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は
じ
め
に

「
国
語
改
革
」
な
る
も
の
が
断
行
せ
ら
れ
て
か
ら
、
七
〇
年
近
く
経
た

う
と
し
て
を
り
ま
す
。
い
ま
や
、
日
本
人
の
大
半
は
新
仮
名
遣
ひ
と
新

字
体
に
よ
る
教
育
を
受
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
正
仮
名

遣
ひ
お
よ
び
正
字
体
に
対
し
て
一
般
的
な
印
象
と
は
ど
の
や
う
な
も
の

で
せ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
「
難
し
い
」
だ
と
か
「
古
臭
い
」
だ
と
か
、

お
ほ
よ
そ
良
い
印
象
は
抱
か
れ
て
ゐ
な
い
で
せ
う
。

　

本
稿
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
正
仮
名
遣
ひ
の
可
読
性
を
調
査
し
、

新
旧
仮
名
遣
ひ
の
差
異
が
可
読
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と

い
ふ
こ
と
を
再
確
認
す
る
と
い
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
方
法
と
し
て
新

仮
名
遣
ひ
で
あ
る
文
章
を
正
仮
名
遣
ひ
に
改
め
た
も
の
を
読
ま
せ
て
、

そ
の
可
読
性
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
い
ふ
も
の
で
す
。
そ
の
回
答
か
ら
、

日
常
正
仮
名
遣
ひ
に
触
れ
て
ゐ
な
い
人
た
ち
は
ど
れ
く
ら
ゐ
正
仮
名
遣

ひ
の
文
章
を
理
解
せ
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一
部
の
人
達
に
と
つ
て
は
、
こ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
目
新
し
い
も

の
で
は
な
い
で
せ
う
。
本
誌
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
正
仮
名
遣
ひ
は
習
得

し
て
ゐ
る
で
せ
う
か
ら
、
そ
の
と
き
の
経
験
と
照
ら
し
合
は
せ
て
、
正

仮
名
遣
ひ
の
読
み
書
き
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
も
の
で
は
な
い
と
確
信
し

て
ゐ
る
は
ず
で
す
。
そ
も
そ
も
、
わ
ざ
わ
ざ
調
査
す
る
ほ
ど
の
も
の
で

は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
し
考
へ
て
み
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。
正
仮

名
遣
ひ
で
記
さ
れ
た
文
章
と
新
仮
名
遣
ひ
で
記
さ
れ
た
文
章
を
見
比
べ

て
み
れ
ば
、
仮
名
遣
ひ
の
差
は
さ
う
あ
り
ま
せ
ん
し
、
少
し
工
夫
す
れ

ば
仮
名
遣
ひ
の
存
在
し
な
い
文
章
を
書
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

さ
て
、
本
題
に
入
る
前
に
「
可
読
性
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
定
義
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
稿
で
は
「
可
読
性
」
と
は
文
章
の
読
み
易

さ
お
よ
び
理
解
度
を
示
す
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
、
読
み
易
さ
も
理
解

度
も
大
変
抽
象
的
な
概
念
で
あ
り
ま
す
。
読
み
易
さ
と
い
ふ
の
は
、
も

仮
名
遣
ひ
お
よ
び
字
体
の
可
読
性
に
関
す
る
調
査

伊
川
清
三
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ち
ろ
ん
仮
名
遣
ひ
に
左
右
せ
ら
れ
ま
す
し
、
行
間
や
字
間
と
い
つ
た
組

版
要
素
に
も
大
き
く
左
右
せ
ら
れ
ま
す
。
理
解
度
も
何
を
以
て
理
解
し

た
か
客
観
的
に
数
値
化
せ
ら
れ
ず
、
主
観
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
認
知
科
学
の
分
野
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
が
、
そ
の
分
野

で
さ
へ
被
験
者
の
主
観
に
頼
つ
て
ゐ
る
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
問
ふ
こ
の
文
章
は
読
み
易
い
か
ど
れ
く
ら
い
理
解

で
き
た
か
は
回
答
者
の
主
観
に
よ
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
を
留
意
し
て
い

た
だ
き
い
で
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
方
法

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
用
ゐ
た
サ
ン
プ
ル
文
章
は
平
成
二
三
年
一
二
月
七
日

付
の
毎
日
新
聞
東
京
版
の
社
説
「
自
動
車
関
連
税　

財
源
な
き
廃
止
は

無
責
任
」
で
あ
り
ま
す
（
稿
末
の
附
録
に
原
文
を
掲
載
）。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
は
「
仮
名
遣
ひ
調
査
」
と
「
字
体
調
査
」
の
二
種
類
を

用
意
い
た
し
ま
し
た
。
前
者
は
当
該
社
説
の
仮
名
遣
ひ
を
正
仮
名
遣
ひ

に
改
め
た
も
の
を
被
験
者
に
配
り
、
現
代
仮
名
遣
ひ
と
比
較
し
た
と
き

の
読
み
易
さ
や
、
ど
れ
く
ら
ゐ
文
章
の
内
容
を
把
握
せ
ら
れ
た
か
を
回

答
し
て
も
ら
ふ
も
の
で
す
。
ま
た
、
後
者
は
対
照
実
験
で
あ
り
、
当
該

社
説
の
字
体
を
正
字
体
に
改
め
た
も
の
を
配
り
、
同
様
の
質
問
に
回
答

し
て
も
ら
ひ
ま
し
た
。

　

前
者
の
サ
ン
プ
ル
数
は
八
九
人
、
後
者
の
サ
ン
プ
ル
数
は
五
五
人
で

あ
り
、
筆
者
が
在
籍
す
る
工
学
系
単
科
大
の
学
生
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
工
学
系
単
科
大
の
悲
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
回
答
者
の

ほ
と
ん
ど
が
男
性
で
す
か
ら
、
男
女
別
の
数
値
は
省
略
い
た
し
ま
す
。

　

仮
名
遣
ひ
調
査

　

仮
名
遣
ひ
調
査
で
は
八
九
人
の
回
答
数
が
あ
り
、「
現
代
仮
名
遣
ひ

と
比
較
し
た
と
き
の
文
章
の
読
み
易
さ
」、「
文
章
の
理
解
度
」、「
正
仮

名
遣
ひ
を
ど
の
程
度
学
習
し
て
ゐ
た
か
」、「
正
仮
名
遣
ひ
に
対
す
る
印

象
（
自
由
記
述
）」
に
つ
い
て
尋
ね
ま
し
た
。

　

仮
名
遣
ひ
調
査
で
は
三
〇
代
な
い
し
六
〇
代
以
上
の
年
代
か
ら
も
若

干
な
が
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
を
廻
収
で
き
ま
し
た
。

「
現
代
仮
名
遣
ひ
と
比
較
し
た
と
き
の
文
章
の
読
み
易
さ
」
を
表
１
と

し
て
示
し
ま
す
。
過
半
に
あ
た
る
五
十
二
人
が
正
仮
名
遣
ひ
で
書
か
れ

た
文
章
を
現
代
仮
名
遣
ひ
と
同
程
度
の
読
み
易
さ
と
回
答
し
て
を
り
ま

す
。
や
や
読
み
辛
い
と
回
答
し
た
の
は
二
七
人
で
あ
り
、
と
て
も
読
み

辛
い
と
答
へ
た
の
は
わ
づ
か
に
七
人
で
あ
り
ま
し
た
。
特
に
注
目
し
て

も
ら
ひ
た
い
の
は
、
六
〇
な
い
し
八
〇
代
で
は
、
逆
に
現
代
仮
名
遣
ひ
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本
號
の
特
輯
に
は
「
正
義
と
宗
敎
」
と
云
ふ
題
を
選
ん
だ
。「
正
義
」
と
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
事
で
あ
り
、
組
織
に
關
は
る
事
で
あ
り
、
現
世
的
の
事
で

あ
り
、
政
治
的
な
人
間
の
動
機
の
事
で
あ
る
。「
宗
敎
」
と
は
、
道
德
の
根

幹
を
支
配
し
、
政
治
以
前
の
個
人
の
生
き
方
に
か
か
は
る
も
の
で
あ
る
。
正

義
と
宗
敎
と
は
、
似
て
ゐ
る
や
う
で
、
本
質
の
部
分
で
大
き
な
違
ひ
が
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ち
ら
も
人
間
の
歷
史
を
支
配
す
る
精
神
的
な
も
の
と
し
て
、
深

く
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
づ
れ
も
文
明
の
動
因
と
も
な
る
上
、
文
明

を
超
越
し
て
獨
自
の
生
命
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。

特輯「正義と宗敎」
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吾
々
は
歷
史
と
云
ふ
と
、
古
代
・
中
世
・
近
代
の
分
類
を
、
當
り
前

の
も
の
と
し
て
受
容
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
よ
く
よ
く
考
へ
て
み
る

と
、
案
外
こ
の
分
類
は
事
實
に
即
し
て
ゐ
な
い
。
元
來
こ
の
分
類
法
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
爲
に
考
案
さ
れ
た
も
の
だ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
實
際

の
「
古
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
、
近
代
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
、
全
然

別
物
な
の
で
あ
る
。

　

所
謂
古
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ロ
ー
マ
帝
國
の
支
配
下
に
あ
つ
た
。
そ

れ
が
東
西
に
分
裂
し
た
擧
句
、
西
ロ
ー
マ
帝
國
は
移
動
し
て
き
た
ゲ
ル

マ
ン
民
族
の
爲
に
滅
亡
し
て
し
ま
ふ
。そ
し
て
、近
代
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
は
、
こ
の
、
移
動
し
て
き
た
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
よ
つ
て
新
た
に
創

造
さ
れ
た
文
朙
な
の
で
あ
る
。
政
治
的
に
ロ
ー
マ
帝
國
と
云
ふ
外
觀
を

示
し
た
ロ
ー
マ
文
朙
は
、「
古
代
」
末
期
に
壽
命
に
逹
し
、「
中
世
」
の

間
に
消
滅
し
た
。
西
ロ
ー
マ
帝
國
が
滅
亡
し
た
後
も
東
ロ
ー
マ
帝
國
が

暫
く
西
方
に
影
响
力
を
持
つ
て
ゐ
た
事
は
知
ら
れ
て
ゐ
る
。け
れ
ど
も
、

じ
き
に
東
ロ
ー
マ
帝
國
は
た
だ
ロ
ー
マ
文
朙
の
遺
產
を
保
存
す
る
だ
け

の
役
割
を
果
す
や
う
に
な
つ
た
。

　

ゲ
ル
マ
ン
民
族
は
「
近
代
」
以
降
、
東
ロ
ー
マ
帝
國
或
は
イ
ス
ラ
ム

圈
に
保
存
さ
れ
た
知
識
を
手
に
入
れ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
る
。
吾
々

は
從
來
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
朙
が
「
中
世
」
に
知
識
を
失
ひ
、
暗
黑
期
を

經
て
、
東
方
の
恩
惠
に
よ
つ
て
再
生
を
果
し
た
と
考
へ
て
き
た
。
し
か

し
、
寧
ろ
、「
古
代
」
の
ロ
ー
マ
文
朙
が
滅
び
、
そ
れ
と
共
に
知
識
が

失
は
れ
、
全
く
の
新
文
朙
と
し
て
「
近
代
」
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
朙
が
出

現
し
て
、
改
め
て
知
識
を
求
め
た
も
の
と
考
へ
た
方
が
適
切
で
あ
る
。

東
方
で
保
存
さ
れ
て
ゐ
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
學
問
で
あ
つ
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、「
中
世
」に
先
行
的
な
も
の
が
あ
り
、

「
近
代
」
に
は
つ
き
り
と
形
を
と
つ
て
出
現
す
る
の
だ
が
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
を
始
め
と
す
る
と
先
行
文
朙
の
學
問
を
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
受

容
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
重
要
な
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
で
手

に
入
れ
た
先
行
文
朙
の
知
識
を
、「
近
代
」
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
そ
つ

く
り
そ
の
ま
ま
保
存
し
た
の
で
は
な
い
、
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
彼
等
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
宗
教

野
嵜
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こ
の
度
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
宗
教
論
と
云
ふ
事
で
、
私
は
基
督

教
初
期
の
あ
れ
や
此
れ
や
を
書
い
て
行
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。私
自
身
、

専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
雑
な
議
論
を
披
露
す
る
事
と
な
り
ま

す
が
、御
容
赦
頂
け
る
と
幸
ひ
で
す
。
先
に
結
論
を
述
べ
て
お
き
ま
す
。

　

現
在
の
基
督
教
正
統
教
派
（
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
）
の
成
立
ち
は
、様
々

な
「
皮
」
を
剥
い
で
剥
ぎ
捲
つ
た
末
に
出
来
上
が
つ
た
も
の
で
あ
る
と

言
へ
ま
す
。其
の
辺
り
の
事
情
を
基
督
教
成
立
か
ら
異
端（
ヘ
テ
ロ
ド
ッ

ク
ス
）
と
の
対
決
を
通
し
て
書
い
て
行
き
ま
せ
う
。

　

基
督
教
の
発
生
は
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
よ
る
猶ユ

ダ
ヤ太

教
律
法
学
者
や

パ
リ
サ
イ
派
等
の
既
存
教
派
に
よ
る
ガ
チ
ガ
チ
に
凝
固
ま
つ
た
聖
書
解

釈
に
対
す
る
批
判
か
ら
始
つ
て
ゐ
ま
す
。
此
の
辺
り
の
事
情
は
共
観
福

音
書
に
詳
し
い
の
で
、
一
々
例
示
す
る
の
は
控
へ
ま
す
。
唯
、
イ
エ
ス

自
身
の
側
に
附
く
人
々
に
対
し
て
は
愛
と
奇
蹟
と
を
示
し
つ
ゝ
も
、
律

法
学
者
や
ヱ
ル
サ
レ
ム
神
殿
の
商
売
人
等
の
既
存
教
派
へ
は
容
赦
の

な
い
批
判
行
動
を
示
し
て
ゐ
る
点
は
見
逃
す
事
は
出
来
な
い
と
思
ひ
ま

す
。
先
づ
、
此
の
点
は
踏
ま
へ
て
お
い
た
は
う
が
い
ゝ
で
せ
う
。

　

次
の
段
階
と
し
て
、
初
期
の
基
督
教
徒
は
ど
ん
な
感
じ
に
信
仰
し
て

ゐ
た
の
か
で
す
が
、
思
ふ
に
現
在
の
加カ

特ト

力リ
ッ
クよ

り
も
も
つ
と
素
朴
で
大

ら
か
な
信
仰
を
し
て
ゐ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
当
時
は
、
三
位
一
体
論

だ
と
か
、
使
徒
信
条
の
や
う
な
教
則
な
ど
は
無
く
、
唯
、
信
仰
を
一
に

す
る
人
々
が
定
期
的
に
集
会
に
参
集
し
、
自
ら
の
信
仰
を
確
か
め
合

ふ
。
そ
ん
な
事
を
繰
返
し
て
ゐ
た
の
だ
と
考
へ
た
い
で
す
。
私
が
思
ふ

に
、
○
聖
母
マ
リ
ア
の
処
女
懐
妊　

○
神
の
下
の
平
等　

○
基
督
の
奇

蹟　

○
基
督
の
復
活　

○
神
の
愛
へ
の
信
頼　

○
隣
人
愛
、
な
ど
の
教

へ
は
当
時
か
ら
の
信
仰
に
在
つ
た
の
だ
と
信
じ
た
い
で
す
。
時
に
羅ロ

ー
マ馬

へ
の
伝
道
の
成
功
を
期
に
、
基
督
教
の
勢
力
廓
大
が
羅
馬
帝
国
の
上
層

部
の
耳
に
も
這
入
る
や
う
に
な
る
に
及
ん
で
、
或
る
種
の
危
機
感
を
覚

え
た
の
か
、
基
督
教
徒
迫
害
に
ま
で
発
展
し
た
歴
史
も
あ
り
ま
す
。
併

し
乍
、
其
の
迫
害
に
対
し
抵
抗
の
態
度
を
示
す
事
は
お
ろ
か
、
神
に
対

基キ
リ
ス
ト督

教
初
期
に
つ
い
て
の
一
考
察

平
頭
通
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「
こ
れ
ま
で
聖
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」

　

こ
の
質
問
に
「
は
い
」
と
答
へ
る
人
の
方
が
少
な
い
で
せ
う
。

　

し
か
し
、
聖
書
を
一
度
も
読
ん
だ
事
の
な
い
人
で
も
、「
豚
に
真
珠
」「
目

か
ら
鱗う

ろ
こ」「

狭
き
門
」
と
い
ふ
言
葉
な
ら
御
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
、

こ
れ
は
聖
書
に
由
来
す
る
言
葉
な
の
で
す
。
エ
デ
ン
の
園
、
ノ
ア
の
方
舟
、

モ
ー
セ
（
モ
ー
ゼ
）
と
聞
く
だ
け
で
、
そ
れ
〴
〵
ど
の
や
う
な
物
語
な
の
か

す
ぐ
頭
に
思
い
浮
か
ぶ
人
も
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

我
々
が
日
常
的
に
用
ゐ
る
「
西
暦
」
も
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
生
れ
た

（
と
思
は
れ
て
ゐ
た
）
年
を
起
点
と
し
て
、そ
れ
以
前
をB.C.(
英
語
で
「
キ

リ
ス
ト
前
」
を
意
味
す
るBefore Christ

）、
そ
れ
以
後
をA.D

.
（
ラ
テ

ン
語
で
「
主
（
キ
リ
ス
ト
）
の
年
に
」
を
意
味
す
るAnno D

om
ini

）
と

表
現
し
て
ゐ
ま
す
。

　

日
本
人
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
自
称
す
る
人
が
少
な
く
、
読
ん
だ
こ
と
の
あ

る
人
も
少
な
い
割
に
は
、
何
故
か
日
本
人
に
多
く
の
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
、

そ
ん
な
本
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

い
つ
、
誰
が
書
い
た
か

　

伝
統
的
な
意
見
で
は
、
聖
書
を
最
初
に
書
き
始
め
た
の
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人

奴
隷
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
脱
出
さ
せ
た
指
導
者
で
あ
る
「
モ
ー
セ
（
モ
ー
ゼ
）」

（
諸
説
あ
る
が
、
西
暦
前
一
三
～
一
五
世
紀
頃
？
）
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す 一

。
最
後
に

書
い
た
の
は
、
新
約
聖
書
の
「
黙
示
録
」
を
書
い
た
使
徒
ヨ
ハ
ネ
で
、
西
暦

一
世
紀
の
こ
と
で
す
。キ
リ
ス
ト
教
が
西
欧
で
最
も
広
ま
つ
て
ゐ
る
の
で「
西

洋
の
本
」
だ
と
思
は
れ
が
ち
で
す
が
、
実
際
に
は
、
書
か
れ
た
場
所
も
内
容

も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
な
ど
中
東
を
中
心
と
し
て
ゐ
ま
す
。

　

実
は
、
聖
書
は
一
人
が
書
い
た
一
冊
の
本
で
は
な
く
、
幾
世
紀
も
か
ゝ
つ

て
、
お
よ
そ
四
十
人
も
の
人
が
何
十
冊
も
の
本
を
書
き
上
げ
た
集
大
成
な
の

で
す
。
こ
の
年
月
と
は
、
日
本
で
た
と
へ
る
な
ら
、
聖
徳
太
子
の
時
代
や
、

「
古
事
記
」「
日
本
書
紀
」
の
書
か
れ
た
時
代
に
書
き
始
め
ら
れ
た
本
が
、
平

成
の
現
代
に
な
つ
て
や
う
や
く
完
成
し
た
や
う
な
も
の
で
。
そ
れ
だ
け
長
い

時
代
の
重
み
の
あ
る
本
な
の
で
す
。

一　

聖
書
筆
者
が
誰
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
聖
書
本
文
の
記
述
や
伝
統
的
な
見
解
を
無
視

し
て
、
文
体
か
ら
筆
者
を
推
測
す
る
説
（
高
等
批
評
）
を
唱
へ
る
学
者
も
一
部
ゐ
ま
す
が
、

こ
の
記
事
で
は
、
伝
統
的
な
見
解
を
示
し
ま
す
。

聖
書
―
ど
ん
な
本
で
す
か

押
井
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キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
は
「
世
界
の
創
造
者
へ
の
信
仰
」「
奇
跡

の
人
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
」「
人
間
が
明
か
に
し
つ
つ
あ
る
立
派
な

も
の
へ
の
信
仰
」
が
一
つ
の
信
仰
で
あ
る
事
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
斯
う

し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
、
日
本
人
に
は
甚
だ
理
解
し
辛
い
。
日
本

人
に
は
そ
れ
ら
の
信
仰
は
全
て
ば
ら
ば
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
然

る
に
斯
う
し
た
統
合
的
な
信
仰
を
基
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
教
理
を
発
展

さ
せ
た
。
父
と
子
と
聖
霊
へ
の
信
仰
を
基
盤
に
置
い
た
事
は
キ
リ
ス
ト

教
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
屡
々
「
神
に
つ
い
て
」「
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
」
の
信
仰

は
問
題
に
さ
れ
る
が
、
寧
ろ
「
聖
霊
に
つ
い
て
」
の
考
察
こ
そ
が
重
要

で
あ
る
。
聖
霊
の
働
き
を
認
め
る
事
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
神
学
を
発
展

さ
せ
た
一
方
で
、
原
理
主
義
的
発
想
を
拒
否
し
得
た
最
大
の
理
由
だ
か

ら
で
あ
る
。

　
現
代
の
「
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
」
の
一
つ
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
或

種
の
立
場
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。
即
ち
、
聖
書
の
記
述
を
全
て
事
実

と
看
做
し
て
、
進
化
論
を
拒
否
し
、
創
造
論
を
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。

実
際
は
「
保
守
的
」
と
言
つ
て
も
福
音
主
義
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
日
本
人
に
は
「
保
守
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」

な
る
概
念
は
理
解
し
難
い
。
し
か
し
、「
聖
書
に
記
述
さ
れ
て
ゐ
る
か

ら
真
実
で
あ
る
」
と
考
へ
る
発
想
は
、
聖
書
に
直
接
つ
く
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
特
有
の
発
想
で
あ
る
が
、
斯
う
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
発
生
当

初
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
は
異
端
で
あ
る
と
見
ら
れ
た
。

　
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
聖
書
は
決
し
て
「
絶
対
の
聖
典
」
で

は
な
い
。

　
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
教
理
は
具
体
的
に
は
聖
書
を
も
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
宗
教
学
者
の
い

わ
ゆ
る
「
経
典
宗
教
」(book-religion)

の
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
イ
ス
ラ
ム
教
や
儒
教
な
ど
と
は
違
っ
て
、
こ
の
経
典
成
立
よ
り

も
福
音
の
宣
教
が
先
行
し
、
現
在
で
も
、
聖
書
あ
た
か
も
跪
坐
し
て
拝

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
書
の
意
義

野
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私
た
ち
日
本
人
は
、
暮
ら
し
の
中
で
神
社
と
付
き
合
つ
て
ゐ
る
。
家

に
神
棚
が
あ
る
人
も
少
な
く
な
い
。
商
賣
を
し
て
ゐ
る
家
な
ら
尚
更
だ

ら
う
。
會
社
の
旉
地
內
や
屋
上
な
ど
に
神
社
を
勸
請
し
て
ゐ
る
の
も
よ

く
見
か
け
る
。
氏
子
・
崇
敬
者
と
い
ふ
形
で
神
社
に
關
は
つ
て
ゐ
な
い

人
で
も
、
初
詣
、
初
宮
參
り
や
七
五
三
、
安
產
や
合
格
の
祈
願
に
鳥
居

を
潛
る
こ
と
が
あ
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
キ
リ
ス
ト
敎
な
ど
の
宗
敎
の
信
者
も
し
く
は
無
神
論
者
で
、
そ
の
立

場
を
貫
か
う
と
す
る
人
は
、
神
社
參
拜
を
は
じ
め
と
す
る
神
衟
的
要
素

を
生
活
か
ら
嚴
格
に
排
除
し
て
ゐ
る
人
も
ゐ
る
だ
ら
う
が
、
多
く
の
日

本
人
は
神
社
と
付
き
合
ひ
な
が
ら
暮
ら
し
て
ゐ
る
。

　
か
う
い
ふ
日
本
人
の
暮
ら
し
の
中
に
あ
る
神
衟
の
在
り
方
に
對
し

て
、
そ
ん
な
も
の
は
宗
敎
で
は
な
い
と
い
ふ
批
判
も
あ
る
。
ま
た
、
必

ず
し
も
神
衟
に
反
對
の
立
場
で
は
な
い
が
、
眞
摯
に
宗
敎
的
な
も
の
を

求
め
て
ゐ
る
人
に
と
つ
て
、
暮
ら
し
の
中
に
あ
る
神
衟
（
定
義
の
問
題

は
あ
ら
う
が
、
神
社
神
衟
と
言
つ
て
お
く
）
は
あ
ま
り
に
も
賴
り
な
い

も
の
と
感
じ
ら
れ
る
に
違
ひ
な
い
。
神
社
神
衟
は
果
た
し
て
宗
敎
な
の

か
と
。

　
敎
派
神
衟
や
神
衟
系
新
宗
敎
な
ら
ば
、
宗
敎
と
し
て
の
旉
居
を
意
志

的
に
跨
い
で
入
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
い
か
に
も
宗
敎
ら
し
い
と
思
ふ

だ
ら
う
が
、
神
社
神
衟
は
宗
敎
と
し
て
の
旉
居
が
低
過
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
ふ
疑
問
は
、
當
然
起
こ
つ
て
く
る
だ
ら
う
。

　
こ
こ
で
發
想
を
轉
換
し
て
考
へ
て
み
よ
う
。
日
本
人
に
と
つ
て
神
社

神
衟
は
、
宗
敎
と
し
て
の
旉
居
が
低
い
の
で
は
な
く
、
普
通
の
日
本
人

は
す
で
に
旉
居
の
內
側
に
ゐ
る
と
考
へ
て
み
れ
ば
ど
う
だ
ら
う
。
神
衟

が
い
は
ゆ
る
宗
敎
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神
衟
の
內
側
に
暮

ら
し
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
と
。
實
際
、
神
衟
を
學
ぶ
と
、

日
本
人
の
生
き
方
や
價
値
觀
は
神
衟
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思
へ
て
く

る
。

　
神
衟
の
本
を
讀
む
と
、
次
の
や
う
な
こ
と
が
わ
か
つ
て
く
る
。
存
在

に
先
立
つ
絶
對
者
と
し
て
の
神
を
認
め
な
い
、
す
な
は
ち
神
は
內
在
し

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
。
神
は
唯
一
者
で
は
な
く
、多
神
敎
で
あ
る
こ
と
。

神
は
全
能
で
も
な
い
。
神
衟
の
祭
祀
は
、
地
靈
・
穀
靈
・
祖
靈
な
ど
を

祀
り
、
共
同
體
の
繁
榮
を
願
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
。
自
然
の
營
み
へ
の

畏
れ
と
感
謝
に
基
づ
く
、
自
然
と
の
共
生
思
想
。
神
と
は
「
尋ヨ

ノ
ツ
ネ常

な
ら

神
道
と
日
本
人

髙
坂
　
相
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外
國
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
日
本
の
國
の
正
義
に
つ
い
て
考
へ
よ
う

と
思
ふ
と
き
、
天
皇
と
い
ふ
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
亂

暴
且
つ
端
的
に
言
へ
ば
、
日
本
に
於
い
て
は
、
天
皇
の
意
に
適
ふ
こ
と

が
正
義
で
あ
り
、
逆
ら
ふ
こ
と
が
惡
で
あ
る
。

　

い
や
い
や
、
今
の
世
は
さ
う
で
は
な
い
と
思
ふ
向
き
も
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
實
際
に
天
皇
の
意
が
朙
か
に
さ
れ
た
と
き
に
其
れ

に
對
抗
出
來
る
程
、
政
府
や
國
民
は
強
い
と
言
へ
る
だ
ら
う
か
。（
對

抗
す
る
こ
と
の
是
非
は
、
此
所
で
は
さ
て
お
く
。）

　

嘗
て
增
原
內
奏
問
題
と
い
ふ
事
件
が
あ
つ
た
。
事
は
國
防
に
つ
い
て

の
昭
和
天
皇
の
思
し
召
し
を
增
原
惠
吉
と
い
ふ
大
臣
が
う
つ
か
り
漏
ら

し
て
了
つ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
彼
は
天
皇
を
「
政
治
的
」
に
「
利
用
」

し
た
と
批
判
さ
れ
た
。
裏
を
﨤
せ
ば
、
批
判
者
は
、
天
皇
に
は
政
治
的

な
利
用
價
値
が
あ
る
と
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

此
よ
り
後
、
天
皇
に
依
る
正
義
を
考
へ
る
爲
に
、
天
皇
と
い
ふ
存
在

が
ど
う
い
ふ
存
在
で
あ
る
の
か
、
論
者
な
り
の
見
方
を
述
べ
よ
う
と
思

ふ
。日

本
の
國
と
天
皇

　

天
皇
と
い
ふ
存
在
は
日
本
と
い
ふ
國
と
不
可
分
で
あ
る
。
天
皇
は
日

本
の
天
皇
で
あ
る
し
、
日
本
は
天
皇
が
あ
つ
て
の
日
本
で
あ
る
。
神
勅

を
奉
じ
て
國
が
肇
め
ら
れ
た
と
い
ふ
の
は
成
程
神
話
で
あ
る
が
、
日
本

と
い
ふ
國
は
、
其
の
神
話
を
正
史
の
冒
頭
に
置
い
て
續
い
て
き
た
。

　

日
本
の
版
圖
は
最
初
か
ら
今
の
版
圖
で
は
な
か
つ
た
。
平
安
時
代
に

蝦
夷
を
討
伐
す
る
ま
で
は
東
北
地
方
は
版
圖
と
し
て
確
立
し
て
ゐ
た
と

は
言
ひ
難
い
で
あ
ら
う
。
北
海
衟
や
琉
球
諸
島
が
版
圖
と
し
て
確
定
す

る
の
は
更
に
時
代
が
下
る
。
歷
史
的
に
連
續
し
て
存
在
し
た
日
本
と
い

ふ
國
は
、
天
皇
の
知
ら
し
食
す
國
、
と
し
て
括
る
よ
り
仕
方
が
な
い
や

う
に
思
へ
る
。
そ
し
て
、
皇
統
が
萬
世
一
系
を
保
つ
て
來
た
が
故
に
、

日
本
と
い
ふ
國
は
一
つ
の
ま
ま
途
絕
え
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
き
た
。

天
皇
に
つ
い
て
の
一
考
察

名
賀
月
　
晃
嗣
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今
僕
の
手
元
に
、「
大だ

い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

本ほ
ん

尊ぞ
ん

御ご

圖づ

式し
き

要え
う

義ぎ

」
と
い
ふ
本
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
日
蓮
宗
で
尊
重
さ
れ
る
大
曼
荼
羅
御
本
尊
（
寫
眞
）

に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
で
す
。
僕
は
こ
の
本
を
、
田
舍
の
お
寺
か
ら
、

半
ば
盜
む
や
う
な
形
で
分
け
て
も
ら
つ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
こ
の

時
點
で
僕
は
「
不
偸
盜
戒
」
を
犯
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
ん

な
者
が
大
曼
荼
羅
御
本
尊
に
つ
い
て
何
か
書
い
て
い
い
も
の
か
、
佛
罰

が
下
ら
な
い
か
不
安
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
「
大
曼
荼
羅
本
尊
御

圖
式
要
義
」
を
臺
に
ひ
と
つ
日
蓮
宗
と
法ほ

華け

經き
や
うの

一
端
に
つ
い
て
書
い

て
み
ま
せ
う
。
と
は
言
へ
、
僕
は
修
行
を
し
た
譯
で
も
な
く
、
日
蓮
宗

信
者
と
し
て
は
甚
だ
至
ら
な
い
者
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
文
も
深
く
穿

つ
た
も
の
に
は
な
ら
な
い
衟
理
で
、
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
る
方

も
い
ら
つ
し
や
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
何
卒
ご
寬
恕
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
ひ
ま
す
。

　
日
蓮
宗
は
、
皆
樣
ご
存
知
の
通
り
、
日
蓮
上

し
や
う

人に
ん(

一
二
二
二

〜
一
二
八
二
）
が
、
大
乘
佛
敎
の
經
典
「
法
華
經
」（
詳
し
く

は
妙
法
蓮
華
經
。
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

原
典
を
、
鳩く

摩ま

羅ら

什じ
ふ

（
三
三
九
〜
四
〇
九
）
が
漢
譯
し
た
も
の
）

を
根
本
經
典
と
し
て
開
宗
し
た
日
本
佛
敎
宗
派
の
ひ
と
つ
で

す
。
開
宗
は
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
の
こ
と
と
言
は
れ
ま
す
。

　
日
蓮
宗
を
他
の
所
謂
鐮
倉
佛
敎
諸
宗
派
と
比
較
し
て
考
へ

大
曼
荼
羅
御
本
尊
に
つ
い
て

酒
井
　
景
二
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　「
ま
る
で
宗
教
だ
」。

　
昨
今
は
、「
宗
教
」
と
い
ふ
言
葉
の
頭
に
「
ま
る
で
」
を
附
け
た
、
こ
の

表
現
を
見
聞
き
す
る
事
が
あ
り
ま
す
。「
マ
ル
チ
商
法
な
ん
て
、
ま
る
で
宗

教
だ
」
と
い
ふ
具
合
に
、
大
抵
は
、「
騙
さ
れ
て
ゐ
る
」「
冷
静
な
判
断
力
を

失
つ
て
、
根
拠
も
な
い
の
に
信
じ
て
ゐ
る
」
と
い
つ
た
否
定
的
な
文
脈
で
用

ゐ
ら
れ
る
や
う
で
す
。

　
現
代
社
会
で
「
ま
る
で
宗
教
の
や
う
な
も
の
」
が
こ
の
や
う
に
非
難
さ
れ

る
な
ら
、
本
家
の
宗
教
も
同
じ
や
う
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
非
難
さ
れ
て
ゐ

ま
す
。

　「
宗
教
は
金
を
巻
き
上
げ
る
悪
徳
商
法
だ
」。

　「
宗
教
は
屁
理
屈
を
理
屈
と
言
ひ
張
る
」。

　「
宗
教
は
数
多
く
の
戦
争
や
人
種
差
別
を
引
き
起
こ
し
た
」。

　「
テ
ロ
を
起
こ
す
危
険
な
宗
教
も
一
部
に
あ
る
」。

　「
宗
教
の
教
へ
は
非
科
学
的
だ
し
時
代
後
れ
だ
」。

　「
子
供
に
対
す
る
宗
教
の
押
し
つ
け
は
良
く
な
い
」。

　「
宗
教
は
自
立
心
の
弱
い
人
が
す
が
る
た
め
の
も
の
だ
」

と
い
つ
た
具
合
で
す
。

　
こ
の
記
事
で
は
、
そ
れ
ら
の
意
見
の
う
ち
の
幾
つ
か
を
取
り
上
げ
て
考
察

し
て
み
ま
す
。
皆
さ
ん
が
自
分
自
身
の
結
論
を
出
す
上
で
の
ヒ
ン
ト
に
な
れ

ば
幸
ひ
で
す
。

「
宗
教
を
隠
れ
蓑
に
」
？

　「
宗
教
を
隠
れ
蓑
に
悪
い
事
を
し
て
ゐ
る
連
中
が
、
あ
ま
り
に
も
多
い
！

だ
か
ら
宗
教
は
危
険
だ
！
」

　
成
程
、
或
る
意
味
さ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
た
と
へ
ば
、
過
去
に
東
京
の

地
下
鉄
で
起
き
た
毒
ガ
ス
テ
ロ
は
、
宗
教
団
体
の
指
導
的
立
場
に
ゐ
た
人
々

が
、
組
織
ぐ
る
み
で
罪
無
き
人
々
を
殺
傷
し
た
お
ぞ
ま
し
い
事
件
と
し
て
、

多
く
の
日
本
人
の
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
宗
教
や
ら
オ
カ

ル
ト
や
ら
を
面
白
を
か
し
く
記
事
や
番
組
に
取
り
上
げ
て
き
た
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
も
、
こ
の
事
件
を
境
に
「
宗
教
は
怖
い
」「
宗
教
は
人
を
騙
し
て
残
酷
な

事
を
さ
せ
る
」
と
、
論
調
が
が
ら
り
と
変
つ
た
事
を
、
私
も
思
ひ
出
し
ま
す
。

　
で
も
、
そ
の
結
論
で
終
り
に
す
る
前
に
、
一
寸
待
つ
て
く
だ
さ
い
。「
宗

教
は
悪
の
隠
れ
蓑
」
と
お
つ
し
や
い
ま
す
が
、「
悪
」
が
隠
れ
る
「
隠
れ
蓑
」

ま
で
あ
か
ら
さ
ま
に
「
悪
」
と
云
ふ
の
は
、
何
か
の
ギ
ャ
グ
で
せ
う
か
。
宗

教
が
羊
の
や
う
に
大
人
し
い
善
そ
の
も
の
に
見
え
る
か
ら
こ
そ
、「
隠
れ
蓑
」

宗
教
不
信
―
な
ぜ
？

押
井
　
徳
馬
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に
も
出
來
る
と
い
ふ
も
の
で
す
。

　
言
ひ
換
へ
る
な
ら
、
先
の
言
葉
は
、
実
際
に
は
宗
教
に
良
い
印
象
を
持
つ

て
ゐ
る
人
が
多
い
証
拠
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
そ
し
て
、
性
格
が
温
厚
な
人

を
「
仏
の
○
○
」「
○
○
は
神
」
と
喩
へ
た
り
、「
お
坊
さ
ん
と
か
牧
師
さ
ん

み
た
い
に
優
し
い
話
し
方
だ
」
と
云
ふ
形
容
も
、
多
く
の
人
が
宗
教
の
表
す

善
良
さ
に
気
附
い
て
ゐ
る
事
を
表
し
て
ゐ
ま
す
。

　
宗
教
は
戦
争
の
原
因
に
な
つ
て
き
た
と
非
難
さ
れ
る
一
方
、敵
国
に
ゐ
る
、

宗
教
を
同
じ
く
す
る
同
胞
に
銃
を
向
け
る
訳
に
は
い
か
ぬ
と
、
宗
教
的
信
念

か
ら
兵
役
を
拒
否
し
て
投
獄
さ
れ
た
り
処
刑
さ
れ
た
人
も
決
し
て
少
く
あ
り

ま
せ
ん
し
、
宗
教
的
理
由
等
で
兵
役
に
就
か
な
い
人
が
投
獄
さ
れ
ず
代
替
業

務
を
行
ふ
事
の
出
来
る
「
良
心
的
兵
役
拒
否
」
の
制
度
は
、
キ
リ
ス
ト
教
国

の
欧
米
を
中
心
に
整
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
奴
隷
制
と
黒
人

差
別
を
煽
つ
て
き
た
か
の
や
う
に
語
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
奴
隷
制
に
疑
問
を

投
げ
か
け
た
ス
ト
ウ
夫
人
や
、
奴
隷
を
解
放
し
た
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
も
、

黒
人
差
別
に
反
対
し
た
キ
ン
グ
牧
師
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
し
た
。

　
宗
教
団
体
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
や
災
害
の
避
難
者
に
率
先
し
て
炊
き
出
し
を

行
つ
た
り
、
病
院
や
孤
児
院
を
運
営
し
た
り
と
、
営
利
組
織
に
は
難
し
い
事

も
あ
る
慈
善
活
動
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
宗
教
が
「
平
和
」「
博
愛
」「
善
行
」「
正
義
を
愛
す
る
心
」
な
ど
を
教
へ

ま
た
実
践
す
る
の
を
、
私
た
ち
は
と
も
す
る
と
「
当
り
前
」
と
思
ひ
が
ち
で

す
。
で
す
か
ら
我
々
は
、宗
教
に
「
正
義
」
を
大
き
く
期
待
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、

宗
教
の
名
の
下
の
不
正
義
を
見
る
と
、
よ
け
い
に
許
せ
な
い
と
感
じ
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

「
宗
教
に
入
信
す
る
と
人
が
変
る
」
？

　「
宗
教
に
入
信
す
る
と
、
ま
る
で
人
が
変
る
の
が
怖
い
」
と
言
ふ
人
も
ゐ

ま
す
。

　
変
化
と
い
つ
て
も
、「
大
酒
飲
み
で
暴
力
を
振
る
ふ
粗
暴
な
人
が
、
羊
の

や
う
に
温
厚
な
性
格
に
変
つ
た
」
と
云
ふ
変
化
で
あ
れ
ば
歓
迎
す
る
人
は
多

い
で
せ
う
し
、「
こ
こ
ま
で
人
を
変
へ
る
と
は
、
畏
る
べ
き
」
と
、
良
い
意

味
で
そ
の
宗
教
に
畏
れ
を
抱
く
で
せ
う
。

　
し
か
し
一
般
に
よ
く
聞
く
意
見
と
は
、
宗
教
団
体
の
機
関
誌
の
体
験
談
に

あ
り
が
ち
な
、
そ
の
や
う
な
変
化
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
と
へ
ば
、待
遇
の
良
い
正
社
員
の
仕
事
か
ら
ア
ル
バ
イ
ト
に
変
へ
た
り
、

名
声
の
高
い
大
学
を
受
験
し
な
か
つ
た
り
中
退
し
て
で
も
、
宗
教
活
動
に
多

く
の
時
間
を
費
や
す
や
う
に
な
る
人
が
少
な
か
ら
ず
ゐ
ま
す
。
仕
事
も
勉
強

も
嫌
ひ
で
は
な
い
し
、
と
て
も
真
面
目
に
こ
な
す
の
に
、
そ
ん
な
「
世
間
の

名
声
」
を
蹴
つ
て
、
宗
教
活
動
一
筋
に
の
め
り
込
む
様
子
を
見
て
、
周
囲
の

人
が
「
勿
体
な
い
人
生
だ
な
あ
」
と
言
ふ
事
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
こ
れ
は
、「
ど
こ
に
で
も
ゐ
る
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
生
」

と
比
較
し
た
相
対
的
な
価
値
基
準
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
ん
な

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
生
は
ど
う
で
せ
う
。
学
生
時
代
は
引
つ
込
み
思
案
だ
つ

た
の
に
、
社
員
研
修
を
受
け
た
り
先
輩
と
一
緒
に
営
業
を
行
ふ
に
つ
れ
、
積
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戰
ふ
理
由

　
こ
ん
な
奴
ら
の
た
め
に
、
こ
れ
以
上
誰
か
の
淚
は
見
た
く
な
い
！　

み
ん
な
に
笑
顔
で
ゐ
て
ほ
し
い
ん
で
す
！　
だ
か
ら
見
て
く
だ
さ
い
…

俺
の
、
変
身
！

　
「
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
ク
ウ
ガ
」
よ
り
ク
ウ
ガ
に
變
身
す
る
五
代
雄
介
の
臺
詞
。

こ
れ
ほ
ど
「
ヒ
ー
ロ
ー
が
戰
ふ
理
由
」
を
朙
確
に
示
し
た
言
葉
も
無
い
と
思

ふ
。

　

雄
介
は
敵
怪
人
グ
ロ
ン
ギ
に
父
親
を
殺
さ
れ
た
少
女
の
淚
を
見
て
、
こ
の

臺
詞
を
吐
く
。

　

グ
ロ
ン
ギ
は
人
間
を
標
的
と
し
た
狩
獵
ゲ
ー
ム
〝
ゲ
ゲ
ル
〟
を
行
ふ
怪
人

の
集
團
で
あ
る
。〝
ゲ
ゲ
ル
〟
を
逹
成
す
る
こ
と
で
集
團
內
で
の
序
列
が
決

ま
る
の
だ
が
、
超
人
的
な
力
を
持
つ
た
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
人
間
を
狩
る
の

は
容
易
い
事
で
、
だ
か
ら
條
件
を
設
け
（
何
日
中
に
何
人
、
と
か
）
難
易
度

の
高
い
〝
ゲ
ゲ
ル
〟
を
逹
成
す
る
こ
と
で
實
力
を
示
す
。

　

グ
ロ
ン
ギ
同
士
の
爭
ひ
は
御
法
度
で
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
〝
ゲ

ゲ
ル
〟
を
行
つ
て
ゐ
る
と
も
言
へ
る
。

　

だ
が
グ
ロ
ン
ギ
が
な
ん
の
た
め
に
〝
ゲ
ゲ
ル
〟
を
や
つ
て
序
列
を
決
め
て

ゐ
る
か
と
言
ふ
と
、
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
ダ
グ
バ
が
復
活
し
た
と
き
そ
の
座
を

賭
け
た
挑
戰
權
を
得
る
た
め
で
あ
り
、
集
團
と
し
て
目
的
が
あ
つ
て
行
つ
て

ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
人
間
狩
り
を
行
ふ
た
め
に
超
人
と

な
つ
た
と
言
へ
る
し
、
そ
れ
を
逡
巡
す
る
樣
子
も
無
い
。
劇
中
グ
ロ
ン
ギ
も

元
々
人
間
で
あ
つ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、〝
力
〟
に
取
り
憑
か
れ
、〝
ゲ
ゲ

ル
〟
を
平
然
と
行
へ
る
や
う
な
人
間
だ
か
ら
こ
そ
グ
ロ
ン
ギ
に
な
つ
た
と
言

へ
る
。

　

ま
さ
に
〝
惡
の
權
化
〟
と
言
へ
る
グ
ロ
ン
ギ
だ
が
、
そ
れ
に
對
抗
す
る
力

を
持
つ
ク
ウ
ガ
＝
雄
介
は
ど
う
か
。

　

古
代
か
ら
復
活
し
た
グ
ロ
ン
ギ
に
對
し
、
成
り
行
き
で
ク
ウ
ガ
に
變
身
し

戰
ふ
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
雄
介
だ
が
、
最
初
は
戰
ふ
氣
に
な
れ
な
か
つ

た
。
初
め
て
の
戰
鬪
を
終
へ
て
の
感
想
が
、「
怪
人
で
あ
つ
て
も
毆
る
の
は

氣
持
ち
が
惡
い
」
と
言
ふ
ほ
ど
、人
と
爭
ふ
こ
と
が
嫌
ひ
な
雄
介
な
の
だ
が
、

冒
頭
に
述
べ
た
や
う
に
、
犠
牲
者
の
遺
族
で
あ
る
少
女
の
淚
を
見
て
、
本
氣

で
戰
ふ
覺
悟
を
決
め
た
の
で
あ
る
。

　

ク
ウ
ガ
は
戰
へ
ば
戰
ふ
ほ
ど
力
が
增
し
て
い
く
。
だ
が
そ
れ
は
、
よ
り
グ

ロ
ン
ギ
に
近
づ
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ク
ウ
ガ
は
グ
ロ
ン
ギ
と
戰
ふ
た
め

オ
タ
ク
が
語
る
正
義
と
宗
教

佐
藤
　
俊
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に
グ
ロ
ン
ギ
と
同
じ
力
を
持
つ
た
た
め
だ
。
雄
介
は
そ
れ
を

―
〝
人
間
で

な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
〟
こ
と
を
恐
れ
な
が
ら
戰
ふ
の
で
あ
る
が
、
時
と
し
て

―
殘
虐
な
〝
ゲ
ゲ
ル
〟
を
行
ふ
グ
ロ
ン
ギ
に
對
し
、
復
讐
す
る
か
の
や
う

に
な
ぶ
り
殺
し
に
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
決
し
て
雄
介
は
力
に
溺
れ
る
こ
と

な
く
、
戰
ひ
を
樂
し
む
こ
と
は
無
い
。

　

最
終
決
戰
、
つ
ひ
に
復
活
し
た
リ
ー
ダ
ー
ダ
グ
バ
と
の
戰
ひ
に
際
し
、
ク

ウ
ガ
は
〝
究
極
の
凄
ま
じ
き
力
〟
を
解
き
放
つ
。
そ
れ
は
ダ
グ
バ
と
同
じ

―
殺
戮
と
破
壞
の
み
の
存
在
と
な
る
筈
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
雄
介
の
優
し

き
心
は
力
に
飮
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
無
か
つ
た
。

　

決
戰
の
最
中
象
徴
的
な
場
面
が
描
か
れ
る
。
變
身
が
解
け
、
兩
者
は
血
塗

れ
の
素
顏
で
毆
り
あ
ふ
の
だ
が
、ダ
グ
バ
は
滿
面
の
笑
み
を
た
た
へ
て
ゐ
る
。

文
字
通
り
戰
ひ
を
樂
し
ん
で
ゐ
る
の
だ
。
ダ
グ
バ
は
雄
介
と
戰
ふ
歬
に
「
も

つ
と
ぼ
く
を
笑
顏
に
し
て
よ
」
と
要
求
す
る
。
ま
さ
に
己
の
快
樂
の
た
め
だ

け
に
戰
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
雄
介
は
泣
き
な
が
ら
拳
を
振
る

う
。「
誰
か
の
淚
を
見
た
く
な
い
」
が
た
め
に
、
自
ら
は
淚
を
流
す
の
だ
。

　

劇
中
に
於
て
も
雄
介
は
、『
誰
か
の
淚
を
見
た
く
な
い
』
た
め
に
戰
ふ
の

は
い
い
け
ど
、
雄
介
自
身
の
笑
顏
は
ど
う
な
る
の
？
」
と
心
配
さ
れ
る
場
面

が
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
雄
介
は
自
分
以
外
の
た
め
に
戰
ふ
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
ク
ウ
ガ
に
限
ら
ず
、
全
て
の
ヒ
ー
ロ
ー
が
戰
ふ
理
由
な
の

だ
。「
自
分
の
笑
顏
の
た
め
だ
け
に
戰
ふ
」
惡
と
、
戰
ふ
理
由
な
の
で
あ
る
。

〝
厨
二
〟
で
惡
い
か

　

ネ
ッ
ト
コ
ピ
ペ
で
こ
ん
な
の
が
あ
る
。

正
義
の
味
方
の
特
徴

１ 

自
分
自
身
の
具
体
的
な
目
標
を
も
た
な
い

２ 

相
手
の
夢
を
阻
止
す
る
の
が
生
き
が
い

３ 

単
独
〜
小
人
数
で
行
動

４ 

常
に
な
に
か
が
起
こ
っ
て
か
ら
行
動

５ 

受
け
身
の
姿
勢

６ 

い
つ
も
怒
っ
て
い
る

悪
玉
の
特
徴

１ 

大
き
な
夢
、
野
望
を
抱
い
て
い
る

２ 

目
標
達
成
の
た
め
研
究
開
発
を
怠
ら
な
い

３ 

日
々
努
力
を
重
ね
、
夢
に
向
か
っ
て
手
を
尽
し
て
い
る

４ 

失
敗
し
て
も
へ
こ
た
れ
な
い

５ 

組
織
で
行
動
す
る

６ 
よ
く
笑
う

　
「
あ
ー
、
そ
ー
ゆ
ー
見
方
も
あ
る
よ
ね
」
と
笑
つ
て
濟
ま
す
や
う
な
も
の

だ
が
、
ま
じ
め
に
考
へ
て
み
る
。
順
番
が
逆
に
な
る
が
、「
悪
玉
の
特
徴
」
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島
田
裕
巳『
な
ぜ
人
は
宗
教
に
ハ
マ
る
の
か
』（
河
出
書
房
新
社
）

　
「
14
歳
の
世
渡
り
術
」
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、「
宗
教
」「
新
宗
教
」「
カ
ル
ト
宗

教
」
と
い
ふ
一
見
難
し
い
話
題
を
、
中
学
生
に
も
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。

　

現
代
の
日
本
に
お
い
て
、「
宗
教
は
怖
い
」
と
い
ふ
漠
然
と
し
た
印
象
を
持

つ
人
や
、「
宗
教
な
ん
て
自
分
と
関
係
な
い
」
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
人
は
、
き

つ
と
多
い
だ
ら
う
。
し
か
し
、「
科
学
の
発
達
と
共
に
、
宗
教
は
『
迷
信
』
と

み
な
さ
れ
て
衰
退
す
る
」
と
い
ふ
十
九
世
紀
の
予
言
は
当
た
る
ど
こ
ろ
か
、

二
十
一
世
紀
の
現
代
に
お
い
て
も
未
だ
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
て
ゐ
る
。
宗
教

に
縁
が
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
人
で
も
、
毎
月
祝
ふ
年
中
行
事
に
は
大
抵
、
宗
教

的
背
景
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
歴
史
と
宗
教
は
切
つ
て
も
切
れ
な
い
密
接
な
関
係

が
あ
つ
た
。
こ
の
や
う
に
、
誰
も
が
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

宗
教
を
信
じ
る
と
は
何
な
の
か
、
宗
教
に
入
信
す
る
と
は
ど
の
や
う
な
事
な

の
か
。
特
に
、
自
分
の
親
し
い
友
人
や
親
族
が
他
の
宗
教
に
改
宗
し
た
と
い
ふ

知
ら
せ
を
聞
く
時
、
そ
ん
な
疑
問
が
頭
に
浮
ぶ
事
が
あ
る
だ
ら
う
。「
あ
の
人

は
宗
教
な
ん
か
に
ハ
マ
つ
て
、
本
当
に
大
丈
夫
だ
ら
う
か
」
と
不
安
に
な
る
事

も
あ
る
だ
ら
う
。
ま
た
、
物
心
付
い
た
頃
か
ら
親
と
共
に
宗
教
グ
ル
ー
プ
に
參

加
し
て
き
た
人
が
、
思
春
期
に
な
り
「
こ
れ
で
良
い
の
だ
ら
う
か
、
親
に
宗
教

を
押
し
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
疑
問
を
抱
く
人
も
ゐ
る
だ
ら
う

が
、
き
つ
と
そ
れ
ら
の
答
へ
を
出
す
ヒ
ン
ト
に
な
る
だ
ら
う
。

　

本
書
は
「
カ
ル
ト
は
と
に
か
く
怖
い
」「
宗
教
に
ハ
マ
る
の
は
心
の
弱
い
人
」

と
い
ふ
俗
流
宗
教
論
に
走
る
事
な
く
、
宗
教
の
良
い
点
も
注
意
す
べ
き
点
も
比

較
的
バ
ラ
ン
ス
良
く
取
り
上
げ
て
ゐ
る
や
う
に
感
じ
る
。（
押
井
徳
馬
）

稻
垣
久
和
・
金
泰
昌
編

『
公
共
哲
學
１
６ 

宗
敎
か
ら
考
へ
る
公
共
性
』

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日 

東
京
大
學
出
版
會

　

平
成
十
六
年
に
開
催
さ
れ
た
第
５
３
囘
公
共
哲
學
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
宗
敎

と
公
共
世
界
・
公
共
宗
敎
は
可
能
か
？
」
の
發
表
・
討
論
に
基
づ
い
た
本
で
あ

る
。
宗
敎
か
ら
考
へ
る
公
共
性
と
い
ふ
テ
ー
マ
で
、
韓
國
人
と
ア
メ
リ
カ
人
を

含
む
樣
々
な
宗
敎
や
思
想
の
硏
究
者
が
參
加
し
て
ゐ
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
ふ

こ
と
も
あ
つ
て
雜
然
と
し
た
本
だ
が
、
基
調
と
し
て
、
政
敎
一
致
の
宗
敎
や
共

同
體
・
國
家
と
密
着
し
て
ゐ
る
宗
敎
と
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
宗
敎
と
の
對
立
軸

が
見
て
取
れ
る
。
私
は
こ
れ
を
現
代
の
神
道
が
置
か
れ
て
ゐ
る
狀
況
を
見
る
た

め
の
も
の
と
し
て
讀
ん
だ
。
三
十
人
近
い
參
加
者
の
中
で
神
道
界
か
ら
の
參
加

は
唯
一
、
當
時
國
學
院
大
學
學
長
で
あ
つ
た
安
蘇
谷
正
彥
氏
だ
け
で
あ
る
。
安

蘇
谷
氏
は
平
明
な
學
風
を
も
つ
神
道
神
學
者
だ
が
、
發
表
・
討
論
と
も
に
參
加

し
、
神
道
の
立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
ゐ
る
。
神
道
は
他
の
參
加
者
か
ら
國

家
神
道
や
靖
國
問
題
、
共
同
體
的
性
格
な
ど
が
批
判
さ
れ
て
を
り
、
安
蘇
谷
氏

が
そ
れ
を
一
人
で
受
け
て
立
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
發
言
は
神
道
の
擁
護
と
い
ふ

よ
り
殆
ど
日
本
の
擁
護
に
な
つ
て
ゐ
る
。
普
通
に
神
道
の
本
を
選
ば
ず
こ
れ
を

取
り
上
げ
た
の
は
、
樣
々
な
宗
敎
の
對
話
の
中
で
、
神
道
及
び
日
本
人
を
主
體

的
か
つ
客
觀
的
に
考
へ
る
の
に
好
適
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
神
道
以

外
の
宗
敎
に
關
心
が
あ
る
人
に
も
興
味
深
く
讀
め
る
だ
ら
う
。（
髙
坂
相
）
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金
谷
治
『
老
子
』
講
談
社
學
術
文
庫　
１
２
７
８

　
講
談
社　
１
９
９
７
年
４
月
１
０
日

　

支
那
思
想
で
知
つ
て
お
く
べ
き
は
、
儒
と
老
莊
で
あ
ら
う
。
墨
家
は
早
く
に

滅
ん
で
了
つ
て
ゐ
る
。
法
家
や
兵
家
は
一
般
庶
民
に
は
ち
と
緣
遠
い
や
う
に
思

ふ
。

　

本
稿
で
は
、
老
莊
の
内
の
老
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
內
容
は
讀

め
ば
分
る
し
、
筆
者
が
要
約
し
て
も
碌
な
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ら
う
か
ら
、
や

ら
な
い
。

　

構
成
は
、
章
每
に
、
現
代
日
本
語
譯
、
書
き
下
し
文
、
白
文
の
順
に
本
文
が

揭
げ
ら
れ
た
後
、
解
說
が
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
卷
末
に
も
別
途
解
說
が

載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
卷
末
の
解
說
は
老
莊
思
想
に
つ
い
て
の
平
易
な
入
門
に
な

つ
て
ゐ
る
。
其
處
だ
け
讀
ん
で
槪
略
を
理
解
す
る
の
も
あ
り
か
も
知
れ
な
い
。

　

筆
者
は
『
多
言
數
窮
』
と
い
ふ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
愼
ま
し
く
運
營
し
て
ゐ
る

が
、
此
の
題
は
老
子
か
ら
採
つ
た
も
の
で
あ
る
。
言
葉
數
が
多
い
と
碌
な
こ
と

に
な
ら
な
い
と
い
ふ
位
の
意
味
だ
が
、
色
々
書
き
散
ら
か
し
て
ば
か
り
で
、
本

當
、
碌
な
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
な
い
。

　
「
知
る
者
は
言
は
ず
、
言
ふ
者
は
知
ら
ず
」

　
「
知
り
て
知
ら
ず
と
す
る
は
上
な
り
、
知
ら
ず
し
て
知
る
と
す
る
は
病
な
り
」

　

か
う
い
ふ
邊
り
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
無
知
の
知
と
比
べ
て
み
て
も
い
い
の
か

も
知
れ
な
い
。（
名
賀
月
晃
嗣
）

プ
ラ
ト
ン
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』『
ク
リ
ト
ン
』『
パ
イ
ド
ン
』

　
（
新
潮
文
庫
等
）

　

西
洋
哲
学
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
プ
ラ
ト
ン
対
話
編
へ
の
膨
大
な
注
釈
で
あ

る
」
と
い
ふ
広
く
知
ら
れ
た
言
葉
か
ら
も
そ
の
思
索
の
深
さ
が
伺
へ
る
古
代
ギ

リ
シ
ア
の
賢
人
プ
ラ
ト
ン
が
書
き
残
し
た
三
編
の
対
話
編
。
西
洋
哲
学
の
根
底

に
あ
る
「
善
と
悪
」、「
快
と
不
快
」
を
明
確
に
峻
別
す
る
姿
勢
は
こ
の
時
点
か

ら
も
強
く
意
識
さ
れ
て
を
り
、
こ
れ
は
案
外
日
本
人
の
疎
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

哲
学
の
み
な
ら
ず
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
久
し
い
昨

今
、
相
手
の
論
理
を
助
け
、
相
手
の
同
意
を
取
り
、
そ
れ
で
も
相
手
の
納
得
の

い
く
結
論
と
は
違
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
を
示
す
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
証
法
は

「
議
論
の
進
め
か
た
」
の
参
考
に
も
な
ら
う
し
、
ま
た
純
粋
に
物
語
と
し
て
観

て
も
面
白
い
。
た
だ
生
き
る
の
で
は
な
く
「
善
く
生
き
る
こ
と
」
が
寛
容
で
あ

る
と
脱
獄
を
拒
否
し
、
友
の
眼
前
で
毒
を
飲
ん
だ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
を
、
プ
ラ

ト
ン
は
生
き
生
き
と
描
い
て
ゐ
る
。（
紫
）
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Requiem
 aeternam

 dona eis, D
om

ine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hym

nus, D
eus, in Sion,

et tibi reddetur votum
 in Jerusalem

;
Exaudi orationem

 m
eam

,
ad te om

nis caro veniet.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

永
遠
の
安
息
を
与
へ
た
ま
へ
、
主
よ

そ
し
て
、
絶
え
間
な
い
光
が
彼
ら
へ
と
照
ら
さ
れ
ん
こ
と
を

あ
な
た
に
は
讚
歌
こ
そ
が
相
応
し
い
、
神
よ
、
シ
オ
ン
に
て

そ
し
て
あ
な
た
に
は
復
誦
さ
れ
る
で
あ
ら
う
、
誓
ひ
が
、
イ
ェ
ル

サ
レ
ム
に
て

聞
き
届
け
よ
、
私
が
語
る
こ
と
を

あ
な
た
の
も
と
へ
、
全
て
の
肉
の
あ
る
も
の
が
至
る
で
あ
ら
う

主
よ
、
哀
れ
み
た
ま
へ

キ
リ
ス
ト
よ
、
哀
れ
み
た
ま
へ

主
よ
、
哀
れ
み
た
ま
へ
　（
私
訳
）

　
本
稿
で
評
す
る
こ
と
に
な
る
『
レ
ク
イ
エ
ム
』
は
十
九
世
紀
末
か
ら

二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
ォ
ー
レ
に
よ
つ
て
作
曲

さ
れ
た
傑
作
で
あ
り
、
ひ
よ
つ
と
す
れ
ば
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
そ
れ
ほ

ど
親
し
ん
で
ゐ
ら
れ
な
い
か
た
に
も
知
ら
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
の
曲
か
も
し

れ
な
い
。 

フ
ォ
ー
レ
の
こ
の
す
ば
ら
し
い
楽
曲
に
つ
い
て
は
様
々
な

こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
『
レ
ク
イ
エ
ム
』
と
い
ふ
も

の
に
つ
い
て
い
く
ら
か
簡
単
に
紙
面
を
さ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
「
ミ
サ
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

―
小
特
輯
・
音
楽
―

フ
ォ
ー
レ
『
レ
ク
イ
エ
ム
』
評

紫
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曲
の
題
名
つ
て
、
歌
ひ
出
し
を
そ
の
儘
使
つ
て
る
の
か
、
單
に
便
宜
的
に

使
つ
て
る
の
か
分
ら
な
い
ん
で
す
が
、
何
う
な
つ
て
ゐ
る
の
？

　
何
う
も
今
日
は
。
小
說
が
書
け
な
い
の
で
趣
味
に
走
り
ま
し
た
。
國
歌
好

き
が
高
じ
て
幾
つ
か
の
國
歌
が
歌
へ
る
と
い
ふ
事
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
も
呟
き

ま
し
た
が
、
今
囘
は
そ
の
內
譯
を
紹
介
し
て
み
よ
う
と
思
ひ
ま
す
。
と
は
云

へ
、
そ
の
實
發
音
が
怪
し
か
つ
た
り
、
一
番
し
か
歌
へ
な
か
つ
た
り
、
歌
詞

の
意
味
は
覺
え
て
ゐ
な
か
つ
た
り
し
ま
す
が
。
尙
、
非
獨
立
地
域
や
亡
國
の

も
の
等
も
含
め
て
ゐ
ま
す
。

　
折
角
な
の
で
拙
譯
の
歌
詞
も
揭
載
。

　
處
で
歌
詞
の
無
い
國
歌
は
歌
へ
る
內
に
入
る
の
か
し
ら
。

ア
ジ
ア
洲

「
君
が
代
」(

日
本
、
一
九
九
九
年
法
制
化)

　
云
は
ず
と
知
れ
た
日
本
の
國
歌
。
抑
も
國
歌
は
西
洋
か
ら
興
り
、
近
代
化

の
最
中
に
各
地
へ
輸
入
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
中
、
十
九

世
紀
迄
に
西
洋
的
旋
律
に
留
ま
ら
な
い
曲
を
作
つ
た「
君
が
代
」は
稀
な
ケ
ー

ス
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
他
國
で
民
族
的
旋
律
を
採
用
し
て
ゐ
る
國
歌
は
其

處
迄
舊
く
な
い
。
現
行
の
國
歌
で
は
一
番
邊
り
で
は
ウ
ガ
ン
ダ
の
國
歌
が
短

い
が
、
同
歌
は
三
番
迄
あ
る
の
で
、
全
體
と
し
て
最
も
短
い
の
は
「
君
が
代
」

で
あ
る
と
見
て
ゐ
ま
す
。

　
次
に
載
せ
る
歌
詞
は
、
朙
治
二
十
六
年
八
月
十
二
日
文
部
省
吿
示
第
三
號

別
册
「
祝
日
大
祭
日
歌
詞
竝
樂
譜
」
よ
り
。
但
し
「
は
」
は
「
者
」
に
由
來

す
る
變
體
假
名
で
書
か
れ
て
ゐ
る
。

　
　
君き

み

が
代よ

は
。
ち
よ
に
や
ち
よ
に
。

　
　
さ
ゞ
れ
い
し
の
。
巖い

は
ほと

な
り
て
。

　
　
こ
け
の
む
す
ま
で
。

「
愛
國
歌
」(
韓
國
、
一
九
四
八
年
～)

　
北
朝
鮮
の
も
の
と
は
題
名
が
同
じ
だ
け
で
あ
る
。
國
歌
制
定
歬
は
「
螢
の

光
」
の
原
曲
で
も
あ
る
「
オ
ー
ル
ド
・
ラ
ン
グ
・
サ
イ
ン
」
に
乘
せ
て
歌
は

―
小
特
輯
・
音
樂
―

世
界
の
國
歌
四
方
山
話

か
ふ
し
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天
皇
の
御
存
在
の
意
義
は
果
し
て
何
で
あ
る
か
、
或
る
保
守
系
論
者

は
こ
の
疑
念
に
対
し
て
歴
代
天
皇
の
幾
人
か
の
例
を
挙
げ
て
そ
の
御
人

徳
に
対
し
て
そ
れ
を
見
出
し
た
。
だ
が
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
若
し
仮

に
天
皇
が
『
日
本
書
記
』
の
伝
へ
る
が
如
き
武
列
天
皇
の
や
う
な
不
徳

の
御
方
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
そ
れ
を
以
て
『
天
皇
不
要

論
』
に
堕
す
る
の
か
と
云
ふ
疑
念
を
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
然
る
に
、

皇
統
は
如
何
に
御
人
徳
に
難
あ
り
と
さ
れ
る
天
皇
御
君
臨
あ
そ
ば
さ
れ

た
り
と
雖い

へ
ども

、
事
実
と
し
て
か
う
し
て
萬
世
一
系
肇て

う
こ
く國

以
来
連
綿
と
し

て
今
に
至
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
天
皇
は
聖
人
君
子
の
徳
を
以

て
皇
位
を
受
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
血
統
に
基
い
て
天
皇
に
な
る
の

で
あ
る
か
ら
、
天
皇
の
聖
徳
は
天
皇
の
御
治
績
や
個
人
的
御
人
徳
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
何
か
そ
れ
以
上
に
特
別
な
根
本
的
永
恒
の
価
値
を
認

め
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
諸
外
国
の
帝
室
或
い
は
王
室
と
の
根
本
的

な
違
ひ
が
そ
こ
に
は
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
言
で
云
ひ
表
す
と

す
れ
ば
、
皇
統
が
肇
國
以
来
萬
世
一
系
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
に
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
は
皇
統
が
諸
国
の
そ
れ
と
比
較
し
て
古
く
珍
無
類
で
あ
る

こ
と
が
我
が
皇
室
の
尊
い
唯
一
の
所ゆ

ゑ
ん以

で
は
な
い
、
そ
の
皇
統
の
内
容

に
尊
厳
な
る
國
體
が
あ
り
、
こ
の
國
體
と
共
に
栄
え
國
體
の
具
現
者
で

あ
ら
せ
ら
れ
る
儀
表
人
格
の
歴
史
的
連
続
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
仰
い
で

尊
き
神
聖
な
る
天
皇
で
あ
り
御
皇
室
と
為
す
の
で
あ
る
。
國
體
事
業
の

主
と
し
て
道
と
共
に
栄
え
あ
る
萬
世
一
系
の
天
皇
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

我
等
臣
民
は
万
邦
無
比
の
も
の
と
し
て
こ
れ
に
翼
賛
す
べ
き
で
あ
る
と

云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
で
は
そ
の
万
邦
無
比
の
尊
厳
な
る
日
本
國
體
と

は
何
か
と
云
へ
ば
、
即
ち
国
家
の
窮
極
的
基
盤
体
た
る
日
本
民
族
社
会

で
あ
る
。
民
族
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
民
族
社
会
と
し
て
存
在
し
、
日
本

民
族
の
場
合
そ
れ
を
皇

す
め
ら

御み

国く
に

に
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
民
族
社
会
は
第

一
に
体
質
の
共
同
社
会
で
あ
り
、
文
化
共
同
体
で
あ
り
、
場
所
の
共
同

体
で
あ
り
、
物
語
の
共
同
体
で
あ
り
、
そ
し
て
以
上
の
性
質
の
一
体
化

作
用
に
基
く
生
命
体
的
統
一
社
会
で
あ
る
。
こ
れ
は
如
何
な
る
民
族
と

雖い
へ
ども

ほ
ぼ
共
通
し
て
云
へ
る
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
世
界
広
し
と
雖い

へ
ども

有

中
枢
的
民
族
社
会
と
云
ふ
べ
き
も
の
は
た
だ
こ
の
我
が
日
本
に
の
み
存

す
る
と
云
つ
て
良
い
。
詰
り
、
世
界
諸
民
族
の
共
同
社
会
は
そ
の
窮
極

天
皇
の
存
在
意
義

野
中
　
浩
大
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誰
か
を
論
ず
る
時
、
そ
の
人
が
到
達
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
は
福
田
恆
存
が
何
処
か
で
述
べ
て
ゐ
た
事
だ
。
福
田

恆
存
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
吾
々
も
ま
た
福
田
恆
存
が
到
達
し
た
と
こ
ろ

か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
シ
ェ
ス
ト
フ
や
ニ
ー
チ
ェ
を
經
て
福
田
恆
存
が
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス

に
自
ら
の
出
発
点
を
見
出
し
た
事
は
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
多
く
の
人
が
ロ

レ
ン
ス
の
影
響
下
に
文
学
を
論
じ
始
め
た
初
期
の
福
田
恆
存
を
高
く
評

価
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、そ
れ
は
飽
く
ま
で
出
発
点
の
福
田
恆
存
だ
。

彼
等
が
「
衰
へ
た
」
と
極
附
け
る
晩
年
の
福
田
恆
存
を
、
寧
ろ
私
は
愛

好
す
る
。
そ
し
て
澄
み
透
つ
た
や
う
な
文
体
に
到
達
す
る
迄
の
福
田
恆

存
の
歩
み
を
、
私
は
辿
つ
て
、
私
の
福
田
恆
存
論
を
始
め
て
み
た
い
。

　
昭
和
二
十
年
代
の
福
田
恆
存
は
、
確
か
に
文
芸
評
論
家
と
し
て
認
知

さ
れ
て
ゐ
た
。『
黙
示
録
論
』
の
翻
訳
を
『
現
代
人
は
愛
し
う
る
か
』

の
題
で
刊
行
し
、
チ
ャ
タ
レ
イ
裁
判
に
特
別
弁
護
人
と
し
て
出
廷
し
た

福
田
恆
存
は
、
一
面
、
ロ
レ
ン
ス
の
思
想
に
従
っ
た
、
言
は
ゞ
ロ
レ
ン

ス
信
者
と
し
て
の
容
貌
を
見
せ
て
ゐ
た
。
勿
論
、
そ
れ
は
福
田
恆
存
の

一
面
を
捉
へ
て
ゐ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
福
田
恆
存
が
既
に
雑
誌
の
懸
賞
に
戯
曲
を
応
募
し
、
或

は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
論
じ
て
ゐ
た
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
ロ
レ
ン

ス
は
、
少
数
の
戯
曲
も
書
い
て
は
ゐ
る
が
、
多
数
の
詩
を
書
き
、
何
よ

り
も
大
量
の
小
説
を
書
い
た
小
説
家
だ
つ
た
。
福
田
恆
存
は
小
説
家
で

は
な
い
。

　
着
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
論
な
の
で
あ
る
。

　
昭
和
十
三
年
に
福
田
が
書
い
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
論
は
、
ブ
ラ
ッ
ド

レ
ー
に
反
論
す
る
形
で
「
マ
ク
ベ
ス
」
を
批
判
す
る
内
容
と
な
つ
て
ゐ

る
が
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
論
を
大
い
に
意
識
し
て

ゐ
る
形
跡
が
見
ら
れ
る
。
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
に
対
す
る
反
論
と
見
る
よ
り

も
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に
対
す
る
反
論
と
見
た
方
が
良
い
位
だ
。
さ
う
し
た

背
景
を
考
へ
な
が
ら
『
人
間
・
こ
の
劇
的
な
る
も
の
』
を
読
ん
で
み
る

私
の
福
田
恆
存
論

野
嵜
　
健
秀
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一

　

秋
の
陽
射
し
は
実
に
穏
や
か
で
あ
つ
た
。
カ
ー
テ
ン
を
開
け
る
と
、
柔
ら

か
な
朝
日
が
部
屋
に
射
し
こ
み
、
ス
ミ
ダ
・
カ
ツ
ト
シ
は
思
は
ず
目
を
細
め

た
。

　

寝
間
著
か
ら
著
替
へ
る
に
、
す
ぐ
さ
ま
台
所
に
向
か
つ
た
。
台
所
に
工
業

用
ア
ル
コ
ー
ル
と
渾
名
せ
ら
れ
て
ゐ
る
合
成
淸
酒
の
ビ
ン
と
、
飮
み
か
け
の

湯
吞
が
放
置
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
昨
日
の
晩
酌
の
残
り
で
あ
る
。

　

彼
は
飮
み
か
け
の
湯
吞
を
す
す
ぎ
、
桶
に
水
を
張
り
沈
め
た
。
洗
ふ
の
は

帰
つ
て
か
ら
で
よ
か
ら
う
と
い
ふ
考
へ
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
棚
か
ら
新
し
い
湯
吞
と
代
用
緑
茶
の
容
器
を
取
り
出
し
た
。
代

用
緑
茶
は
残
り
わ
づ
か
で
あ
る
。
ま
た
、
補
充
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
奮

発
し
て
本
物
の
緑
茶
を
買
は
う
か
と
一
瞬
考
へ
る
も
、
結
局
い
つ
も
安
価
で

豊
富
な
そ
れ
を
買
ふ
の
が
常
で
あ
つ
た
。

　

代
用
緑
茶
と
、
昨
日
の
残
り
物
を
テ
ー
ブ
ル
に
置
い
た
。
毎
日
変
は
る
こ

と
の
な
い
、
彼
の
朝
食
で
あ
る
。

　

朝
刊
を
取
る
た
め
に
玄
関
に
向
か
ひ
、
ド
ア
ポ
ス
ト
に
手
を
突
込
ん
だ
と

こ
ろ
で
、
今
日
は
休
刊
日
で
あ
る
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
。

　

舌
打
ち
し
て
き
び
す
を
﨤
し
、
そ
し
て
、
テ
レ
ビ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
、

国
営
放
送
に
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
合
は
せ
た
。

『

―
全
国
の
天
気
で
す
。
ま
づ
は
カ
ン
ト
ウ
地
方
の
天
気
で
す
。
お
ほ
む

ね
晴
れ
る
で
せ
う
。
南
部
で
は
午
後
か
ら
雲
が
多
く
な
り
ま
す
が
、
雨
の
心

配
は
あ
り
ま
せ
ん
。
気
温
は
平
年
ど
ほ
り
で
す
が
、
雲
が
多
い
カ
ン
ト
ウ
南

部
で
は
、
気
温
よ
り
寒
く
感
じ
ら
れ
る
で
せ
う
。
続
い
て
、
ト
ウ
ホ
ク
地
方

で
す

―
』

　

温
め
直
し
た
ご
飯
を
か
き
こ
み
、
代
用
緑
茶
で
流
し
こ
む
。
相
変
は
ら
ず

の
不
味
さ
で
あ
る
。
濁
り
水
を
啜
つ
て
ゐ
る
と
変
は
ら
な
い
。
一
体
ど
こ
が

代
用
な
の
か
と
頭
を
傾
ぐ
に
値
す
る
不
味
さ
で
あ
る
。

　

洗
面
所
で
、
洗
顏
し
髭
を
剃
る
。
や
や
曇
つ
た
鏡
に
疲
れ
た
自
分
の
顏
が

映
つ
て
ゐ
る
。

　

慌
た
だ
し
く
準
備
を
終
へ
て
、
彼
は
ア
パ
ー
ト
か
ら
出
た
。
秋
の
朝
の
寒

さ
に
思
は
ず
身
を
す
く
め
て
し
ま
つ
た
。
そ
ろ
そ
ろ
、
薄
手
の
コ
ー
ト
を
準

―
小
說
―

ニ
ッ
シ
ャ
の
も
と
に
集
へ
!!

伊
川
　
清
三
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備
す
る
べ
き
だ
ら
う
。
寒
さ
が
身
に
堪
へ
る
。

　

ペ
ン
キ
が
完
全
に
は
げ
て
ゐ
る
手
す
り
が
目
に
つ
い
た
。
い
い
か
げ
ん
塗

り
直
す
べ
き
だ
と
は
、
こ
の
公
営
住
宅
の
入
居
者
全
員
が
思
つ
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
予
算
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
管
理
組
合
は
ペ
ン
キ
を
塗
り

直
す
こ
と
ま
で
手
が
廻
ら
な
い
。
手
す
り
ど
こ
ろ
か
、
最
近
は
壁
の
漆
喰
や

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
剝
離
が
目
立
つ
や
う
に
な
つ
て
き
た
の
は
決
し
て
気
の
せ

ゐ
で
は
な
い
。

　

階
段
を
駆
け
足
で
下
り
る
と
、
管
理
人
の
老
婦
が
日
課
で
あ
る
埽
除
に
精

を
出
し
て
ゐ
た
。

「
お
は
や
う
ご
ざ
い
ま
す
」

「
あ
ら
、
お
は
や
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
つ
て
ら
つ
し
ゃ
い
」

　

決
ま
り
き
つ
た
挨
拶
を
交
は
す
。

　

敷
地
の
入
り
口
に
あ
る
、
公
営
住
宅
の
掲
示
板
に
目
新
し
い
ポ
ス
タ
ー
が

張
つ
て
ゐ
る
の
が
確
認
せ
ら
れ
た
。

「
も
え
る
ゴ
ミ　
お　
あ
つ
め
る　
ひ　
が　
か
わ
り　
ま
す
。　
11
が
つ　

か
ら
、　

も
え
る
ゴ
ミ　

の　

あ
つ
め
る　

ひ　

わ　

ゲ
ツ
ヨ
ウ
ビ　

と　

モ
ク
ヨ
ウ
ビ　
に　
か
わ
り　
ま
す　
の
で
、　
き　
お　
つ
け
て　
く
だ

さ
い
」

　

既
に
廻
覧
で
知
ら
さ
れ
て
ゐ
る
ゴ
ミ
の
収
集
日
の
変
更
吿
知
で
あ
つ
た
。

彼
は
足
も
止
め
ず
、
そ
の
ま
ま
地
下
鉄
の
駅
へ
と
急
い
だ
。

　　

　

始
業
の
ち
や
う
ど
二
十
分
歬
に
会
社
の
自
分
の
机
に
著
い
て
、
特
別
な
聯

絡
事
項
が
な
い
か
を
確
認
す
る
も
、
自
分
に
関
係
す
る
も
の
は
な
か
つ
た
。

　

坐
る
と
ま
る
で
自
分
の
到
著
を
ば
持
つ
て
ゐ
た
か
の
や
う
に
、
電
話
の
ベ

ル
が
、
一
種
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
を
想
像
さ
せ
る
や
う
に
鳴
つ
た
。

　

顏
つ
き
が
一
瞬
ひ
き
つ
る
。
始
業
歬
の
時
間
に
来
る
電
話
な
ど
ろ
く
な
こ

と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
電
話
を
取
る
に
逡
巡
し
た
が
、
渋
々
そ
れ
を

手
に
取
つ
て
。

「
も
し
も
し

―
」

『
あ
ー
。
ス
ミ
ダ
さ
ん
か
ね
』

　

山
羊
の
や
う
な
声
が
電
話
の
向
か
う
か
ら
聞
こ
え
る
と
、
彼
は
血
圧
が
あ

が
つ
た
。
そ
れ
で
も
落
ち
著
き
払
ひ
、

「
カ
ネ
ダ
先
生
で
す
か
。
お
世
話
に
な
つ
て
を
り
ま
す
。
ど
う
い
つ
た
ご
用

件
で
」

『
う
ん
、
あ
の
ね
。
原
稿
の
件
だ
が
ね

―
』

　

彼
は
申
し
訳
な
さ
さ
う
に
切
り
出
し
た
。
胸
の
中
で
暗
澹
た
る
感
情
が
湧

き
起
こ
る
と
、
さ
ら
に
血
圧
が
あ
が
り
、
心
な
し
か
受
話
器
を
持
つ
手
が
震

へ
始
め
た
。

「
は
い
、
原
稿
が
」

『
い
や
ね

―
少
し
遅
れ
さ
う
な
ん
だ
よ
ね
』

　

向
か
う
は
捲
く
し
立
て
る
や
う
に
言
つ
た
。「
遅
れ
さ
う
」
と
い
ふ
言
葉

を
聴
い
た
と
き
、
彼
の
顏
は
瞬
く
間
に
紅
潮
し
た
の
で
あ
る
。
罵
言
が
出
さ

う
に
な
る
も
ど
う
に
か
吞
み
こ
む
。
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121. 地震に伴ふ發光現象に就て

寺田寅彥，帝國學士院會員
地震硏究所

(1930年 12月 12日)

大地震の際，本震の直前から直後にかけて，空中や地上での樣々な
發光現象の觀察がしばしば報吿されてゐる．我が國の歷史的文書の中
には，そのやうな現象の例が澤山見附かり，早くは西曆 869年に遡る
ものもある．しかしながら，ヨーロッパやアメリカの地震に關する文
獻では，似たやうな例は殆どない．興味深いことに，發光現象の主要
な特徴については，洋の東西を問はず記述が一致してゐる．しかしな
がら，これらの記錄は科學的には殆ど無價値と思はれてゐた．發光現
象の原因として，遠くでの稻妻，火事，近年では電送線のショートに
よる光などがあり得るとされてゐる．とは云ふものの，このやうな月
竝みな說明を否定するやうに見えるケースも殘ってゐる1．これと同
じ範疇に屬する發光現象が，1923年の關東大地震や 1924年 1月 15

日の東京での大地震でも觀察された．1930年 11月 26日に伊豆地方
で起きた直近の地震でも，同樣の發光現象の觀察證言が樣々な方面か
ら齎されてゐる．Musya氏は隣縣の中學校の生徒逹から 700程度の
證言を蒐集した．筆者は，偶々このやうな稀な現象を觀察した多數の
物理學者 から，最も信に足る記錄を得ることに成功した．これらの
データを吟味するに，筆者は，この現象は地震と直接つながる物理的
現象かもしれないと思ひがちになつてきてをり2，說明の手掛かりに

1例へば，A. Seiberg and R. Lais, Das mitteleuropäische Erdbeben vom 16
Nov. 1911.

2詳細は地震硏彙報に掲載豫定．
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