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自
己
愛
に
つ
い
て
の
驚
く
べ
き
発
見

　

自
己
愛
の
せ
い
で
人
間
は
軽
信
と
な
り

万
有
も
星
も
、
み
な
ぼ
く
た
ち
よ
り
強
く
て
美
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

感
覚
も
愛
も
持
た
な
い
と
さ
れ
て
、

ぼ
く
た
ち
の
た
め
に
だ
け
回
転
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
た
め
、
ぼ
く
た
ち
以
外
の
ほ
か
の
者
た
ち
は
野
蛮
で
無
知
で
あ
り
、

神
は
そ
の
者
ら
を
見
つ
め
ず
、

聖
職
に
あ
る
者
だ
け
に
目
を
向
け
給
う
と
そ
の
者
た
ち
は
信
じ
て
、

と
う
と
う
自
己
愛
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
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労
苦
を
厭い
と

う
て
知
識
を
避
け
、

世
界
が
自
分
の
思
い
に
叶
わ
な
い
と
見
る
や
、

神
の
摂
理
、
も
し
く
は
神
の
居
給
う
こ
と
す
ら
否
定
す
る
。

　

こ
う
し
て
ひ
と
は
狡
智
を
知
と
は
か
っ
て
背
徳
者
と
な
り
、

ひ
と
び
と
を
支
配
し
よ
う
と
新
た
な
神
々
を
創
る
。

つ
い
に
自
己
を
宇
宙
の
創
造
主
と
断
言
し
て
し
ま
う
。

〈
解
題
〉

　
「
８　

世
界
の
諸
悪
の
根
源
」
の
最
終
連
で
断
罪
さ
れ
た
〝
盲
目
的
自
己
愛
〞
を
く
わ
し
く
詠
ん
で
い
る
。
第
一
連
で
、
星
も
含
め
て

森
羅
万
象
に
感
覚
が
な
い
、
と
信
じ
込
ま
せ
る
自
己
愛
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
汎
感
覚
主
義
が
強
く
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
、
五
連
は
、〈
申
命
記
〉第
四
章
19
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
ま
た
目
を
上
げ
て
天
を
仰
ぎ
、
太
陽
、
月
、

星
と
い
っ
た
天
の
万
象
を
見
て
、
こ
れ
ら
に
惑
わ
さ
れ
、
ひ
れ
伏
し
て
仕
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
あ
な
た
の
神
、
主
が
天
の
下

に
い
る
す
べ
て
の
民
に
分
け
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
。

10　

自
己
愛
と
普
遍
的
愛
を
較
べ
て

　

こ
の
自
己
愛
に
は
嫌
気
が
さ
す
も
の
の
、

生
き
ん
が
た
め
や
む
を
え
ず
、
ひ
と
は
、
思
慮
深
く
、
善
良
で
、
勇
敢
で
あ
る
ふ
り
を
す
る
。
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こ
の
三
つ
の
装
い
の
せ
い
で
身
の
破
滅
を
招
き
、
つ
い
に
改
心
す
る
の
で
あ
る
、

（
誉
れ
は
純
粋
な
言
葉
に
あ
り
、
黄
金
は
輝
く
け
れ
ど
、
ひ
と
の
辛
苦
は
隠
せ
ず
、
む
な
し
い
も
の
！
）

　

他
人
の
徳
に
感
ず
る
嫉
妬
心
は
、
自
己
批
判
の
か
た
ち
で
還
っ
て
き
て
、

屈
辱
、
破
局
、
労
苦
へ
と
自
己
愛
を
公
然
と
貶お
と
しめ

、
焙あ
ぶ

り
出
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
反
し
て
神
の
普
遍
的
愛
に
い
た
っ
て
い
る
ひ
と
た
ち
は
、
ひ
と
び
と
を
み
な
兄
弟
と
み
な
し
、

神
と
と
も
に
善
な
る
歓
び
に
ひ
た
る
。

　

聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
よ
、

あ
な
た
は
、
魚
や
小
鳥
を
も
同
朋
と
呼
び
（
お
お
、
こ
れ
を
知
る
ひ
と
こ
そ
幸
い
か
な
！
）、

ぼ
く
た
ち
凡
人
と
ち
が
っ
て
、

　

あ
な
た
は
い
つ
も
に
こ
に
こ
し
て
、

気
が
つ
け
ば
、
動
物
た
ち
の
言
葉
に
も
耳
を
傾
け
て
い
る
。

〈
解
題
〉

　
「
９
」
に
続
い
て
自
己
愛proprio am

ore

を
論
難
す
る
に
あ
た
っ
て
、
神
の
普
遍
的
愛com

une am
ore

を
持
ち
出
し
て
き
て
、
後

者
を
、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
例
に
称
え
て
い
る
ソ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
、
革
命
を
企
図
す
る
く
ら
い
の
人
物
だ
か
ら
、

自
己
愛
が
嵩
ず
る
と
や
が
て
国
家
間
で
の
「
嫉
妬
心
」
を
煽
り
、
戦
い
が
は
じ
ま
っ
て
国
が
滅
ぶ
原
因
に
な
る
こ
と
を
、
こ
の
詩
に
暗
に

託
し
て
い
る
。

　

一
方
、
普
遍
的
な
真
の
愛
と
は
ま
さ
に
神
の
愛
で
あ
っ
て
、
国
よ
り
世
界
を
、
換
言
す
れ
ば
、
自
己
よ
り
も
故
国
を
価
値
あ
る
も
の
と
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見
て
い
る
。
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
、
聖
人
の
生
き
方
が
、
文
字
ど
お
り
、
権
力
で
な
く
て
愛
と
純
真
の
た
め
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

11　

至
上
の
善
で
あ
る
神
を
愛
さ
ず
他
の
善
を
愛
す
の
は
、
無
知
に
理
由
が
あ
る

　

神
が
ぼ
く
た
ち
に
い
の
ち
を
授
け
て
下
さ
る
な
ら
、

そ
れ
を
保
ち
、
善
行
は
神
の
御
意
し
だ
い
で
あ
る
、

だ
か
ら
神
の
愛
で
し
か
人
間
の
心
は
燃
え
立
た
な
い
、

　

で
も
妖ニ
ン
フ
ァ精
の
ほ
う
が
、
男
を
手
な
ず
け
る
の
は
う
ま
い
だ
ろ
う
か
？

哀
れ
で
傲
岸
な
無
知
ゆ
え
に
、

神
を
冒お
か

し
、
善
行
で
こ
じ
つ
け
て
神
を
売
り
わ
た
す
者
は
、

未
知
の
事
物
に
愛
情
を
傾
け
ず
、

意
気
消
沈
し
て
、
精
神
的
に
卑
劣
に
な
る
。

　

た
と
え
騙だ
ま

さ
れ
て
も
、
真
心
は
の
こ
し
て
、

相
手
に
は
わ
た
さ
な
い
、
卑
屈
に
従
い
も
し
な
い
。

神
は
ぼ
く
た
ち
に
善
の
光
線
を
垂
れ
、
み
な
の
行
く
手
を
照
ら
し
て
下
さ
る
。

　

し
か
し
ぼ
く
た
ち
は
ひ
と
を
欺あ
ざ
むき
、
苦
し
み
を
与
え
る
（
あ
あ
、
い
ま
い
ま
し
い
！
）

ぼ
く
た
ち
は
実
り
あ
る
気
高
い
希
望
も
抱
か
ず
、

永
遠
不
変
の
意
味
も
わ
か
ら
ず
に
う
め
て
い
る
。
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〈
解
題
〉

　

表
題
中
の
「
他
の
善
」
と
は
誤あ
や
まて

る
宗
教
を
称
え
る
善
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
無
知
に
原
因
が
あ
っ
て
、
神
を
知
ら
ず
愛
し
て
も

い
な
い
。
人
間
の
善
悪
以
前
の
問
題
で
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
三
つ
の
プ
リ
マ
リ
タ
（
力
、
知
、
愛
）
の
形
而
上
学
に
よ
る
と
、
こ
れ

ら
三
つ
は
同
価
で
あ
り
、
神
を
知0

ら
ず
し
て
神
を
愛0

す
る
能
力0

は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
無
知
」
の
効
能
と
い
う
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
愛
の
目
標
は
、
死
す
べ
き
卑
し
い
事
物
を
愛
す
よ
う
に
、
人
間
を
愛
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
愛
の
め
ざ
す
も
の
は
、

不
滅
な
、
神
的
な
恒
久
の
美
に
あ
る
の
だ
か
ら
。

12　

賢
人
で
あ
る
こ
と
の
好
運

　

大
い
な
る
好
運
と
は
、
持
て
る
も
の
の
な
か
で

最
大
な
も
の
、
叡
智
で
あ
る
。

賢
人
は
満
足
と
い
う
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
る
人
士
を
指
す
。

　

彼
ら
の
出
自
は
卑
し
い
も
の
だ
が
、

生
地
の
名
を
挙
げ
る
驚
嘆
す
べ
き
定
め
を
負
っ
て
い
る
。

好
運
を
求
め
て
苦
難
を
嘗な

め
る
と
、
名
が
知
ら
れ
名
声
が
と
ど
ろ
く
。

殺
さ
れ
た
と
き
に
、
み
な
に
崇
拝
さ
れ
る
聖
人
に
な
れ
た
り
神
格
化
さ
れ
た
り
す
る
が
、

歓
び
を
浪
費
す
る
と
愚
者
に
お
ち
ぶ
れ
る
。

　

な
ぜ
と
い
う
に
、
賢
人
に
は
愉
悦
や
倦
怠
は
気
晴
ら
し
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。

恋
人
同
士
に
は
歓
喜
と
悲
哀
と
思
え
よ
う
が
、
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妖
精
に
と
っ
て
、
な
ん
と
そ
れ
は
切
な
い
こ
と
か
。

　

人
生
の
困
難
な
歩
み
は
無
分
別
な
人
間
が
背
負
う
不
幸
で
、

み
じ
め
な
炎
を
消
し
て
、

悲
し
く
歩
ん
で
い
く
。

〈
解
題
〉

　

賢
者
や
賢
人
が
不
幸
で
あ
る
こ
と
は
な
く
、
さ
ら
に
あ
ら
ゆ
る
不
幸
は
彼
ら
に
と
っ
て
好
運
と
な
り
、
倦
怠
や
歓
喜
も
同
様
に
好
運
の

も
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
無
知
な
者
は
不
幸
に
み
ま
わ
れ
る
と
す
ぐ
に
乱
脈
と
な
り
、
好
運
で
あ
っ
て
も
以
前
よ
り
も
不
幸
に
な
る
。

あ
ら
ゆ
る
出
来
事
で
愚
鈍
と
無
能
振
り
を
見
せ
て
し
ま
う
。

　

賢
者
と
愚
者
の
歩
む
人
生
や
、
好
運
と
不
運
の
関
連
を
、「
知
」
を
第
一
義
と
す
る
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
立
場
か
ら
詠
っ
て
い
る
。

13　

古
代
の
ひ
と
た
ち
の
な
か
で
賢
者
の
知
力
を
受
け
継
が
な
い
思
慮
分
別
は
、

　
　

狂
人
の
狂
気
に
屈
す
る
、
と
い
う
こ
と
。

　

あ
る
土
地
で
か
つ
て
会
っ
た
占
星
術
師
ら
が
言
う
に
は
、

人
間
ど
も
が
夢
中
に
な
っ
て
い
る
星
位
表
が
、
健
康
人
、
次
に
負
傷
者
を
救た
す

け
る
た
め
、

逃
避
の
相
談
役
を
担
っ
て
き
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
統
治
者
の
館
に
戻
っ
て
、

占
星
術
師
は
狂
人
に
な
る
ま
え
の
生
活
習
慣
を
称
讃
し
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狂
人
ど
も
を
説
き
伏
せ
よ
う
と
し
た
。

　

で
も
彼
ら
は
み
な
耳
を
蝋ろ
う

で
固
め
、

拳こ
ぶ
しを
当
て
て
訊
く
耳
を
持
た
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
賢
人
は
、
死
を
跳
ね
つ
け
る
た
め
、

愚
者
ど
も
の
し
て
き
た
生
き
方
で
生
き
よ
う
と
努
め
た
。

そ
れ
は
最
悪
の
愚
人
が
、
支
配
者
と
い
う
過
酷
な
任
務
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。

　

賢
人
た
ち
は
思
慮
分
別
を
わ
き
ま
え
て
独
立
独
歩
で
生
き
て
き
た
。

公
お
お
や
けの
ま
え
で
は
他
人
の
名
を
じ
っ
さ
い
誉
め
称
え
な
が
ら
、

狂
人
を
装
っ
て
過
ち
を
犯
そ
う
と
す
る
。

〈
解
題
〉

　

古
代
の
賢
人
の
寓
話
の
な
か
に
、
わ
が
身
に
ふ
り
か
か
っ
た
事
件
は
、
陰
謀
の
最
中
や
そ
の
後
も
、
狂
人
の
振
り
を
す
る
の
が
救
か
る

道
だ
と
あ
る
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
革
命
蜂
起
が
未
遂
に
終
わ
っ
て
獄
舎
に
つ
な
が
れ
た
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
が
、
最
後
の
拷
問
の
直
後
（
一
六

〇
一
年
）
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
ず
っ
と
狂
人
を
装
っ
て
死
刑
を
ま
ぬ
が
れ
得
た
か
ら
で
あ
る
。

　

世
界
が
悪
の
せ
い
で
正
気
を
失
っ
て
い
く
際
に
、
賢
人
た
ち
は
、
世
界
を
改
善
し
よ
う
と
思
い
つ
つ
も
、
あ
え
て
狂
人
の
よ
う
な
言
葉

を
吐
き
、
行
な
い
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
逆
説
的
な
寓
話
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
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14　

人
間
は
神
や
天
使
た
ち
の
舞
台
道
具
で
あ
る

　

仮
装
の
世
界
劇
場
で
は

肉
体
か
ら
出
離
し
た
霊
魂
と
、

肉
体
の
想
い
の
込
め
ら
れ
た
霊
魂
こ
そ
が
見
せ
場
の
究
極
で
あ
る
、

　

自
然
や
神
の
御
業
で
も
成
り
立
っ
て
い
る
、

こ
の
世
に
生
を
受
け
た
者
み
な
す
べ
て
に
は
訴
え
る
も
の
が
あ
る
。

舞
台
で
作
品
が
上
演
さ
れ
、
合
唱
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
続
く
。

　

歓
コ
ン
メ
デ
ィ
ア

喜
と
苦
悶
に
身
を
包
ん
で
喜
劇
を
書
く
こ
と
で
、

運
命
の
書
が
整
え
ら
れ
る
。

神
が
万
民
に
歓
び
を
与
え
る
た
め
に
満
を
持
し
て
書
か
れ
る
も
の
の
ほ
か
は
、

何
も
知
り
た
く
な
い
し
、
認
め
た
く
な
い
し
、

し
た
く
も
な
い
し
、
耐
え
る
気
力
も
な
い

　

そ
の
と
き
つ
い
に
舞
台
道
具
と
化
し
て
悪
行
に
い
た
っ
た
際
、

仮
装
は
大
地
や
天
空
や
海
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
、

神
に
お
も
ね
る
ひ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
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〈
解
題
〉

　

肉
体
が
霊
魂
の
仮
装
（
仮
面
）
で
あ
る
と
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
主
張
し
て
い
る
。
肉
体
は
い
ち
ば
ん
大
切
な
仕
事
を
す
る
の
で
な
く
、
舞

台
上
の
人
工
的
な
役
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

　

い
ろ
い
ろ
な
仮
装
が
馬
脚
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
と
、
生
き
た
光
で
あ
る
神
に
は
、
み
な
お
見
透
し
と
な
っ
て
し
ま
う
。
負
の
想
に
か
ら

れ
る
者
は
善
行
を
す
る
し
、
最
後
の
審
判
に
描
か
れ
る
〈
喜
コ
ン
メ
デ
ィ
ア

劇
〉
の
知
識
を
待
っ
た
り
、
和
解
を
必
要
と
す
る
者
も
現
わ
れ
た
り
す
る
。

　
〈
世
界
劇
場
〉
を
持
ち
出
し
て
き
て
、
人
間
界
が
一
舞
台
で
あ
り
、
役
者
が
人
間
だ
と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
統
べ
る
神
の
透
徹
し
た

存
在
を
意
義
づ
け
て
い
る
。〈
コ
リ
ン
ト
信
徒
へ
の
手
紙
一
〉
の
第
四
章
と
第
九
章
の
内
容
を
汲
み
取
る
と
、
神
が
役
者
と
し
て
使
徒
を

遣
わ
し
た
理
由
が
、
パ
オ
ロ
を
は
じ
め
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
、
世
界
・
天
使
・
人
間
と
い
う
役
者
に
な
る
た
め
だ
か
ら
、
と
な
っ
て
い
る
。

　
〈
世
界
劇
場
〉
の
〈
世
界
〉
は
む
ろ
ん
〈
宇
宙
〉
と
同
義
で
あ
る
。

15　

人
間
と
は
、
政
治
的
支
配
の
理
法
よ
り
も
偶
然
に
従
う
が
、

　
　

自
然
を
模
倣
す
る
の
は
稀
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。

　

自
然
は
、
神
の
お
導
き
に
よ
り
、
世
界
芝
居
を
宇
宙
空
間
で
成
り
立
た
せ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
星
や
人
間
や
動
物
た
ち
、

そ
れ
に
諸
々
の
事
物
が
み
な
交
替
で
役
を
こ
な
し
て
い
る
。

　

芝
居
が
は
け
る
と
、（
品
定
め
を
す
る
よ
う
に
）、

審
判
官
た
る
神
は
、
芝
居
の
良
し
悪
し
も
、
公
平
不
公
平
も
判
断
す
る
、

人
間
の
芸
が
正
道
に
あ
っ
て
、
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作
者
が
満
足
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
も
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
頑
迷
で
通
俗
的
な
意
見
の
持
ち
主
が
い
る
と
、

王
、
司
祭
、
奴
隷
、
英
雄
た
ち
の
知
見
は

せ
ま
く
な
っ
て
し
ま
う
。

無
神
論
者
は
法
の
権
威
を
楯
に
す
る
場
合
が
多
い
の
で
、

聖
人
た
ち
に
殺あ
や

め
ら
れ
る
。

　

ぼ
く
た
ち
人
間
の
な
か
で
最
悪
な
者
と
は
、

武
装
し
た
真
摯
な
君
主
と
対
極
に
あ
る

似え

非せ

君
主
で
あ
る
。

〈
解
題
〉

　

世
界
芝
居
に
関
し
て
は
、『
形
而
上
学
』
第
三
巻
八
章
二
節
な
ど
で
も
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
論
じ
て
い
る
。
天
の
聖
霊
の
ま
え
で
演
ぜ
ら

れ
る
芝
居
を
指
し
て
お
り
、
役
者
が
舞
台
で
役
を
果
た
す
た
め
に
仮
面
を
被
る
よ
う
に
、
霊
魂
が
肉
体
の
裡
に
隠
れ
て
し
ま
う
状
態
を
意

味
し
て
い
る
。
四
大
（
空
気
、
土
、
水
、
火
）
に
肉
体
（
衣
装
）
を
返
し
、
借
り
て
い
た
仮
面
を
神
に
返
却
し
て
終
了
す
る
。
聖
霊
た
ち

は
神
の
御
許
へ
と
飛
ん
で
い
く
。
芝
居
中
、
神
は
、
役
者
の
伎
芸
や
科
白
の
査
定
を
す
る
。

　

こ
の
詩
全
体
の
モ
チ
ー
フ
は
、
人
間
は
各
自
、
割
り
当
て
ら
れ
た
役
を
こ
の
世
（
世
界
劇
場
）
で
し
っ
か
り
こ
な
す
こ
と
に
あ
る
。
政

治
の
場
合
、
そ
れ
は
世
界
芝
居
の
真
似
事
に
す
ぎ
な
い
。
と
き
に
過
ち
を
お
か
し
て
惨
事
を
招
く
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
、
ダ
ン
テ『
神
曲
』

〈
天
国
篇
〉
第
八
歌
（
人
間
そ
れ
ぞ
れ
特
質
が
異
な
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
）
の
末
尾
を
引
用
し
て
い
る
。
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さ
れ
ば
下
界
の
現
世
に
あ
っ
て
も
、
ひ
と
び
と
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
性
状
に
し
か
と
心
を
と
め
、
隋
順
怠
ら
ず
ば
、
そ
の
民
は
つ

ね
に
佳
良
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
見
よ
、
そ
こ
も
と
た
ち
の
世
界
で
は
、
腰
に
剣
帯
び
る
生
ま
れ
つ
き
の
者
が
無
理
や
り
司
祭
と
さ
れ
、
説
法
に
向
い
た
者

が
、
王
の
座
に
就
く
。

こ
れ
で
は
、
そ
こ
も
と
た
ち
の
歩
み
、
正
し
い
道
を
踏
み
外
す
よ
り
ほ
か
無
し
」。（
寿
岳
文
章
訳
）

こ
こ
は
ダ
ン
テ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
時
代
、
仲
の
良
か
っ
た
カ
ル
ロ
・
マ
ル
テ
ル
（
一
二
七
一
―
九
五
年
、
コ
レ
ラ
で
二
十
四
歳
で
死

去
）
が
、
ダ
ン
テ
に
語
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

16　

真
な
る
、
過
て
る
、
寛
大
な
る
王
と
王
国
、
そ
の
結
末
と
究
明

　

ネ
ロ
帝
は
た
ま
さ
か
風
体
が
王
だ
っ
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
生
来
、
真
理
を
求
め
る
ひ
と
で
あ
っ
た
。

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
、

ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
六
世
は
ネ
ロ
帝
で
あ
る
、
ス
ピ
キ
オ
と
ヨ
セ
フ
ス
は
半
々
か
、

い
ず
れ
に
も
値
し
な
い
か
で
あ
る
。

　

君
主
が
生
ま
れ
な
が
ら
統
治
出
来
る
よ
う
に
、

ヘ
ロ
デ
王
、
メ
レ
ー
ト
、
そ
し
て
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
、
カ
イ
フ
ァ
、

そ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
悪
質
な
権
力
者
に
も
似
て
、

庶
子
と
い
う
種
を
播
く
者
た
ち
を
根
絶
や
し
に
せ
よ
。



一
二

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
二
号

　

そ
の
人
物
が
利
用
価
値
あ
り
と
わ
か
っ
て
い
る
者
は
、

支
配
の
た
め
そ
の
人
物
を
迫
害
す
る
。

王
国
維
持
に
武
が
必
要
な
場
合
殉
教
者
が
出
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
支
配
は
や
が
て
死
滅
す
る
。

専
制
君
主
や
彼
ら
の
法
が
滅
ぶ
の
を
見
よ
。

い
ま
ロ
ー
マ
で
は
、
ペ
テ
ロ
や
パ
オ
ロ
が
統
括
者
で
あ
る
。

〈
解
題
〉

　

ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
六
世
は
、
ロ
ー
マ
と
三
度
に
わ
た
っ
て
戦
っ
て
敗
北
。
前
一
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
セ
フ
ス
と
は
後
一
世
紀
の
ユ
ダ

ヤ
の
歴
史
家
。
ヘ
ロ
デ
王
（
前
七
三
頃
―
前
四
年
）
は
、
共
和
制
ロ
ー
マ
末
期
か
ら
帝
国
初
頭
に
か
け
て
ユ
ダ
ヤ
地
区
を
統
治
し
た
ユ
ダ

ヤ
人
の
王
。
ヘ
ロ
デ
大
王
と
も
呼
ば
れ
る
。
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
（
後
五
一
―
九
六
年
・
暗
殺
さ
れ
る
）
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
第
十
一
代
皇
帝
。

フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
最
後
の
皇
帝
。
カ
イ
フ
ァ
と
は
、
イ
エ
ス
の
一
連
の
言
動
を
許
さ
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
大
司
祭
。

　

こ
の
詩
に
は
、
ど
ん
な
政
治
が
真
か
、
過
ち
か
、
寛
容
か
、
そ
の
議
別
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
『
政
治
箴
言
集
』
の

な
か
で
、
生
来
の
王
、
幸
運
に
よ
っ
て
登
位
し
た
王
、
そ
の
い
ず
れ
か
、
そ
の
両
方
、
そ
の
一
部
と
分
析
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
リ
的
節
度
を
似
て
、
真
の
君
主
は
庶
子
の
根
絶
に
力
を
尽
く
す
こ
と
―
―
「
そ
し
て
、
息
子
を
捕つ
か

ま
え
、
ぶ
ど
う
園
の
外
に
ほ
う
り

出
し
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
」（〈
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
〉
二
十
二
章
の
38
）

　

つ
ま
り
真
の
君
主
は
、
血
で
領
国
を
守
る
も
の
な
の
で
あ
る
―
―
「
わ
た
し
は
羊
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
」（〈
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
〉

十
章
の
10
）
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一
方
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
庶
子
で
あ
り
、
殉
教
を
拒
ん
だ
。
本
当
の
君
主
と
い
う
も
の
は
先
代
の
死
の
後
も
君
臨
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

マ
ホ
メ
ッ
ト
の
場
合
、
何
ら
か
の
真
実
め
い
た
こ
と
を
言
う
の
で
支
配
力
を
持
ち
、
そ
の
罰
の
割
に
は
、
彼
は
好
運
に
恵
ま
れ
た
君
主
と

さ
れ
る
。

17　

王
国
を
有
す
る
者
は
王
で
な
く
て
、
統
治
出
来
る
人
物
で
あ
る
。

　

刷は

け毛
や
絵
筆
を
手
に
す
る
者
は
色
を
塗
り
た
い
場
合
も
あ
ろ
う
が
、

壁
や
紙
を
汚
し
て
し
ま
う
だ
け
だ
。

絵
描
き
は
そ
う
で
な
い
。

　

画
家
と
は
、
絵
の
具
、
筆
、
パ
レ
ッ
ト
が
な
く
て
も
、
技
能
を
持
っ
て
い
る
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。

修
道
士
は
頭ず
き
ん巾

を
被か
ぶ

っ
て
も
い
な
い
し
坊
主
頭
で
も
な
い
。

そ
れ
と
同
じ
く
王
た
る
ひ
と
も
大
き
な
領
地
や
系
閥
を
持
つ
に
及
ば
な
い
、

　

す
べ
て
を
有
す
る
者
と
は
、
生
ま
れ
が
奴
隷
で
も
人
品
卑
し
い
者
の
息
子
で
も
、

イ
エ
ス
で
あ
り
パ
ラ
ス
で
あ
り
マ
ル
ス
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
王
で
あ
る
と
知
る
た
め
外
衣
を
ま
と
う
べ
き
だ
と
考
え
る
百
獣
の
王
と
ち
が
っ
て
、
人
間
は
頭
に
王
冠
を
戴
い
て
生
ま
れ

て
こ
な
い
。

　

つ
ま
り
共
和
国
は
国
民
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

王
国
の
王
は
、
見
か
け
倒
し
の
衣
装
や
夢
想
に
ふ
け
る
こ
と
な
く
，

白
日
の
下
で
洗
礼
を
受
け
た
徳
性
を
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あ
ま
ね
く
身
に
ま
と
う
の
が
先
決
で
あ
る
。

〈
解
題
〉

　

パ
ラ
ス
は
女
神
ア
テ
ネ
、
マ
ル
ス
は
軍
神
を
指
す
。

　

カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
こ
こ
で
あ
た
り
ま
え
の
事
例
を
挙
げ
て
、
統
治
す
る
人
物
が
王
で
な
く
て
、
統
治
能
力
と
意
欲
を
持
っ
て
い
る
人
材

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
パ
ラ
ス
と
マ
ル
ス
は
人
間
的
思
慮
分
別
と
軍
事
力
に
長
け
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
、
神
的
徳
性
と
神
智
そ
の

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
を
欠
く
人
物
は
王
で
は
な
い
。
魚
や
蜜
蜂
や
小
鳥
と
ち
が
っ
て
、
え
ら
や
羽
や
と
さ
か
な
ど
の
冠
を
頭
や

背
に
載
せ
て
人
間
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
な
ら
、こ
の
こ
と
じ
た
い
人
間
の
生
き
る
場
が
共
和
国
で
あ
る
の
が
便
宜
上
よ
い
証あ
か
しな
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
自
然
世
界
は
人
間
に
王
と
い
う
存
在
を
与
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
は
装
飾
や
王
冠
や
世
襲
制
を

目
的
と
す
べ
き
で
な
く
、
聖
な
る
英
雄
的
行
為
で
勇
武
や
徳
性
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
の
ち
、
王
へ
と
選
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

※
「
世
界
劇
場
」
と
「
世
界
芝
居
」
に
つ
い
て
―
―
14
で
「
世
界
劇
場
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
、
今
回
15
で
「
世
界
芝
居
」
が
出
て

き
た
。
劇
場
で
芝
居
は
行
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、〝
場
と
行
為
〞
の
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
。
芝
居
の
中
に
は
喜
劇
も
あ
る
し
悲
劇
も

あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
「
世
界
劇
場
」
は
、il teatro del m

ondo

（
14
）

　
「
世
界
芝
居
」
は
、la com

edia universale

（
15
）

と
い
う
イ
タ
リ
ア
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。del m

ondo

とuniversale
は
交
換
可
能
で
、
と
も
に
「
宇
宙
」
を
も
意
味
す
る
「
世
界
」

の
形
容
詞
（
句
）
で
あ
る
。
14
の
〈
解
題
〉
で
も
書
い
た
が
、「
世
界
劇
場
」
は
聖
書
に
由
来
し
て
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
昔
か
ら
存
在
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し
た
考
え
方
で
あ
る
。

　
「
世
界
全
体
は
ひ
と
つ
の
舞
台
で
あ
っ
て
、
／
す
べ
て
の
男
ど
も
女
ど
も
は
唯
の
役
者
に
す
ぎ
ぬ
」（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
お
気
に
召
す

ま
ま
』）
に
あ
る
と
お
り
、
人
間
は
神
に
よ
っ
て
操
ら
れ
て
い
る
、
自
己
の
役
目
を
演
じ
て
い
る
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世

界
は
生
き
て
い
る
人
間
の
喜
劇
あ
る
い
は
悲
劇
の
場
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

喜
劇
と
は
、
面
白
く
お
か
し
い
こ
と
も
必
要
だ
が
、
劇
が
大
団
円
で
終
了
す
る
こ
と
を
言
い
、
悲
劇
は
結
末
に
亀
裂
が
生
じ
る
劇
を
意

味
し
て
い
る
。

　

ダ
ン
テ『
神
曲
』は
至
高
天
で
ダ
ン
テ
が
見
神
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
団
円
で
幕
を
閉
じ
る
。
原
顆
は
、D

ivina Com
m
edia

で
あ
る
。

ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
の
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
八
日
目
第
三
話
は
、
こ
っ
け
い
だ
が
結
末
に
ひ
び
割
れ
が
露
見
さ
れ
る
、
悲
劇
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
。

ユ
ー
モ
ア
が
ブ
ラ
ッ
ク
・
ユ
ー
モ
ア
に
一
転
す
る
作
者
の
筆
の
冴
え
は
見
事
と
い
う
し
か
な
い
。

　
「
世
界
劇
場
」
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
セ
ス
・
イ
エ
イ
ツ
（
藤
田　

実
訳
）『
世
界
劇
場
』（
晶
文
社
、
一
九
七
八
年
）
が
参
考
図
書
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
英
国
中
心
で
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
登
場
し
な
い
。

※
聖
書
の
引
用
は
、
こ
れ
ま
で
も
そ
う
だ
っ
た
が
こ
れ
以
降
も
、「
新
共
同
訳
」
を
用
い
る
。

18　

わ
れ
ら
が
主
な
る
キ
リ
ス
ト
に

　

い
ま
の
世
の
な
か
、
あ
な
た
を
信
ず
る
ひ
と
び
と
は
、

あ
な
た
の
た
め
に
十
字
架
に
掛
け
ら
れ
た
ひ
と
よ
り
も
、

御
身
を
十
字
架
に
掛
け
た
者
ど
も
の
ほ
う
に
似
通
っ
て
い
る
、
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善
な
る
イ
エ
ス
は
、
全
く
流
浪
の
身
で
、
み
ず
か
ら
の
思
慮
分
別
を
見
定
め
た
方
で
あ
る
。

不
節
制
、
悪
口
、
背
信
、
そ
し
て
中
傷
は
、

頗す
こ
ぶる
尊
敬
に
値
す
る
聖
人
た
ち
の
心
に
、
常
軌
を
逸
し
た
苦
悩
、
恐
怖
や
悲
嘆
の
罠わ
な

に
か
け
よ
う
と
し
て
、
着
々
と
は
び
こ
り
出
し

て
い
る
。

（〈
黙
示
録
〉
に
苦
痛
な
ど
あ
ま
り
な
い
）

　

御
身
に
と
っ
て
悪
い
知
人
・
友
人
ど
も
に
は
、
ぼ
く
同
様
に
武
器
を
。

心
を
読
め
ば
わ
か
る
も
の
だ
。

ぼ
く
の
人
生
と
受
苦
は
、
つ
ね
に
御
身
の
徴
で
あ
る
。

　

よ
し
ん
ば
ご
降
臨
の
機
あ
ら
ば
、
主
よ
、
武
具
で
身
を
固
め
て
来
ら
れ
よ
。
加
う
る
に
、
十
字
架
も
必
ず
携
え
て
。
敵
は
、
ユ
ダ

ヤ
人
で
も
ト
ル
コ
人
で
も
な
い
。

こ
こ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
王
国
で
あ
る
。

〈
解
題
〉

　

お
の
ず
と
明
ら
か
な
内
容
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
革
命
蜂
起
を
企
て
た
が
失
敗
し
て
逮
捕
さ
れ
た
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
が
、
最
終
的
な
拷
問
の

直
後
（
一
六
〇
一
年
夏
）
に
書
き
上
げ
た
と
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
た
ち
（
当
局
）
が
、
往
時
の
迫
害
者
と
そ
っ
く
り
の
状
態

に
な
っ
て
い
る
と
嘆
じ
て
い
る
。
神
の
適
切
な
配
剤
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
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キ
リ
ス
ト
、
昇
天
の
と
き

　

死
は
、
太
古
か
ら
罪
を
犯
し
た
者
の
報
酬
で
、

娘
の
嫉
妬
か
ら
で
も
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

税
を
支
払
わ
な
く
て
も
い
た
だ
け
る
。

尊
大
こ
の
上
な
く
不
節
操
な
獣
、
蛇
と
同
族
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
の
王
国
そ
の
も
の
が

最
強
者
で
あ
る
全
能
者
に
屈
服
し
て
、

最
期
は
疲
弊
の
極
み
に
い
た
っ
た
と
は
思
い
た
く
あ
る
ま
い
。

過
て
る
国
家
理
性
が
死
を
育
ん
で
い
る
。

　

キ
リ
ス
ト
に
役
に
立
つ
た
め
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
に
仕
え
る
た
め
に
は
、
地
獄
へ
と
落
ち
よ
。

死
は
武
装
し
、
戦
場
を
選
ぶ
。

キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
像
を
揚
げ
て
も
、
嘲わ

ら笑
わ
れ
よ
う
。

　

生
あ
れ
ば
滅
亡
あ
り
。

死
あ
れ
ば
、
死
し
て
腑
分
け
さ
れ
た
肉
体
か
ら
、
神
聖
な
光
が
抜
け
出
し
て
行
く
。

こ
の
世
の
闇
は
も
は
や
避
け
ら
れ
な
い
。
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〈
解
題
〉

　

キ
リ
ス
ト
が
、
死
に
瀕
し
つ
つ
も
い
か
に
死
に
打
ち
勝
っ
た
か
は
、
神
学
者
の
あ
い
だ
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
、
自

分
固
有
の
オ
カ
ル
ト
的
感
覚
が
な
け
れ
ば
、
死
を
宣
言
し
な
い
、
と
言
う
。
死
こ
そ
生
の
永
遠
と
死
の
勝
利
に
変
容
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
詩
人
の
気
持
は
救
い
の
女
神
を
求
め
つ
つ
あ
る
。

20　

我
ら
が
主
、
キ
リ
ス
ト
の
墓
の
中
で
―
―
信
仰
な
き
者
た
ち
へ

　

お
お
、
お
ま
え
は
全
体
よ
り
も
一
部
、
人
類
よ
り
も
自
己
を
愛
し
て
い
る
、

無
思
慮
の
ま
ま
に
善
を
追
い
求
め
る
の
は
、

お
ま
え
の
劣
悪
な
国
に
腐
敗
の
実
が
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
律
法
学
者
や
偽
善
者
は
全
く
完
膚
無
き
ま
で
に
壊
滅
し
、

宗
派
そ
れ
ぞ
れ
が
、
人
間
を
超
え
た
至
高
の
善
の
力
で
、

信
心
を
奪
わ
れ
世
俗
に
還
っ
て
い
く
、

そ
の
あ
い
だ
墓
の
な
か
で
も
神
を
信
じ
な
い
者
に
は
崩
壊
が
訪
れ
る
。

　

摂
理
し
か
な
い
の
だ
と
思
え
、

天
や
地
や
他
の
美
し
い
事
物
を
な
お
ざ
り
に
し
、

そ
れ
ら
が
な
く
て
も
生
き
ら
れ
る
の
か
。

　

愚
か
者
よ
、
な
ぜ
お
ま
え
は
生
ま
れ
た
の
か
。

深
慮
と
神
が
お
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
な
の
だ
。
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考
え
を
変
え
な
さ
い
。

星
辰
を
率
い
る
者
に
対
抗
し
て
も
屈
服
す
る
ば
か
り
だ
。

〈
解
題
〉

　

19
か
ら
22
ま
で
の
四
篇
は
、
一
六
〇
一
年
の
復
活
祭
の
時
期
の
作
で
あ
る
（
獄
中
）。
聖
パ
オ
ロ
は
、〈
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
〉
第

六
章
23
で
、「
罪
が
支
払
う
報
酬
は
死
で
す
」
と
述
べ
て
お
り
、〈
知
恵
の
書
〉
第
二
章
24
で
も
、「
悪
魔
の
ね
た
み
に
よ
っ
て
死
が
こ
の

世
に
入
り
、
悪
魔
の
仲
間
に
属
す
る
者
が
死
を
味
わ
う
の
で
あ
る
」。『
形
而
上
学
』
第
Ⅶ
巻
第
五
章
六
節
で
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
自
身
も
同

様
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
人
間
の
創
っ
た
国
家
理
性
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
的
な
、
精
神
性
の
稀
薄
な
思
慮
分
別
で
生
き
て
い
る
者
た
ち
全
員

を
説
き
伏
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
明
晰
、
敬
虔
、
叡
智
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
い
つ
も
こ
の
世
で
は
、
事
を
成
す
よ
り
も
不
正
に
苦
し
む
方
が

よ
し
と
さ
れ
る
。
自
分
で
あ
れ
自
分
の
子
孫
た
ち
で
あ
れ
、
世
界
を
支
配
し
た
い
無
信
仰
の
者
の
欲
望
に
よ
っ
て
、
悪
人
ど
も
は
す
ぐ
に

破
滅
し
て
、
統
治
者
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
い
く
。

21　

キ
リ
ス
ト
の
聖
墓
の
な
か
で

　

聖
墓
の
な
か
か
ら
だ
と
、
不
死
な
る
神
智
が
、

驚
く
ほ
ど
無
限
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、

人
間
が
、（
お
お
、
聖
な
る
愛
神
エ
ロ
ス
！
）
で
身
を
纏ま
と

っ
た
肉
塊
で
あ
ろ
う
と
も
、

天
使
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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神
は
肉
体
が
滅
び
死
し
て
埋
葬
さ
れ
、

そ
れ
か
ら
勝
利
の
生
に
向
か
い
、
天
に
昇
ら
れ
た
。

生
き
て
神
と
と
も
に
あ
る
な
ら
ば
、
公
明
正
大
な
情
愛
に
抱
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

理
性
に
燃
え
滾た
ぎ

っ
て
死
ぬ
ひ
と
は
、

詭
弁
家
や
偽
善
者
、
そ
れ
に
僭
主
た
ち
を
打
ち
斃た
お

し
、

人
間
た
ち
に
悪
事
を
働
く
者
た
ち
を
、
崇
拝
す
る
神
に
代
わ
っ
て
薙な

ぎ
倒
す
。

正
義
が
死
ぬ
と
不
敬
虔
な
生
物
が
罪
を
受
け
る
。

　

そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
悪
業
を
裁
く
法
が
定
め
ら
れ
、

そ
の
更
正
の
律
法
に
よ
っ
て
、

つ
い
に
最
後
の
審
判
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
解
題
〉

　

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
主
題
は
明
白
で
あ
る
。
注
意
と
遵
守
、
認
識
と
キ
リ
ス
ト
の
真
似
び
の
大
切
さ
を
詠
っ
て
い
る
。

22　

キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
際
し
て

　

人
類
の
た
め
に
苦
し
み
を
拒
ま
ず
、

艱か
ん
な
ん難

辛し
ん

苦く

の
数
年
の
の
ち
、

キ
リ
ス
ト
が
六
時
間
も
十
字
架
に
磔
は
り
つ
けの

刑
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
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天
は
キ
リ
ス
ト
に
不
死
を
賜
っ
た
、

　

そ
の
御
姿
を
あ
ま
ね
く
見
て
い
て
も
、

理
性
の
力
が
あ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
拷
問
の
あ
い
だ
、

絵
に
託
す
こ
と
も
説
教
で
も
伝
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

悲
し
み
の
世
界
を
悪
意
に
満
ち
た
一
撃
で
終
わ
ら
せ
て
よ
い
の
か
。

天
上
界
で
愉
悦
に
ひ
た
り
、
地
上
に
、
神
の
御
名
に
値
す
る
栄
光
と
威
徳
を
す
ぐ
さ
ま
も
た
ら
す
偉
大
な
王
国
を
な
ぜ
語
っ
た
り
書

い
た
り
し
な
い
の
か
。

　

あ
あ
、
し
も
じ
も
の
者
た
ち
、
大
地
に
は
い
つ
く
ば
り
、

予
想
す
ら
し
て
い
な
か
っ
た
大
勝
利
が
訪
れ
る
な
ら
、

太
陽
は

激
し
い
戦
い
の
日
を
ね
ら
い
撃
ち
せ
よ
！

〈
解
題
〉

　

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
磔
刑
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
が
復
活
し
な
い
の
を
つ
ね
に
内
心
願
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
を
叱
責
し
て
い
る
。
聖
ベ
ル

ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
『
復
活
祭
の
説
教
』
に
も
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
に
よ
れ
ば
、
善
人
を
天
上
の
栄
誉
に
招
く
終
末
論
的
復
活
の
ま
え
に
、
一
時
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
人

類
と
の
統
合
一
致
へ
回
帰
す
る
こ
と
で
、
充
足
の
場
を
世
界
に
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
、
ロ
ー
マ
教
会
の
政
治
的
勝
利
と
地
上
で
の
生
活
が

無
垢
・
長
寿
・
原
初
的
神
智
へ
と
還
っ
て
い
く
事
態
が
起
こ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
改
革
行
為
は
す
べ
て
、
自
分
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の
打
ち
立
て
た
原
理
（
つ
ま
り
円
熟
期
の
大
作
〔『
想
い
出
さ
れ
る
事
ど
も
』、『
神
学
』
で
論
ぜ
ら
れ
た
霊ア
ニ
マ魂

〕
に
基
づ
い
た
世
界
の
継

承
を
め
ざ
し
て
い
る
）。『
神
学
』
で
こ
の
部
分
は
も
っ
ぱ
ら
、
第
二
十
七
巻
で
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
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