部
を
窺
う
と
き
に
最
初
に
突
き
当

た

っ
た

の

が

第

一
の

「心
宮
」
な

の
で
あ

る
。

透
谷

は
こ
の

「
心
宮

」
だ
け

の
存
在
を

「
俗
人
」
と
呼
ん

で
い
る
が
、

し
か

し
、
人
に
知

ら
れ
た
く
な

い
秘

密
を
心
に
抱

え
て
い
る
人
間

、
と
い
う
存
在

で

あ
る

こ
と
を
規
定

し
た
う
え

で
の

「俗

人
」
と

い
う
呼

び
か
た

で
あ
る
こ
と
に

注
意
す
れ
ば
、

こ
の

「
俗
人
」

は
す

で
に
透
谷
的

な
内
部

へ
の
凝
視
を
抱

え
た

「内
面
」
化
さ
れ
た

「俗
人
」
で
あ

る
こ
と
が
解

る
。

つ
ま
り
、

こ
の

「俗
人
」

と

「第

二
の
秘
宮
」

の
存
在

で
あ

る

「
至
人
」
と
い
う
呼
び
か
た
は
、
「第

一
」

「第

二
」
と

い
う
呼
び
方
と
同

じ
よ
う
に
、

「
心
宮

」
と

「秘
宮
」
と
を
段
階

的

に
区
別
す

る
た

め
の
呼
び
方

で
あ
り
、
そ

の
文
字

ど

お
り
の
意
味

で

「
俗
人
」

を
意
味

し
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
を
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

従

っ
て
、

こ
の

「
俗
人
」
に
こ
め
ら
れ
た
意
義
は
、

ま
さ
に
透
谷
が
、

「
何
物

と

は
知
ら
」

ぬ
何
か
を
求
め
て
、
自

己
を
振

り
返

っ
た

と
き
に
最
初
に
打

つ
か

る
も

の
の
こ
と

で
あ
る
と
考

え
て
い
い
。
が
、

こ
の

レ
ベ

ル
で
の
透
谷
は
、
反

省
的
自

己
を
抱

え
た
近
代

の
個
人

で
あ

っ
て
、

一
般
化

し
う

る

「内
面
」
を
せ

い
ぜ

い

「
表
現

」
出
来

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

「
何
物
と
は
知
ら
ず
吾
人

の
中
に
…
…
」
と
い
う
言

い
方
を
し
た
時
点

か
ら
、
す

で
に
透
谷

は
、
自
分
が

明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
が

こ
の
段
階
に
な

い
こ
と
を

知

っ

て

い

る
。
そ
こ
で
、
そ
の
段
階
を
超
越
す

る
よ
う
な
次

の
レ
ベ
ル
を

「第

二
の
秘
宮
」

と
し
て
描
く

の
で
あ
る
。

こ
の

「第

二
の
秘
宮
」
に
至
る
た
め
に
、

「第

一
の
心
宮
」
を
語
ら
な
け
れ

ば

な
ら
な
か

っ
た

と
い
う

こ
と
は
、
透
谷
が
自
分
自
身
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。

い
ず

れ
に
し
て
も
、
内
省
的
自
己
を
経

る
、
と

い
う

こ
と
が
、
理
想
を
構
造
的
に
語

る
こ
と

の
意

義
だ

っ
た
の
だ
。

し

か
し
、
そ
の
結
果

と
し
て
、

「第

二
の
秘
宮
」

の
イ

メ
ー
ジ

は
質
的
に
変

わ
ら

ざ

る
を
得
な
か

っ
た
。

す

で
に
述

べ
た

よ
う

に
、

こ
の

「秘
宮
」

の
イ
メ
ー
ジ

は

「松
島

に
於

て
…

…
」

の
場
合

の
よ

う
に
、
自

ら
が
体
験

し
う
る
よ
う
な
あ

る
具
体
的
な
境
地

と

し

て
は
描

か
れ

て

い
な

い
。
例
え
ば
、
透
谷
が
、

こ
の

「
秘
宮
」

で
イ
メ
ー
ジ

す
る

二

面

の
白

屋
、
只
白
然

の
美
あ

る
の
み
、
真
あ

る
の
み
。
」
は
、

「松
島

に
於

て
…
…
」

で

の
理
想
的
境
地

で
あ

る

「我
も
凡
て
の
物
も

一
つ
に
帰

し
、

広
大
な
る

一
が
凡

て
を
占
領
す
。
無
差
別
と
躍
り
、
虚
無

と
な
り
…
…
」

と
い

っ
た
イ
メ
ー
ジ

と

ほ
と
ん
ど
同
じ
な

の
で
あ

る
が
、

一,松
島
に
於

て
…
…
」

で

は
、
そ
の
境
地
を

、
小
鬼
や
大
鬼

の
場
面

の
よ
う
に
体
験
感
覚
的
な
も

の
と
し

て
提
出
す

る
の
に
、

こ
こ
で
は
、
そ

の
よ
う
に
は
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
な

い
の
で
あ

る
。

「第

二
の
秘

宮
」
に
あ
る
者

の
境
地

は
次

の
よ
う
に
描

か
れ
る
。

か

き
ょ

倒
崖

の
什

れ
か

・
ら
ん
と
す

る
時
、
猛
虎

の
躍

り
魔
ま
ん
と
す
る
時
、
巨

が
く鰯

の
来

り
呑

ま

ん
と
す
る
時
、
泰
然

と
し
て
神
色
自
若

た
る
を
得

る
の
は
、

即
ち
こ
の
境

に
あ
る
人
な
り
。
生
死

の
境
を
出

て
、
悟
迷

の
外

に
出
で
た

る

の
無
畏
惚

は
、

即
ち

こ
の
境

に
あ
る
人

の
味

ひ
得

る
と
こ
ろ
な
り
。

こ
の
よ
う
な
境

地

は
、
と
て
も
体
験
感
覚
的

に
語
れ
る
も

の
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
同
じ

「
人
神
」
状
態

で
あ

っ
て
も
、

こ
ち
ら

の
ほ
う
が

は
る
か
に
グ

レ
ー
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し
て
い
る
こ
と
が
見

て
と
れ
る
。

こ
れ

は
、

「入
神

」
状
態
が
透
谷

に
と

っ
て
、
そ
う
簡
単
に
は
体
験

で
き
な

い
境
地
、

つ
ま
り
そ
れ

こ
そ
透
谷
が

そ
こ
に
向

か

っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
境
地

と
し

て
、
質
的

に
変
化

し
た

こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ

こ
に

至
る
ま

で
の
段
階

と
し

て

「第

一
の
心
宮
」
で
あ

る
内
省
的
自

己
を
描
か
ざ

る
を
得
な
か

っ
た

た

め

に
、

「生
き
方

の
問
題
」
と
し
て

「第

二
の
秘
宮
」
に

至
る
プ

ロ
セ

ス
を
語

っ

て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
な

の
だ
。

つ
ま
り
、

「
何
物
と

は
知

ら
」
ぬ
も

の
を
描

く
と
い
う
動
機
を
表
現
す

る
こ
と
に
捉
わ
れ
る
た
め
に
、
透
谷

は
自
分

に
と

っ

て
の
理
想

を
構
造
的

に
語
ら
ざ
る
を
得

な
く
な
り
、
そ

の
方
法
と
し
て
、
自

己

の
内
部

を
省

み
る
と

い
う
自
分

の

「
生
き
方

の
問
題
」

を
置

い

た
。

そ

の
結

果
、
語

ら
れ
る
べ
き
理
想

の
状
態
そ

の
も
の
が
、
体
験

的
に
感
覚
出
来

る
よ
う

な
も

の
で
は
な
く
、
透

谷
が
現
在
を
否
定

し
て
生
き
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
理
想

と
し
て
変
質

し
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う

こ
と
な

の
で
あ

る
。

こ
の

「各
人
心
宮

内

の
秘
宮
」
が
、
あ
る
程
度

の
形
而
上
的

深
み
を
獲
得

し
た
と
い
う

の
は
、

こ

の
変
質

の
結
果
を
言

っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
理
想

の
質
的
変
化

は
、
他
者

に
対
す
る
攻
撃
性

を

こ
の
文
章
に
与
え

て

い
る
。
透
谷
は
、
次

の
よ
う

に
批
判
精
神
を
発
揮
す
る
。

犬
も
笑
う
べ
き
は
、
当
今

の
宣
教
師
輩
が

「
福
音

」

の
字
句

に
神
力
あ

り

と
信
ず

る
事

な
り
。
彼
等

は
漫

り
に
言
う
為
し

て
日
く

「福
音

の
説
か
る
る

と

こ
ろ
必
ず
救
あ
り
」
と
、
而
し
て
彼
等

は
福
音

を
説
か
ず

し
て
其
字
句
を

説
く
、
自

ら
基
督
を
負

ふ
と
称

し
て
、基
督

の
背
後

に
隠

る
る
悪
魔

を
負

ふ
、

咄

、
福
音
を
談

ぜ
ん
と
す

る
も

の
、
何
ぞ
天
地
至
大

の
精
気

に
対
し

て
、
極

め
て
真
面
目
な
る
者
と
な
ら
ず
や
。
其
第

一
の
宮
を
開
き

て
、
第

二
の
宮
を

開
か
ず
、
心
あ
る
も
心
な
き
に
同

じ
。

こ
れ
ま
で
、
透
谷

は
、
こ
の
よ
う
な
激
烈
な
批
判
を
他
者
に
向

か

っ
て
浴
び

せ
た

こ
と
は
な
か

っ
た
。
例
え
ば
、

「粋
を
論

じ
て
、

『
伽
羅
枕
』
に
及
ぶ
」

(
一
九
八
二
、
二
)

で
は
、
尾
崎
紅
葉

の

「
伽
羅
枕
」
を
批
評
し
て
い
る
が
、

紅
葉

が
描
く

「粋
」

が
透
谷

の
述

べ
る

「恋
愛
」
と
矛
盾
す
る
も

の
で
あ
る
と

い
う
認
識
を
持
ち
な

が
ら
、
透
谷
は
次

の
よ
う
に
述

べ
る
。

好
色
本

と
し

て
粋
を
画
か
ず
、
粋

の
理
想
を
元
と
し
て
粋
を
画

き
た

る
と

こ
ろ
、
余
が
此
篇

に
向

っ
て
感
ず

る
と

こ
ろ
な
り
。
余

は
此
著

の
価
値

を
論

ぜ
ん
と
試

み
し
に
あ
ら
ず
、
此
著

を
読
み
去

る
間

に
余
が
念
頭
に
浮

か
び
た

る
丈

の
粋

の
理

を
摘

ん
で
、
斯
く
は
筆
に
な
し
た
る

の
み
。

透
谷
に
と

っ
て
尾
崎
紅
葉

へ
の
関
心
は
、

「
粋

の
理
想
」
と

「恋
愛
」

の
関

係
と
い
う
課
題
を
与

え
て
く
れ
た

こ
と
に
あ

る
の
で
、
尾
崎
紅
葉
を
他
者
と

し

て
そ
の
価
値

を
判
断

す
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
透

谷

の
他
者

に
対
す

る
関

心
は
、
自
己

の
理
想
を
触
発
す
べ
き
存
在

か
ど
う
か
と

い
う
点
に

あ

っ
た

の
で
、
他
者

の
価
値
を
自

ら
の
基
準

で
裁
断
す
る
と

こ
ろ
ま

で
に
は
至

っ
て
い
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
が
、

「
各
人
心
宮
内

の
秘
宮
」
で
は
、激

し
く
、

他
者

の
価
値

を
裁
断

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

こ
こ
に
至

っ
て
初

め
て

「第

一
の
心
宮
」

「第

二
の
秘
宮
」
と
い
う
価
値
を
判
断
す

る
基
準
を
手
に
入

れ
た
か
ら
な

の
だ

。

つ
ま
り
、
透
谷
は
、

「第

一
」
か
ら

「第

二
」

へ
と
い
う

道

を
あ
る
べ
き

「
生
き
方

の
問
題

」
と
し
て
設
定

し
た
が
為
に
、
そ
の
道
を
う

ま
く
辿
れ
な
い
白

己
を
抱
え
込
ま
ざ

る
を
得
な
く
な

る
。
そ
れ
よ
に
よ

る
危
機

意
識

を
、
そ

の
道

を
歩

ま
ぬ
よ
う

に
見
え
る
他
者
も

し
く
は
自

分
を
取
り
巻
く

現
実

へ
の
批
判

と

し
て
投
影

し
て
い
く

の
で
あ
る
。
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批
判

さ
れ

る
べ
き
他
者

の
獲
得
は
、
自
己
を
普
遍
化

す

る
手
段
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
批
判
さ
れ
る

「宣
教
師

の
輩
」
と

い
う
他
者

は
、

キ
リ
ス
ト
教

の
伝
導

者

だ
け
を
指
す

の
で
は
な
く
て
、
透
谷

に
と

っ
て
時
代

の
な
か
で

一
般
化

さ
れ

う

る
他
者

で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ

う
な
他
者

は
ま
た
、
透

谷
を
抱

え
込
ん
だ
時
代

の
停
滞
し
た
現
実

を
も
象
徴

し

た
。

つ
ま
り
こ
の
激

し

い
批
判

は
、
単
な

る
キ
リ

ス
ト
教
伝
導
者
批
判
な

の
で

は
な
く
、

「第

一
の
心

宮

」
と
い
う
停
滞

し
た
時
代

の
現
実

の

「内
面
」
に
止

ど
ま
ら
ざ

る
こ
と
を
得

ぬ

こ
と
に
よ
る
危
機
か
ら
、

い
か
に
抜
け
出
す
か
と
い

っ
た
、
透
谷
的
処
方
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

そ
れ
を
透
谷
は

「生
き
方

の
問
題
」
と

い
う
普
遍
に
向
く

こ

と

で
果
た

し
た
の
だ
。

し
か
し
、

そ
の
危
機

は
、

皮
肉

に
も
、

透
谷
が

「
入

神
」
状
態

と
い
う
理
想
を
透
谷
と
い
う
主
体
に
か
か
わ
ら
せ
、

「第

こ

「第

二
」
と
構
造
化
す

る
こ
と

で
招
来
さ
せ
た
も

の
な
の
で
も
あ
る
。

「松
島

に
於

て
…
…
」

で
透
谷

は
自

己
そ

の
も
の
を
普
遍
化
す
る
こ
と
は
な

か

っ
た
。

「
表
現

」

の
理
想

を

「
入
神
」
状
態

と
し
て
も
、

そ
れ
を
語

る
自

己

は
、
小
鬼
大
鬼
に
囲
ま
れ
る
よ
う
な
意
識

の
闇
を
、
も

っ
と
底
辺
に
拡
げ

て
い

る
自

己
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

し
か
し
そ

の
よ
う
な
自
己

と
、
あ

る
べ
き

「
表
現
」

の
理
想
が
指
定

し
て
い
く
そ
の
理
想

の
担

い
手
と

の
間

に
は
ず

れ

が

あ

る
。

「各

人
心
宮
内

の
秘
宮

」
は
、
そ

の
ず
れ
を
透
谷
が
ど
う
や

っ
て
埋
め
た
の
か

を
伝

え
て
い
る
の
だ
。
そ

の
埋
め
か
た
は
、
安
易

に
自

己
の

「生
き
方

の
問
題
」

と
し
て
ず
れ
を
覆

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
意
味

で
、

わ
た
し
た
ち
に
と

っ
て
妥

協

と
見
え

る
。
が
、
そ

の
妥
協

は
、
わ
た
し
た
ち
に
内
在

す
る

「普
遍
」

へ
の

意
識

の
、
た
ぶ
ん
近
代

の
起
源
を
語

っ
て
い
る
。

五

「各
人
心
宮
内

の
秘
宮
」

の
な
か
で
、
透
谷
は
本
当
に
自
己
を
普
遍
化

し
え

た

の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
透

谷
は
普
遍
化

へ
の
意
志
を
強
烈
に
語

っ
て
い
る

が
、
わ
た
し
た
ち

が
そ
う
見
る
よ
う
に
は
、
透
谷
は
自
分

の
語

っ
た

こ
と
に
自

信

を
持

っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「各
人
心
宮
内

の
秘
宮
」

の
す
ぐ

後
に
書

か
れ
た

「
『黙
』

の

一
字
」
(
一
八
九
二
、
十

二
一二

)
に
よ

っ
て
分
か

る
。

天
下
言
を
要

す
る
も

の
多

し
、
然
れ
ど
も
言
す
べ
き
所

に
却

っ
て
黙
を
守

る
は
言

の
要
せ

ら
る
る
よ
り
も
要

せ
ら
る
る
な
り
。
吹
聴

は
人

の
性
な
り
、

或
意
味

に
於

て
は
説
教
者
も
吹
聴
者
、
詩
人
も
吹
聴
者

、
哲
学
者
も
吹
聴
者

ぞ
、
吹
聴
者
た

る
の
位
置
よ
り
言

は
ば
、
或

一
種

の
卑

下
な
る
性
情

は
、
免

る

》
事
能
は
ざ

る
も

の
な
ら
ん
か
し
。

と

い
う
書
き
出

し
で
始
ま

る
こ
の
文
章

は
、

「
人
生
は
ま
こ
と
に
説
得

し
得

べ
か
ら
ざ

る
も

の
か
」
と

い
う
書
き
出
し
で
始
ま

る

「
各
人
心
官
内

の
秘
宮

」

よ
り
は
明
ら
か
に
ト
ー

ン
ダ
ウ

ン
し

て
い
る
が
、

こ
れ
は
、

「各
人
心
宮
内

の

秘
宮
」

の
反
省

の
上

に
た

っ
て
書
か
れ
た
文
章
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
分
か

る

の
は
、
透
谷
が
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

前

号

「
心
宮

論
」
に
於

て

「
人
須
ら
く
其
本

心
を
明
ら
か
に
す
べ
し
」
と

絶
叫

し
た

る
余

が
微
心
は
、
是
あ

る
の
み
、
道

は
言

の
似

て
達
す

べ
き
も

の

に
あ
ら
ず
、
心
あ
り

て
然

る
の
ち
に
道

あ
り
。
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「各
人
心
宮
内

の
秘
宮
」
を

「絶
叫
し
た
る
」
と
省

み
て
い
る
こ
と
に
注
意

す
る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

こ
の

「
『黙
』

の

一
字
」
と

い
う

文
章

の
趣
旨

は
、
「
心

あ
り
て
然

る
の
ち
に
道

あ
り
。
」
と
い
う

こ
と
だ
が
、
問

題
は
、

そ
の

「心
」
に

到
達
す

る
方
法

で
、
吹
聴
者

で
は
だ

め
で
大
黙
者

で
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
言

っ

て

い
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
文
章

で
は
透
谷
は
、

「各
人

心
宮
内

の
秘
宮
」

で
は

「心
」
を
説
く
た
め
の

「道

」
を

「
言

の
以
て
達
す

べ
き
も
の
」
と
し
て
し
ま

っ
た
と
反
省

し
、

「
心
」
を
説
く
た

め
に
は

「沈
黙
」

と

い
う
雄
弁

さ
し
か
な

い
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
の

「
言
の
以

て
達
す

べ
き
も

の
」
と

い
う
こ

と
は
、
「秘
宮
」
と

い
う

「
心
」
に
至

る
手
段
を
、
「第

一
」
、
「第

一
こ

と
構
造

化

し
て
語

っ
た

こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
考

え
て
い
い
。

な

ぜ

な

ら
、

「第

一
」
、
「第

二
」
と

い
う
手
順

を
踏
め
ば
、
自
動
的

に
到
達
出
来

る
印
象
を
そ
れ

は
与
え
な
か
ね
な

い
。

そ
し
て
、
そ
れ
が

い
か
に
困
難

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
、

「
秘
宮
」

の
本
質

と
し
て
の
困
…難
さ
で
は
な

く
て
、

「第

一
」

「
第

二
」
を
辿

る
主
体

の
困
難
さ
、
言

い
換

え
れ
ば

「生
き

方

の
問
題
」

の
困
難

さ

と

し
て
し
か
あ
ら
わ
れ
よ
う
が
な

い
。
従

っ
て
、
自
然

、
自
分
あ
る
い
は
他
者

に
向
か

っ
て
の

「絶
叫

し
た
る
」
文
体

に
な

っ
て
い
き

、
肝
心

の

「
秘
宮
」

そ

の
も

の
の
印
象
が
薄

ら
い
で
し
ま
う
。
そ

の
よ
う
な
、
自
己
を
普
遍
化
し
よ
う

と
し
て
雄
弁
に
な

っ
た
自
身

を
、
透

谷
は
こ
こ
で

「吹

聴
者
」
と
し
て
反
省

し

た

の
で
あ
る
。

実

は
、

こ
の
自
家
撞
着

は
す

で
に

「
松
島

に
於

て
芭

蕉
翁
を
読

む
」

の
な
か

で
、

「絶
大
な
る
景
色
は
文
字
を
殺
す
も

の
な
り
」

「
我
を
没

了
す

る
」
と

い

う
よ
う
に
予
見
さ
れ
て
い
た
。
が
、

こ
れ
も
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、

こ
の
段

階

で
は
、
透
谷
は
、
矛
盾
と
は
感

じ
て
い
な

い
。

そ
の
矛
盾
は
、

「各

人
心
宮

内

の
秘
宮
」

の
な
か
で
文
字

に
よ

っ
て

「絶
大

の
景
色

」

で
あ
る

「
秘
宮
」
を

説
明
し
、
そ
れ
を
反
省
す
る
と

い
う
手
続

き
を
踏
む

こ
と
に
よ

っ
て
、
初

め
て

自
覚
さ
れ
る
。
が

、
問
題
は
、
こ
の
反
省
に
た

つ
透
谷

は
ど

の
よ
う
な
場
所
に

い
た
の
か
、
と

い
う

こ
と
な

の
で
あ
る
。

自
己

の
普
遍
化

を
目
指
す
位
置

の
延
長

に
い
る
な
ら
、
そ
の
反
省
は
、
ま
だ

普
遍
化
し
き
れ
な

い
未
熟

さ
の
反
省

と
な
る
だ
ろ
う
が
、
「『
黙
』

の

一
字

」
で

の
反
省
は
そ
の
よ
う

な
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
普
遍
化

と
い
う
方
向
に
向

い
た
自
己
そ
の
も

の
を
否
定

し
て
い
る
、
と
言

っ
て
い
い
。
そ
の
否
定
は

「
大

黙
者
」
と

い
う
、言

い
方
に
あ
る
の
だ
が
、

こ
の

「黙
」

は
、
言

そ
の
も

の
の
否

定

で
は
な
く
て
、
実

感
も
し
く
は
体
験
的
感
覚
と

い
う
も

の
に
支

え
ら
れ
な
い

言
、

の
否
定
と
と

る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
黙
」

と

い
う
言

い
方

に
は
、

そ
の
よ
う

な
感
覚
を
介

し
た
言

は
不
可
能
だ
と
い
う
透
谷

の
理
解
が
入

っ
て
い
る
。

と
す
る
な
ら
、

こ
こ
で
、
透
谷
は
、
自

己
の
位
置
を
、

「
体
験
」
感
覚

の
基

盤

で
あ
る
民
衆

の
幻

想
領
域
と

い
う
底
辺
に
意

識

の
闇
を
拡
げ

て
い
る

「
松
島

に
於

て
…
…
」
に
ま

で
戻
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
位
置
に
戻

っ
た
か
ら
こ
そ
、

透
谷
は
矛
盾
を
矛
盾

と
し
て
自
覚
出
来
た

の
で
あ
る
。

占
ノ、

 

こ
こ
で
い
う
動
機

と
は
、
本
来
、
透

谷
に
と

っ
て
の
理
想
を
自
然

に

「表
現
」

に
結
実
化
さ
せ
て

い
く
も

の
、
と
考
え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
そ
れ
が

自
然

で
な

い
か
ら
、
透
谷

は

「各
人
心
宮
内

の
秘
宮

」

で
動
機

に
向
き
合

わ
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。
自
然

で
な

い
と
は
、
理
想

と
そ
の

「表
現
」
と

の
間

の
懸

隔
、
言

い
換

え
れ
ば

、
意
識

の
闇
を
抱

え
た
自

己
と
理
想

の

「表
現
」

の
担

い

手
と
し
て
の
自

己
と

の
懸
隔
が
透
谷
と
い
う

「表
現
」

の
主
体

の
位
置
を
脅
か

し
て
い
た
と

い
う

こ
と
だ
。
し
か
し
、
動
機
に
向
き
合
う
と

い
う
そ
れ
自
体
不

自
然

な
動
作

が
、

現
在

の
わ
た

し
た
ち
に
ま
で

つ
な
が

る
何
か
、

つ
ま

り
、

「普

遍
」

へ
至
る
あ

る
プ

ロ
セ
ス
を
を
生
み
出

し
た
と
考
え
る

こ
と
は
重
要

で
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北村透谷の文体

あ
る
。

そ
し
て
、

「各

人
心
宮
内

の
秘
宮

」
で
そ
の
何

か
を
生
み

出

し

な

が

ら
、
透
谷
が
、
決

し
て
主
体

の
位
置

の
不
安
定
さ
と

い
う
脅
か
し
か
ら
脱

し
た

わ
け

で
は
な

い
と
い
う

こ
と
も
重
要
な

こ
と
で
あ

る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、

こ
の
文
章

で
透
谷
が
近
代
以
降

の
誰
も
が
持

つ
よ
う

な
深

い

「
内
面
」
を
自
覚

し
て
い
く
と

い

っ
た
評
価
を
打

ち
消
す
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
論

で
扱

っ
た
四

つ
の
文
章

「
松
島

に
於

て
芭
蕉

翁
を
読

む
」

「
三
日
幻

境
」

「各

人
心
宮
内

の
秘
宮
」
「『
黙
』

の

一
字
」
を
順

に
読

ん
で
い
く

こ
と
に

よ

っ
て
、
透
谷

の
動
…機
と
い
う
も

の
が
、
実
に
様

々
な

現
れ
か
た
を
し
て
い
る

の
が
理
解

で
き

る
だ
ろ
う
。
と
く
に
、

「
三
日
幻
境
」

で
は
、
動
機

を
落
と
す

こ
と
に
よ

っ
て
、
最
も
安
定
し
た
文
体

を
獲
得

し
て
い

る
が
、
そ

の
こ
と
が
、

透
谷
に
と

っ
て
の
安
定

で
な
か

っ
た

こ
と
は
、
そ

の
す

ぐ
後

に
書

か
れ
る

「各

人
心
宮

内

の
秘
宮
」
に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
透
谷

の

「
表
現
」

へ
の
意
識

が
実
に
揺
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
だ

ろ
う
、

そ
の
揺
れ
動
き

の
な
か

で
、
透
谷
は
は
か
ら
ず
も

「
生
き
方

の
問
題
」

と

い
う

「普
遍
」

へ
の

独
特

な
手
続

き
を
提
示

し
て
し
ま

っ
た
が
、

そ
れ
が
、

決
し
て
、
透

谷
に
と

っ

て
免
れ
ら
れ
な

い
必
然

で
な
か

っ
た

こ
と
は
、
そ

の
揺

れ
動
き
そ

の
も

の
が
語

っ
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
安
易
に
透
谷
を
普
遍
化
す

る
べ
き

で

は

な

い

の

だ
。
も
し
、
そ
れ
を
免

れ
ら
れ
な
い
必
然

と
と

る
な
ら
、
そ
れ
は
透

谷
の
問
題

で
は
な
く
、
透

谷
を
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
を
捉

え
る
言
葉

の
問
題

だ

っ
た
と
言

う
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
言
葉

に
か
か
わ
る

「透
谷
」

の
側

の
装
置
と
し

て
、

こ
こ
で
は
動
機
と

い
う
も

の
を
老

え
た
が
、
そ
れ

は
、
透
谷
像

を
語

る
た

め
で
は
な
く

て
、
透
谷

と
言
葉

と

の
関

係
を
客
観
的

に
見
据

え
た
い
た
め
で
あ

る
。
無
論
、
透

谷
に
と

っ
て
、
動
機
と
は

「表
現
」

へ
の
衝
動
と

い

っ
た
も

の
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
豊
富

な
衝
動
を
持

て
余

し
な
が
ら
、

「表
現
」
に
悩
み
苦

し
ん

で
い
た
。

こ
ち
ら
側

の
問
題
と

し
て
、
動
機

と
い
う
タ
ー

ム
に
よ

っ
て

一
度
そ

こ
に
降

り
て
み
る
必

要
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

注

注
1

こ
の
論
は
、

「北
村
透
谷
の
文
体
ー
手
紙
か
ら
散
文

へ
ー
」

(明
大
日
本
文
学

14
号
)
の
続
編
で
あ
る
。

注
2

笹
淵
友

…

「文
学
界
と
そ
の
時
代

・
上
」

(明
治
書
院
)

注
3

北
川
透

「北
村
透
谷
試
論

・
1
」

(
冬
樹
社
)

注
4

こ
の

「内
面
」
に
つ
い
て
は
、
柄
谷
行
人

「
日
本
近
代
文
学
の
起
源
」

(講
談

社
)
を
参
照

の
こ
と
。

(本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
)
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