
日
本
近
代
文
学
の
一
特
質

｜

『
沈
黙
』
と
「
羅
生
門
」
を
中
心
と
し
て
Ｉ

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
Ｔ
几
八
四
年
八
月
か
ら
一
九
八
五
年
七
月
ま
で
、
凡
そ
一
年
間
、
私

は
北
京
に
滞
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
仕
事
は
国
際
交
流
基
金
（
Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

Ｆ
Ｏ
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
）
か
ら
の
派
遣
で
、
中
国
人
の
日
本
語

の
先
生
に
、
日
本
の
近
代
文
学
を
教
え
る
こ
と
で
し
た
。

工
　
　
藤

茂

現
代
化
と
国
民
の
理
想
の
実
現
化
に
あ
っ
た
と
、
私
は
見
ま
し
た
。
そ

の
時
に
使
用
さ
れ
て
い
た
音
楽
も
衣
裳
も
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
だ

族
に
固
有
の
も
の
で
し
た
。
私
は
北
京
に
あ
っ
て
、
自
分
が
日
本
人
で

あ
り
な
が
ら
、
日
本
と
い
う
国
と
そ
の
文
化
と
が
、
不
思
議
な
も
の
に

思
わ
れ
ま
し
た
。

　
実
は
こ
こ
に
、
日
本
文
化
の
特
質
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
一
　
日
本
文
化
の
一
特
質

　
か
っ
て
、
R
u
t
h
B
e
n
e
d
i
c
t
は
そ
の
有
名
な
著
、
ミ
r
h
e
C
h
r
y
s
a
n
t
h
e
.

ｎ
ｌ
Ｕ
ｎａ
乱
t
h
e
　
S
w
o
r
d‐

P
a
t
e
m
so
f
J
a
p
a
n
e
s
e
　
C
u
l
t
u
r
e

”

で
、
日
本
の
文
化
の
特
質
を
、
他
の
キ
リ
ス
ト
教
国
の
罪
の
文
化
に
舒

比
さ
せ
て
、
恥
の
文
化
と
規
定
し
ま
し
た
。
東
京
大
学
医
学
部
教
授
の

土
居
健
郎
は
、
そ
の
説
を
批
判
的
に
継
承
し
て
、
日
本
人
の
精
神
横
道

に
「
甘
え
」
の
構
造
を
指
摘
し
て
、
同
名
の
著
書
を
書
き
、
そ
こ
に
が

本
の
文
化
の
特
質
を
見
よ
う
と
し
ま
し
た
。

１

の
国
際
試
合
を
見
ま
し
た
。
中
国
チ
ー
ム
の
演
技
は
、
中
国
の
音
楽
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
他
の
国
の
チ
ー
ム
の
演
技
も
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
国
の
音
楽
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

チ
ー
ム
の
演
技
だ
け
は
、
西
洋
の
音
楽
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で

す
。

　
Ｔ
几
八
四
年
十
月
一
日
の
国
慶
節
の
時
、
私
た
ち
は
大
安
門
広
場
に

招
待
さ
れ
て
、
パ
レ
ー
ド
を
見
学
し
ま
し
た
。
中
国
に
は
五
ト
六
の
氏

族
が
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
パ
レ
ー
ド
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
国
防
の



　
し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
と
は

違
っ
た
観
点
か
ら
見
た
、
日
本
文
化
の
特
質
で
す
。

　
日
本
の
優
れ
た
評
論
家
に
、
加
藤
周
一
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
東
京

大
学
で
医
学
を
学
び
な
が
ら
、
同
時
に
多
様
な
文
学
活
動
を
展
開
じ
た

人
で
す
。
彼
は
一
九
九
五
年
に
「
日
本
文
化
の
雑
種
性
」
と
い
う
評
論

を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
中
で
彼
は
、
日
本
文
化
の
本
質
を
そ
の
帆
柱
性

に
あ
る
と
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
の
契
機
を
成
し
た
の
が
、
彼
の
西
洋
見

聞
　
　
特
に
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ア
ノ
ス
の
見
聞
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
国
の

文
化
に
触
れ
た
彼
は
、
北
京
で
の
私
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
の
文
化
と

は
何
で
あ
る
か
を
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
の
帰
路
、
彼
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
経
て
日
本
に
向
か
い
ま
す
。
船

の
上
で
見
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
マ
ル
セ
ー
ユ
と
同
じ
に
見
え
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
、
純
西
洋
の
文
化
で
あ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
に
近
づ
い
て
見
た
も
の
は
、
日
本
的
な
白
砂
吉
松
の

海
岸
線
で
あ
り
、
さ
ら
に
神
戸
港
に
入
っ
て
見
た
も
の
は
、
西
洋
と
日

本
と
が
分
か
ち
が
た
く
混
在
し
て
い
る
光
景
だ
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
印
象
が
、
彼
の
日
本
文
化
に
対
す
る
考
え
に
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
す
。
彼
は
日
本
の
文
化
を
純
日
本
柱
と
し
て
考
え
て
い
く
方
向
と

純
西
洋
種
と
し
て
考
え
て
い
く
方
向
と
が
、
無
駄
で
あ
る
こ
と
を
悟
り

ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
文
化
は
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
日
本
的
な
も

の
と
分
か
ち
難
く
、
西
洋
的
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。

　
こ
れ
は
決
し
て
、
純
粋
種
の
文
化
は
価
値
が
高
く
、
親
柱
の
文
化
は

価
値
が
低
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

－

－

－

文
化
の
本
質
を
考
え
る
時
に
、
そ
の
特
質
が
雑
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
す
。

　
加
藤
周
一
の
こ
の
指
摘
は
、
近
代
以
前
の
日
本
の
文
化
に
も
あ
て
は

ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
か
つ
て
日
本
に
は
音
声
言
語
は
あ
り
ま
し

た
が
、
文
字
言
語
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
『
古
事
記
』
も
『
万
葉
集
』

も
中
岡
の
文
字
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
ま
し
た
。
占
来
か

ら
伝
承
さ
れ
て
い
た
歌
謡
の
表
記
や
べ
万
葉
集
』
の
歌
の
表
記
は
、
中

国
の
文
字
の
本
来
の
意
味
を
捨
て
、
そ
の
音
を
借
り
て
表
記
し
た
の
で

す
。
こ
れ
を
仮
名
と
呼
び
ま
し
た
。
こ
の
仮
名
は
や
が
て
草
書
化
さ
れ

て
、
日
本
の
文
字
ひ
ら
が
な
を
生
み
ま
す
。
平
安
時
代
の
宮
廷
の
女
性

た
ち
は
、
こ
の
ひ
ら
が
な
に
よ
っ
て
物
語
や
随
筆
を
書
き
ま
し
た
。
今

は
亡
き
評
論
家
亀
井
勝
一
郎
は
、
そ
の
著
『
日
本
人
の
精
神
史
研
究
』

に
お
い
て
、
こ
の
現
象
を
草
化
現
象
と
名
づ
け
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

ひ
ら
が
な
と
い
う
言
語
文
化
も
、
そ
の
根
底
に
、
中
国
種
と
日
本
種
が

混
在
し
て
い
た
の
で
す
。
も
っ
と
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
日
本
人
は
中

国
か
ら
取
り
入
れ
た
文
化
を
、
や
が
て
日
本
固
有
の
文
化
に
変
質
さ
せ

た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
カ
タ
カ
ナ
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
カ
タ
カ
ナ
も
中
国
の
文
字
（
漢
字
）
の
一
部
分
か
ら
生
ま
れ
た
日

本
の
文
字
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
二
　
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
の
場
合

　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
宗
教
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
外
国
の
示
教
が
日
本
に
は
い
り
、
そ
れ
が
や
が
て
日
本
の

風
土
の
中
で
変
質
を
遂
げ
、
日
本
的
な
宗
教
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ

２



の
例
を
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
遠
藤
周
作
の
小
説
『
沈
黙
』
に
よ

っ
て
、
説
明
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
一
九
六
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
小
説
は
、
十
七
世
紀
に
禁
教
政
策

の
執
ら
れ
て
い
た
日
本
に
潜
入
し
た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
若
い
司
祭
セ

バ
ス
チ
ャ
ン
・
ロ
ド
リ
¥
1
(
S
e
b
a
s
t
i
a
n
R
o
d
o
r
i
g
o
)
の
転
び
（
棄
教
）

を
通
し
て
、
作
者
自
身
の
宗
教
観
を
、
小
説
の
世
県
に
具
体
化
し
た
も

の
で
し
た
。
「
異
邦
人
の
苦
悩
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
、
作
者
は
そ
の
こ

と
を
、
「
私
に
と
っ
て
距
触
感
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
、
ど
う
し
た
ら
身

近
な
も
の
に
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
」
を
考
え
た
も
の
だ
、
と
書
い
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
「
日
本
人
と
基
倍
数
」
、
「
基
倍
数
は
本

当
に
日
本
の
風
土
に
根
を
お
ろ
し
た
か
」
、
「
弱
者
と
強
者
」
と
い
っ
た
問

題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
以
下
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
フ
ェ
レ
イ
ラ
・
ク
リ
ス
ト
ヴ
ァ
ン
司
祭
（
F
e
r
r
e
i
i
r
a

C
町
ｒ
｛
ｏ
后
ｏ

召
ぞ
刄
｝
が
、
長
崎
で
穴
吊
り
の
拷
問
を
受
け
て
棄
数
し
た
。

　
穴
吊
り
の
拷
問
と
い
う
の
は
、
汚
物
を
入
れ
た
穴
の
中
に
、
体
を
縛

っ
て
逆
さ
ま
に
吊
す
拷
問
の
こ
と
で
す
。
血
が
頭
に
逆
流
し
て
、
そ
の

苫
痛
は
最
初
は
緩
や
か
に
、
し
か
し
、
や
が
て
そ
の
度
を
徐
々
に
加
え
、

最
後
は
言
語
に
絶
す
る
苫
し
み
に
な
る
と
い
い
ま
す
。

　
さ
て
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
が
日
本
で
棄
放
し
た
と
い
う
知
ら
せ
を
信
じ
る

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
三
人
の
若
い
司
祭
が
い
た
。
彼
ら
は
当
時
禁
教

政
策
の
厳
し
か
っ
た
日
本
に
潜
入
し
よ
う
と
、
コ
八
三
八
年
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
か
ら
出
航
す
る
。
途
中
、
そ
の
一
人
は
マ
カ
オ
で
病
い
に
倒
れ
、

セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ロ
ド
リ
ブ
S
e
b
a
s
t
i
a
n
R
o
d
o
r
i
g
o
）
と
フ
ラ
ン
シ
ス

　
・
ガ
ル
ペ
(
F
r
a
n
s
i
sG
a
l
l
p
e
)
の
二
人
だ
け
が
日
本
に
た
ど
り
着
く
。

け
れ
ど
も
、
切
支
丹
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
密
告
に
よ
っ
て
、
二
人
は
長
崎

奉
行
所
の
手
の
者
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン

シ
ス
・
ガ
ル
ペ
は
日
本
人
の
信
徒
と
と
も
に
、
海
中
に
没
し
て
殉
散
す

　
宣
教
師
を
棄
教
さ
せ
る
こ
と
が
切
支
丹
撲
滅
の
最
上
策
と
考
え
る
奉

行
所
は
、
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
を
棄
散
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
ら

ゆ
る
手
を
打
つ
。
獄
中
の
ロ
ド
リ
ゴ
の
前
に
現
れ
た
の
は
、
そ
の
名
も

沢
野
忠
庵
と
改
め
た
、
粟
散
し
た
フ
ェ
レ
イ
ラ
・
ク
リ
ス
ト
ヴ
ァ
ン
司

祭
で
あ
っ
た
。

　
　
ロ
ド
リ
ゴ
は
穴
吊
り
の
刑
に
苦
し
む
他
の
信
徒
の
う
め
き
声
を
聞
い

て
い
た
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
、
自
分
が
三
日
間
の
穴
吊
り
の
刑
で
は
棄
教

し
な
か
っ
た
こ
と
、
他
の
信
者
が
穴
吊
り
の
刑
に
苦
し
ん
で
い
る
時
に

神
は
何
も
し
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
信
者
の
苫
痛
の
声
を
聞
く

に
耐
え
ず
、
神
に
代
っ
て
信
者
の
苦
痛
を
款
お
う
と
転
ん
だ
（
粟
教
し

た
）
こ
と
を
ロ
ド
リ
ゴ
に
話
す
。

　
　
ロ
ド
リ
ゴ
の
心
に
は
、
神
の
沈
黙
へ
の
疑
惑
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

神
は
い
つ
の
場
合
で
も
沈
黙
し
て
い
た
、
と
ロ
ド
リ
ゴ
は
思
う
。
フ
ェ

’
レ
イ
ラ
は
そ
の
よ
う
な
ロ
ド
リ
ゴ
に
、
も
し
も
、
キ
リ
ス
ト
が
こ
こ
に

　
い
た
な
ら
ば
、
愛
の
行
為
の
た
め
に
転
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
ロ
ド

　
リ
ゴ
の
心
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
る
。

　
以
下
、
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
、
小
説
の
こ
の
場
面
の
と
こ
ろ
を
読

ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
診
暇
の
ほ
の
か
な
光
。
光
は
む
き
出
し
に
な
っ
た
司
祭
の
鶏
の

３



｜

　
こ
と
に
な
る
。

　
　
以
上
が
、
遠
藤
周
作
の
小
説
『
沈
黙
』
の
あ
ら
ま
し
で
す
。
作
者
は

　
そ
の
「
あ
と
が
き
」
に
、
「
ロ
ド
リ
ゴ
の
最
後
の
信
仰
は
プ
ロ
テ
ス
テ
ィ

　
ズ
ム
に
近
い
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
私
の
今
の
立
場
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
よ
っ
て
受
け
る
神
学
的
な
批
判
も
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
い
る
が

〃
ど
う
に
も
仕
方
が
な
い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　
　
司
祭
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
強
者
と
し
て
の
殉
教
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
穴

　
吊
り
で
苦
し
む
信
徒
の
声
に
打
ち
の
め
さ
れ
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
誘
惑
の

　
こ
と
ば
に
心
動
か
さ
れ
る
弱
者
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ロ
ド
リ
ゴ
が
、
こ

　
の
世
で
最
も
美
し
い
も
の
、
高
貴
な
も
の
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
裏
切

　
る
心
の
痛
み
。
そ
の
背
教
の
悲
し
み
と
苦
し
み
に
よ
っ
て
、
初
め
て
神

　
を
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
真
の
信
仰
を
得
る
。
作
者
は
口

　
ド
リ
ゴ
の
こ
の
棄
教
を
と
お
し
て
、
作
者
自
身
の
内
面
に
存
在
す
る
信

　
仰
の
問
題
を
、
こ
こ
に
形
象
化
し
て
み
せ
た
の
で
し
た
。
そ
の
問
題
と

　
い
う
の
は
、
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
問
題
で
し
た
。

　
　
作
者
の
自
作
解
題
「
異
邦
人
の
苦
悩
」
に
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が

　
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
私
の
考
え
て
い
る
示
教
と
い
う
も
の
に
は
、
二
つ
の
種
類
が
あ

　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
（
略
）
　
一
つ
は
父
の
宗
教
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
母
の
宗
教
で

　
　
　
あ
る
。
父
の
宗
教
と
い
う
の
は
、
神
が
人
間
に
と
っ
て
お
そ
る
べ

　
　
　
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
神
が
人
間
の
悪
を
裁
き
、
罰
し
、
怒

　
　
　
る
よ
う
な
神
で
あ
る
。

　
　
　
　
母
の
宗
教
と
い
う
の
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
ち
ょ
う
ど
母
親
が

４

　
　
よ
う
な
首
と
鎖
骨
の
浮
い
た
肩
に
さ
し
た
。
司
祭
は
両
手
で
踏
絵

　
　
を
も
ち
あ
げ
、
顔
に
近
づ
け
た
。
人
々
の
多
く
の
足
に
踏
ま
れ
た

　
　
そ
の
顔
に
自
分
の
顔
を
押
し
あ
て
た
か
っ
た
。
踏
絵
の
な
か
の
あ

　
　
の
人
は
多
く
の
人
間
に
踏
ま
れ
た
た
め
に
摩
滅
し
、
凹
ん
だ
ま
ま

　
　
司
祭
を
悲
し
げ
な
眼
差
し
で
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
眼
か
ら
は
ま

　
　
さ
に
ひ
と
し
ず
く
の
涙
が
こ
ぼ
れ
そ
う
だ
っ
た
。

　
　
　
「
あ
あ
」
と
司
祭
は
震
え
た
。
「
痛
い
」

　
　
　
「
ほ
ん
の
形
だ
け
の
こ
と
だ
。
形
な
ど
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
は

　
　
な
い
か
」
通
辞
は
興
奮
し
、
せ
い
て
い
た
。

　
　
　
「
形
だ
け
踏
め
ば
よ
い
こ
と
だ
」

　
　
　
司
祭
は
足
を
あ
げ
た
。
足
に
鈍
い
重
い
痛
み
を
感
じ
た
。
そ
れ

　
　
は
形
だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
は
今
、
自
分
の
生
涯
の

　
　
中
で
最
も
美
し
い
と
思
っ
て
き
た
も
の
、
最
も
聖
ら
か
と
信
じ
た

　
　
も
の
、
最
も
人
間
の
理
想
と
夢
に
み
た
さ
れ
た
も
の
を
踏
む
。
こ

　
　
の
足
の
痛
み
。
そ
の
時
、
踏
む
が
い
い
と
銅
板
の
あ
の
人
は
司
祭

　
　
に
む
か
っ
て
言
っ
た
。
踏
む
が
い
い
。
お
前
の
足
の
痛
さ
を
こ
の

　
　
私
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
。
踏
む
が
い
い
。
私
は
お
前
た
ち
に

　
　
踏
ま
れ
る
た
め
、
こ
の
世
に
生
れ
、
お
前
た
ち
の
痛
さ
を
分
っ
た

　
　
め
十
字
架
を
背
負
っ
た
の
だ
。

　
　
　
こ
う
し
て
司
祭
が
踏
絵
に
足
を
か
け
た
時
、
朝
が
来
た
。
鶏
が

　
　
遠
く
で
鳴
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
棄
教
し
た
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
初
め
て
真
の
信
仰
を
得

る
。
そ
し
て
江
戸
に
送
ら
れ
、
岡
田
三
石
衛
と
い
う
日
本
人
の
名
前
を

も
ら
い
、
日
本
人
の
妻
を
与
え
ら
れ
て
、
日
本
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
る



　
　
で
き
の
わ
る
い
子
供
に
対
し
て
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
神
が

　
　
そ
れ
を
ゆ
る
し
、
神
が
人
間
と
一
緒
に
苦
し
む
よ
う
な
宗
教
で
あ

　
　
る
。
い
ね
ば
歎
異
抄
に
い
う
善
人
も
款
わ
れ
る
な
ら
、
ま
し
て
悪

　
　
人
も
救
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
ゆ
る
す
宗
教
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
略
）
私
は
「
沈
黙
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
と
キ
リ

　
　
ス
ト
教
と
の
距
離
感
の
Ｉ
た
ん
を
う
ず
め
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
　
つ
ま
り
そ
れ
は
父
の
宗
教
か
ら
、
母
の
宗
教
へ
の
転
換
と
い
う
こ

　
　
と
で
あ
り
、
私
の
主
人
公
が
心
の
中
で
も
っ
て
い
た
父
の
宗
教
の

　
　
キ
リ
ス
ト
が
母
の
宗
教
の
キ
リ
ス
ト
に
変
っ
て
い
く
と
い
う
テ
ー

　
　
マ
で
あ
る
。

　
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
歓
異
抄
」
は
、
浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞

の
弟
子
唯
円
が
書
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
異
」
と
い
う
の
は
親

鸞
聚
大
の
考
え
と
異
な
る
こ
と
で
、
こ
の
書
の
意
味
は
親
鸞
聖
人
の
考

え
が
ゆ
が
め
ら
れ
、
ま
た
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
を
歎
く
、
そ
の
こ

と
は
と
い
う
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
第
三
条
に
「
善
人

な
を
も
っ
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
部
分
か
あ

り
ま
す
。
悪
人
と
い
う
の
は
決
し
て
悪
い
人
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
入
間
と
し
て
の
多
く
の
悩
み
を
か
か
え
て
い
る
人
と
い
う
こ
と

で
す
。
遠
藤
周
作
は
こ
の
「
歎
異
抄
」
の
こ
と
ば
を
、
比
喩
と
し
て
使

っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
し
か
し
こ
こ
で
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
の

仏
教
、
特
に
真
宗
の
そ
れ
に
近
づ
い
て
し
ま
い
ま
す
。

　
さ
て
、
以
上
の
解
説
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
父
な
る
示

教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
母
な
る
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に

日
本
化
す
る
過
程
を
テ
ー
マ
と
し
て
描
い
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
化
は
、
禁
教
時
代
の
か
く

れ
切
支
丹
が
、
マ
リ
ヤ
観
音
を
ひ
そ
か
に
礼
拝
し
て
い
た
こ
と
に
も
通

じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
作
者
は
、
小
説
『
沈
黙
』

の
主
要
な
登
場
人
物
で
あ
る
井
上
筑
後
守
に
、
次
の
よ
う
に
言
わ
せ
て

い
ま
す
。

　
　
「
か
つ
て
余
は
そ
こ
も
と
と
同
じ
切
支
丹
パ
ー
ド
レ
（
召
汗
の
ポ
ル

ト
ガ
ル
語
。
司
祭
、
神
父
、
宣
教
師
の
意
）
に
凪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。

仏
の
慈
悲
と
切
支
丹
デ
ウ
ス
（
｛
｝
Ｑ
Ｓ
）
の
慈
悲
と
は
い
か
に
違
う
か

と
。
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
己
の
弱
さ
に
、
衆
生
が
す
が
る
仏
の
慈
悲
、
こ

れ
を
款
い
と
日
本
で
は
教
え
て
お
る
。
だ
が
そ
の
パ
ー
ド
レ
は
、
は
っ

き
り
と
申
し
た
。
切
支
丹
の
申
す
綾
い
は
、
そ
れ
と
違
う
と
な
。
切
支

丹
の
款
い
と
は
デ
ウ
ス
に
す
が
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
信
徒
が
力

の
限
り
守
る
心
の
強
さ
が
そ
れ
に
伴
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
。
し
て
み
る
と

そ
こ
も
と
、
や
は
り
切
支
丹
の
教
え
を
、
こ
の
日
本
と
中
す
泥
沼
の
中

で
い
つ
し
か
曲
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

　
　
「
そ
こ
も
と
」
と
は
第
二
人
称
単
数
の
代
名
詞
で
、
こ
こ
で
は
棄
教

後
の
ロ
ド
リ
ゴ
に
向
か
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
こ
と
ば
で
す
。
ロ
ド
リ

ゴ
は
井
上
の
こ
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
。

　
　
「
基
倍
数
と
は
あ
な
た
の
言
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
陽
け
ぼ

う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
何
を
言
っ
て
も
、
誰
も
自
分
の
今
の
心
を
理

解
し
て
く
れ
る
者
は
い
な
い
と
思
っ
て
、
声
に
は
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
ロ
ド
リ
ゴ
の
心
こ
そ
、
『
沈
黙
』
を
書
い
た
作
者
自
身
の
心
だ
っ
た

の
で
す
。

５
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三
　
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
の
場
合

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
分
か
る
よ
う
に
、
遠
藤
周
作
の
『
沈

黙
』
は
、
作
者
の
宗
教
に
対
す
る
理
念
（
思
想
）
を
、
小
説
と
し
て
形

象
化
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
小
説
作
法
は
、
彼
が
フ

ラ
ン
ス
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
文
学
か
ら
学
び
と
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
日
本
の
近
代
文
学
の
特
質
も
、
そ
の
雑

種
性
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
ち
ょ
う
ど
、
『
古
今
和
歌

集
』
や
『
源
氏
物
語
』
に
中
国
の
文
学
が
投
影
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
。

　
日
本
の
近
代
文
学
の
中
に
、
「
私
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
ま

す
。
実
は
こ
れ
も
、
西
洋
の
自
然
主
義
の
文
学
に
学
び
な
が
ら
、
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
て
き
た
日
本
の
文
学
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は

私
小
説
で
は
な
く
、
芥
川
龍
之
介
の
短
い
小
説
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
芥
川
龍
之
介
は
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
年
）
三
月
一
日
東
京
で

生
ま
れ
、
大
正
時
代
（
一
九
回
一
年
か
ら
一
九
二
六
年
ま
で
）
に
そ
の

代
表
的
な
文
学
活
動
を
し
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
七
月
二
十
四

日
に
自
分
の
千
で
生
涯
を
閉
じ
た
作
家
で
す
。
お
そ
ら
く
黒
澄
明
の
映

画
「
羅
生
門
」
の
原
作
者
と
し
て
、
皆
さ
ん
も
御
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。

　
彼
の
文
学
の
特
色
の
一
つ
は
、
先
行
す
る
他
の
文
学
作
品
を
借
り
な

が
ら
、
自
分
自
身
の
文
学
を
創
り
出
す
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ

う
ど
日
本
の
短
歌
の
本
歌
取
り
の
よ
う
に
。
本
歌
取
り
と
い
う
の
は
、

短
歌
創
作
上
の
一
技
法
で
、
先
行
す
る
一
首
の
短
歌
を
借
り
な
が
ら
、

そ
こ
に
も
う
一
つ
の
新
し
い
趣
向
を
加
え
て
、
新
し
い
短
歌
を
創
り
上

－

－

－
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げ
る
方
法
の
こ
と
で
す
。
芥
川
は
そ
の
こ
と
を
「
闇
中
問
答
」
に
、
次

の
上
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
　
寂
声
　
お
前
の
書
い
た
も
の
は
独
創
的
だ
。

　
　
傷
　
　
い
や
、
決
し
て
独
創
的
で
は
な
い
。
第
一
誰
が
独
創
的
だ

　
　
　
　
っ
た
の
だ
？
　
古
今
の
天
才
の
書
い
た
も
の
で
も
プ
ロ
タ
イ

　
　
　
　
プ
は
至
る
所
に
あ
る
。
就
中
傷
は
度
た
び
盗
ん
だ
。

そ
の
上
う
な
具
体
例
を
、
芥
川
の
小
説
「
笹
生
門
」
に
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
羅
生
門
は
正
し
く
は
羅
城
門
と
書
き
ま
す
。
城
と
は
都
市
の
こ
と
で

す
。
従
っ
て
羅
城
門
と
は
、
都
市
全
体
の
大
門
と
い
う
意
味
で
す
。
平

安
京
（
現
在
の
京
都
）
の
南
端
の
中
央
に
あ
っ
た
総
門
の
こ
と
で
す
。

今
は
亡
き
国
文
学
者
の
池
田
亀
鑑
は
、
そ
の
著
『
平
安
朝
の
生
活
と
文

学
』
に
、
以
下
の
上
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
　
　
羅
城
門
は
、
何
し
ろ
、
人
跡
ま
れ
な
野
中
に
、
ぽ
つ
ん
と
化
物

　
　
の
や
う
に
つ
つ
立
つ
て
ゐ
ま
し
た
の
で
、
後
に
は
段
々
と
荒
廃
し

　
　
て
、
死
体
の
す
て
場
所
と
か
、
盗
賊
の
住
処
と
か
に
な
る
や
う
に

　
　
な
り
ま
し
た
。
今
昔
物
語
に
、
一
人
の
盗
賊
が
、
羅
城
門
の
上
層

　
　
に
上
っ
て
見
る
と
、
死
体
が
ご
ろ
ご
ろ
横
は
つ
て
ゐ
る
、
ふ
と
向

　
　
ふ
を
見
る
と
、
ほ
の
暗
い
火
が
ゆ
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
下
に
若
い
女

　
　
の
死
体
が
横
は
つ
て
を
り
、
そ
の
枕
も
と
に
、
や
せ
お
と
ろ
へ
た

　
　
白
髪
の
老
婆
が
、
鬼
の
や
う
な
眼
を
光
ら
せ
て
、
死
人
の
黒
髪
を

　
　
き
り
取
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
物
す
ご
い
伝
説
を
の
せ
て
を
り
、

　
　
芥
川
龍
之
介
が
そ
れ
を
粉
本
と
し
て
小
説
を
作
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

　
　
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
を
り
ま
す
。

　
こ
こ
に
い
う
今
昔
物
語
の
伝
説
と
い
う
の
は
、
「
今
昔
物
語
集
巻
第
二

６



十
九
、
羅
城
門
の
上
層
に
登
り
て
死
人
を
見
し
盗
人
の
譜
第
十
八
」
と

い
う
話
で
、
そ
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
す
。

芥
川
は
こ
の
話
を
も
と
に
し
て
、
彼
の
小
説
「
羅
生
門
」
を
書
き
上
げ

ま
し
た
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
小
説
で
す
。

　
　
「
浅
口
の
暮
方
の
事
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨

や
み
を
待
つ
て
ゐ
た
ご

　
こ
れ
が
こ
の
小
説
の
書
き
出
し
で
す
。

　
実
は
下
人
は
主
人
か
ら
暇
を
出
さ
れ
て
、
途
方
に
暮
れ
て
い
た
の
で

す
。
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
盗
人
に
な
る
よ
り
桂
仕
方
が

な
い
、
と
思
い
な
が
ら
、
そ
の
決
心
が
つ
か
ず
に
い
ま
し
た
。

　
そ
の
夜
、
泊
る
あ
て
の
な
か
っ
た
下
人
は
、
羅
生
門
の
上
の
楼
で
夜

を
明
か
そ
う
と
、
丹
を
塗
っ
た
梯
子
を
登
っ
て
行
く
途
中
、
楼
の
上
か

ら
さ
す
火
の
光
に
気
づ
き
ま
す
。
恐
る
恐
る
楼
の
う
ち
を
覗
い
て
見
る

と
、
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ
た
一
人
の
老
婆
が
、
右
手
に
火
を
と
も

し
た
松
の
木
片
を
持
っ
て
、
一
つ
の
死
骸
の
顔
を
眺
め
て
い
ま
し
た
。

　
下
人
は
「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
」
、
暫
く

は
呼
吸
を
す
る
の
も
忘
れ
て
い
ま
す
。
老
婆
は
死
骸
の
首
に
手
を
か
け

て
、
長
い
髪
を
一
本
一
本
抜
き
は
じ
め
ま
す
。
髪
の
毛
が
一
本
ず
つ
抜

け
る
に
従
っ
て
、
下
人
の
心
か
ら
は
、
少
し
ず
つ
恐
怖
が
消
え
て
い
き

ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
「
こ
の
老
婆
に
対
す
る
激
し
い
憎
悪
」
が
、
い

や
む
し
ろ
、
「
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
が
、
そ
の
強
さ
を
増
し
て

い
き
ま
す
。
「
悪
を
憎
む
心
」
が
勢
い
よ
く
燃
え
上
が
っ
て
き
ま
す
。
そ

の
心
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
、
下
人
は
刀
を
抜
き
、
老
婆
の
面
前
に
踊
り

出
ま
し
た
。
老
婆
は
驚
い
て
逃
げ
ま
ど
い
ま
す
が
、
や
が
て
下
人
に
追

い
つ
め
ら
れ
て
勤
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
老
婆
の
生
死
を
手
中

に
収
め
て
し
ま
う
と
、
下
人
の
増
悪
の
心
は
何
時
か
冷
め
て
い
っ
て
、

心
の
中
に
残
っ
た
の
は
、
「
唯
、
或
仕
事
を
し
て
、
そ
れ
が
円
満
に
成
就

し
た
時
の
、
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
と
」
ば
か
り
で
し
た
。

　
下
人
は
余
裕
の
で
き
た
声
で
、
老
婆
が
そ
こ
で
何
を
し
て
い
た
か
を

問
い
つ
め
ま
す
。
老
婆
は
死
人
の
髪
を
抜
い
て
、
か
つ
ら
に
し
よ
う
と

思
っ
て
い
た
と
答
え
ま
す
。
老
婆
の
答
え
が
存
外
平
凡
な
の
に
失
望
し

た
下
人
の
心
に
、
ま
た
前
の
憎
悪
が
、
今
度
は
冷
や
か
な
侮
蔑
と
共
に

戻
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
気
色
を
察
し
た
老
婆
は
、
餓
死
を
し
な
い
た

め
な
ら
人
は
何
で
も
す
る
、
自
分
も
餓
死
を
し
な
い
た
め
に
、
仕
方
な

く
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
い
訳
め
い
た
こ
と
を
言
い
ま

す
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
下
人
の
心
に
は
、
自
分
が
盗
人
に

な
っ
て
も
い
い
と
い
う
勇
気
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
下
人
は
、

す
ば
や
く
老
婆
の
着
物
を
は
ぎ
取
り
、
急
な
梯
罫
を
「
夜
の
底
へ
」
降

り
て
い
っ
た
の
で
し
た
。

　
芥
川
は
今
昔
物
語
の
説
話
を
借
り
な
が
ら
、
そ
の
説
話
に
は
無
か
っ

た
人
問
の
正
義
感
の
い
い
加
減
さ
、
人
間
の
心
の
い
い
加
減
さ
を
、
こ

の
小
説
の
中
で
表
現
し
た
の
で
す
。
ド
人
の
心
の
推
移
に
、
そ
れ
が
は

っ
き
り
と
現
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
小
説
は
大
正
四
年
（
一
九
▽
往
年
）
十
一
月
に
『
帝
国
文
学
』

と
い
う
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
む
の
で
す
が
、
同
年
一
月
に
森
鴎
外
の
翻

訳
小
説
集
『
諸
国
物
語
』
が
、
国
良
文
庫
刊
行
会
か
ら
出
版
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
中
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ブ
テ
エ

（
Ｒ
ｊ
＆
ｎ
ｙ
＆
ｍ
／
ｄ
）
の
「
僑
の
下
言
C
z
7
＆
r
＆
r

Z
?
4
d
o
と
い
う
短

７
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『

篇
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
初
出
は
大
正
二
年
（
一
九
回
二
年
）

ト
月
で
づ
二
田
文
学
』
と
い
う
雑
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
翻

訳
小
説
が
、
芥
川
の
「
羅
生
門
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
指

摘
し
た
の
が
、
ド
イ
ツ
文
学
、
比
較
文
学
の
研
究
者
小
堀
桂
一
郎
で
し

た
。
彼
は
「
芥
川
の
最
初
の
成
功
作
で
あ
り
か
つ
作
者
自
身
が
深
い
自

信
を
以
て
世
に
出
し
た
野
心
作
で
あ
る
『
羅
生
門
』
は
、
題
材
の
点
で

は
一
見
全
く
『
今
昔
物
語
』
中
の
一
諾
に
負
う
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、

人
物
・
主
題
の
布
置
結
構
は
「
僑
の
下
」
に
実
現
さ
れ
て
ゐ
る
古
典
的

な
短
篇
小
説
理
論
に
、
こ
れ
ま
た
甚
だ
忠
実
に
依
拠
し
て
作
ら
れ
て
ゐ

る
ご
と
岩
波
版
の
鴎
外
選
集
の
解
説
で
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
「
橋

の
下
」
と
い
う
小
説
を
読
ん
で
み
る
と
、
ま
さ
に
そ
の
指
摘
の
通
り
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
　
「
橋
の
下
」
と
い
う
小
説
に
は
、
一
本
院
の
男
と
い
う
、
自
分
の
目

的
（
そ
れ
は
乞
食
を
す
る
こ
と
で
す
が
）
を
遂
げ
る
た
め
に
必
要
な
時

だ
け
一
本
院
に
な
る
と
い
う
五
体
満
足
な
男
と
、
も
う
∵
八
の
爺
さ
ん

と
が
登
場
し
ま
す
。

　
あ
る
雪
の
降
る
夕
暮
、
一
本
院
は
自
分
の
ね
ぐ
ら
と
し
て
い
る
僑
の

下
に
帰
っ
て
来
ま
す
。
そ
こ
で
彼
は
、
一
本
院
の
乞
食
に
な
り
す
ま
し

て
貰
っ
て
来
た
、
パ
ン
と
腸
詰
と
薬
ビ
ン
に
入
れ
た
ワ
イ
ン
を
取
り
出

し
て
夕
食
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　
一
本
院
は
、
ふ
と
人
の
気
配
を
感
じ
て
そ
ち
ら
を
見
ま
す
。
す
る
と

そ
こ
に
、
一
人
の
爺
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
爺
さ
ん
は
空
腹
を
か
か
え
、

物
欲
し
そ
う
に
一
本
院
の
食
事
を
見
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
一
本
院
は

何
一
つ
爺
さ
ん
に
や
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
食
事
を
済
ま
せ
る

１

｜

－
－
　
－
－
－
　
　
－
－
－
－
－
　
－

｜

と
、
金
持
ち
は
ひ
ど
い
奴
等
だ
と
ぐ
ち
を
こ
ぼ
し
ま
す
。
す
る
と
爺
さ

ん
は
荒
々
し
い
声
で
「
な
ぜ
盗
人
を
し
な
い
」
と
言
う
の
で
す
。
一
本

腕
は
、
そ
ん
な
あ
ぶ
な
い
仕
事
は
自
分
の
性
に
合
わ
な
い
、
と
言
い
返

し
ま
す
。

　
爺
さ
ん
は
、
実
は
お
れ
は
盗
人
で
、
何
百
万
と
す
る
し
ろ
も
の
を
盗

ん
だ
の
だ
と
言
っ
て
、
自
分
の
靴
の
底
か
ら
夜
目
に
も
光
る
青
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
を
出
し
て
、
一
本
腕
に
見
せ
ま
す
。
一
本
院
は
思
か
ず
子
を
伸

ば
し
、
爺
さ
ん
の
子
に
飛
び
羞
こ
う
と
し
ま
す
。
爺
さ
ん
は
か
く
し
か

ら
取
り
出
し
た
ナ
イ
フ
を
右
手
に
構
え
て
自
分
を
守
り
、
や
が
て
、
橋

の
下
の
一
本
腕
の
ね
ぐ
ら
か
ら
、
雪
の
降
る
夜
の
中
に
立
ち
去
っ
て
い

き
ま
す
。

　
以
上
が
「
橋
の
下
」
の
あ
ら
ま
し
で
す
。
こ
れ
を
「
羅
生
門
」
と
較

べ
る
と
、
橋
の
下
と
羅
生
門
と
い
う
一
種
不
気
味
な
空
間
の
設
定
、
夜

と
い
う
時
間
、
盗
人
に
な
る
か
ど
う
か
の
瀬
戸
際
、
一
本
院
と
爺
さ
ん

に
対
す
る
下
人
と
老
婆
と
い
う
登
場
人
物
の
配
置
、
お
よ
び
そ
の
対
立
、

人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
な
ど
、
両
者
に
著
し
い
類
似
が
見
ら
れ
て

小
堀
桂
一
郎
の
説
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

一
見
日
本
的
に
見
え
る
「
羅
生
門
」
に
も
、
日
本
の
文
化
同
様
、
西
洋

種
の
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
認
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　
　
　
お
わ
り
に

　
　
「
羅
生
門
」
は
御
存
知
の
よ
う
に
、
黒
沢
明
の
映
画
に
よ
っ
て
、
世

界
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
黒
沢
明
の
「
羅
生
門
」
に

は
、
小
説
の
「
殺
生
門
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
藪
の
中
」
と
い
う
同
じ

８



芥
川
龍
之
介
の
小
説
も
織
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
小
説
も
一
見
日

本
独
得
の
世
界
を
描
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ

の
小
説
の
構
成
に
、
0
.
H
e
n
r
y
G
”
R
o
a
d
so
f
D
e
s
t
i
n
y
”
G
影
響
か

見
ら
れ
る
こ
と
が
、
静
岡
大
学
の
仁
平
道
明
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
ま

し
ご
。
「
藪
の
中
」
は
今
昔
物
語
に
直
接
材
を
得
て
な
っ
た
小
説
で
す
が

今
昔
物
語
に
は
見
ら
れ
な
い
、
登
場
人
物
武
弘
の
三
様
の
死
が
、

（
）
゛
｝
｛
回
１
の
こ
の
小
説
に
そ
の
想
を
得
て
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

芥
川
の
小
説
の
こ
の
よ
う
な
特
質
は
、
大
な
り
小
な
り
日
本
の
他
の
近

代
文
学
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
に
、
日
本
近
代
文
学
の
特
質
が

あ
っ
た
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
日
本
の
場
合
、
文
化
に

せ
よ
宗
教
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
文
学
に
せ
よ
、
外
国
の
そ
れ
を
取
り
入

れ
な
が
ら
、
次
第
に
変
質
さ
せ
、
新
し
い
日
本
の
文
化
、
宗
教
、
文
学

を
創
造
し
て
い
く
。
そ
こ
に
一
つ
の
大
き
な
特
質
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
〈
付
記
〉

　
　
一
九
八
六
年
夏
、
別
府
大
学
国
際
サ
マ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
が
、
ハ
ワ
イ

大
学
の
リ
ウ
ォ
ー
ド
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
学
生
を
迎
え
て

行
わ
れ
た
。
そ
の
「
日
本
文
化
講
座
・
日
本
文
学
」
の
時
間
に
、
英
文

学
科
の
上
田
見
二
助
教
授
に
通
訳
し
て
い
た
だ
い
て
話
し
た
内
容
が
、

こ
の
稿
で
あ
る
。
た
だ
し
、
時
間
の
都
合
で
「
二
」
の
内
容
は
割
愛
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
上
田
氏
の
お
か
け
で
、
そ
の
内
容
は

学
生
た
ち
に
十
分
に
伝
え
ら
れ
理
解
さ
れ
た
。

　
　
〈
注
〉

①
　
「
草
化
現
象
」
と
い
う
語
は
、
単
に
漢
字
が
草
書
化
さ
れ
、

　
日
本
語
と
し
て
の
ひ
ら
が
な
が
生
ま
れ
た
現
象
だ
け
を
指
す
も

　
の
で
は
な
い
。
中
国
の
文
化
を
日
本
が
取
り
込
み
、
そ
れ
を
日

　
本
化
し
て
い
っ
た
全
体
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
特

　
に
、
平
安
時
代
の
女
性
に
よ
る
文
学
の
開
花
に
注
目
し
て
名
づ

　
け
ら
れ
た
語
で
あ
っ
た
。

②
「
薮
の
中
」
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
九
「
旦
海
五
’
丹

　
波
国
司
於
快
江
山
一
諾
嘔
語
」
第
二
十
三
に
材
を
得
た
小
説
で
あ

　
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
’
R
o
b
e
r
t

B
r
o
w
n
i
n
g
の
”
１
ｔ
ｌ
ｅＫ
ｍ
ｇ

　
a
n
d

t
h
e
B
o
o
k
”
あ
る
い
は
’
Ａ
ｍ
ｂ
ｒ
ｏ
ｓ
ｅ

Ｂ
ｉ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
の
ー
［
ｇ

　
］
ぶ
ｏ
ｏ
呂
｛
ま
目
代
な
ど
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

９


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9

