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(平
成
四
年
三
月
十
八
日
)

芥
川
龍
之
介

問
い
か
け
る
小
説

菊

地

弘

芥
川
は
大
正
十
年
三
月
末
日
か
ら
七
月
初
旬
に
か
け
て
、
大
阪
毎
日
新

聞
社
の
海
外
視
察
員
と
し
て
、
中
国
旅
行
の
旅
に
出
た
。
そ
の
折
の
見
聞

コ

　　

ユ
　

が

『上
海
游
記
』
と
な
っ
て

「大
阪
毎
日
新
聞
」
に
八
月
十
七
日
か
ら
九

月
十
二
日
ま
で
二
十

一
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。
『上
海
游
記
』は
全

二
十

一
の
短
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
政
治
経
済
の
面
に
は
深
く
踏
み

込
ん
だ
文
章
は
な
い
。
中
国
の
調
度
骨
薫
の
類
い
、
芝
居
や
中
国
美
人
の

　　
　
　

話
題

な

ど

の
叙

述

が
あ

り
、
吉

田

精

一
は
、
多

方

面

に

「
目

と
心

を
く
ば

り

、
文
芸

の
士

の
好
事
的

印
象

に

の
み
終

ら

せ

ま

い
と
し

て

い
る
配
慮

は

感

じ
ら

」
れ

る
、

「
い
ろ

い
ろ
と
体

裁
を

か
え

、
視
点

を

か
え

、
…機
智

と
諧

謔

と
皮
肉

が

百
出

し

て
、
読

ん

で
は
面
白

く

、
作

者

の
才
気

を
十

分

に
感

じ
さ

せ
る

に
足
り

る
」

と

み
て

い
る
。

と

こ
ろ

で

「十

二

西
洋

」

で
、
上

海

は

一
面

西
洋

で
も

あ

る
、
が

、

西

洋

の
様
式

が

よ

い
と
は
限

ら
な

い
、

西
洋

嫌

い
な

の
で

は
な
く

<
俗

悪
〉

な
る
も

の
は
ご
免

な

の
だ

と
芥
川

は

い
う
。

た
だ

上
海

の
西

洋

は

く
本

場

を
見

な

い
僕

の
眼

に
も
、

や
は

り
場
違

ひ
の
や

う
な
気

が

す
る

の
だ
〉

と

語

っ
て

い
る
。

ま
た

「
二
十

徐

家
涯

」

で
は
、

中
国

の
風

土

の
な

か
で

三

つ
の
時

代

に
お
け

る

キ
リ

ス
ト
教

の
あ

り
よ

う
を

ス
ケ

ッ
チ
風

に
描

い

て

い
る
が

、
先
ず

〈
明

の
万
暦
年

間
〉
、
雲

水

と
宣

教
師

の
問

答
形

式

で
、

ど

こ

か
ら

来

た
か

と
問
う
雲

水

に
、
宣

教
師

が
信

者

の
家

へ
行

っ
て
き
た

と
答

え

る
と
、

雲
水

は

〈黄

巣
過

ぎ

て
後

、
還

つ
て
剣

を
収

得

す
る

や
否

や

?
〉

〈道

へ
。

道

へ
。
道

は
な
け

れ
ば
、

1
>

と
迫

っ
て
、
〈
如

意

を
揮

し
も
べ

ひ
、
将

に
宣
教

師
を

打

た
ん
〉

と
す

る
。
僕

が
雲

水

を
突

き
倒

し

て
、

そ

の
間

に
宣

教
師

は
立

ち
去

る
。

雲
水

は
仏

の
道

に

は
ず

れ

た
や

つ
だ

と

の

の
し
り
、

〈
如
意

〉

ま

で
折

れ

て
し

ま

っ
た
、

〈鉢

〉

は
見
失

っ
て
し

ま

っ

た

と

い
う
。
折

か
ら

〈
墻

内

よ
り

か
す

か
に
讃

頌

の
声

起

る
〉

と
し

て

い

る
。
天
主

教

が
根
づ

い
て

い
る

こ
と
を
示

し

て

い
る
よ
う

だ
。
次

に

〈
清

の
薙

正
年

間

〉
、

キ
リ

ス
ト
教

が
禁

じ
ら

れ

〈
荒
廃

せ

る
礼

拝
堂

〉
が

見
え

る
。

キ
リ

ス
ト
教
者

と

わ

か
れ
ば
首

を
斬

ら

れ
る
。

甲
乙

丙

の
三
人

の
娘
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が
摘
み
草
に
来
て
土
に
ま
み
れ
た
十
字
架
を
み
つ
け
る
が
、
元
の
通
り
に

埋
め
て
お
く
。
暮
れ
方
、

一
人
の
老
人
が
丙
と
現
れ
、
早
く
先
程
の
十
字

架
を
さ
が
し
て
く
れ
と
願
い
、
老
人
は
手
に
十
字
架
を
の
せ
、
折
か
ら
の

〈新
月
の
光
〉
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら

〈黙
薦
の
頭
を
垂
る
〉
の
で
あ
る
。

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
を
描
い
て
い
る
よ
う
だ
。
〈中
華
民
国
十
年
〉、
天
主
堂

の
尖
塔
が
雲
に
聳
え
、
麦
畑
の
中
に
十
字
架
が
あ
る
。
日
本
人
五
人
が
現

れ
、
案
内
記
を
開
き
つ
つ
、
十
字
架
が
徐
家
涯
の
墓
の
一
部
で
あ
る
の
を

確
認
し
、
墓
誌
銘
や
十
字
架
の
銘
を
読
み
、
そ
の
前
に
立
っ
て
写
真
を
撮

る
。
そ
の
場
面
の

〈不
自
然
な
る
数
秒
の
沈
黙
〉
と
い
う
表
現
で
終

っ
て

い
る
。
ど
う
し
て
不
自
然
な
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
十
字
架
の

前
で
写
真
を
撮
る
思
慮
の
な
い
観
光
気
分
に
不
調
和
な
気
持
を
明
示
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
文
明
史
の
な
か
で
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
し
た
か
、
ど
の
よ
う
な
受
難
を
経
て
き
た
の
か
、
具
体
的
で
は
な

い
が
、
作
者
芥
川
の
眼
は
キ
リ
ス
ト
教
文
明
と
土
着
の
固
有
の
文
明
と
の

触
れ
合
う
課
題
に
向
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
ま
い
か
。

『神
神
の
微
笑
』
は
大
正
十

一
年

一
月

「新
小
説
」
に
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
小
説
は

「切
支
丹
も
の
」
の
部
類
に
は
い
る
が
、
あ
る
種
の
文
明
論

で
あ
り
日
本
人
の
精
神
史
を
描
い
た
も
の
と
読
め
る
。
宣
教
師
オ
ル
ガ
ン

　　
ヨ
　

テ
イ
ノ
が
永
禄
寺
、
通
称
南
蛮
寺
の
庭
を
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ

ま
る
。
松
や
桧
と
い
う
日
本
古
来
の
木
々
の
問
に
薔
薇
、
橄
欖
、
月
桂
と

い
っ
た

〈
西
洋
の
植
物
〉
が
植
え
て
あ
る
。
夕
明
り
の
な
か
に
漂
う

〈薄

甘
い
匂
〉
が

〈庭
の
静
寂
〉
に

〈何
か
日
本
と
は
思
は
れ
な
い
、
不
可
思

議
な
魅
力
を
添
へ
〉
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
の
中
に
西
洋
が
調
和
的
に
同

居
し

て

い
る
眺

め

で
あ
り

、
庭

(自
然

)
が

魅
力

的

に
映

っ
て
く

る
光

景

な

の
だ
が

、
オ

ル
ガ

ン
テ

イ

ノ
の
心
を
安

ら

か

に
は
し

な

い
。
心

は
過
去

へ
、
遠

く

<
羅
馬

の
大

本
山

〉

へ
誘
わ

れ

て
ゆ
き

、
懐
郷

の
悲

し

み
を
払

う

た

め

〈
神

〉

の
御

名

を
唱

え
る

が
、
目

前

の
風
景

は

オ

ル
ガ

ン
テ
イ

ノ

の
気

持

に

一
層

〈
重

苦

し

い
空

気

を
擴
げ

〉

は
じ

め
る
。

「
こ
の
国

の
風
景

は
美

し

い
。
ー

」

オ

ル
ガ

ン
テ

イ
ノ

は
反
省

し
た
。

こ
の
咏
嘆

に
沈

む

〈
反
省

〉
と
は
何

か
、

キ
リ

ス
ト
教

と

日
本

の
自
然

(風

土
)

と

の
間

隙

に
立

た
さ

れ
、
宣

教
師

オ

ル
ガ

ン
テ

イ
ノ

は
布

教

へ
の
決

心
が
揺

ら

い
で

い
る

の

で
あ

る
。
彼

の
心
中

は
、

「
こ

の
国

の
風
景

は
美

し

い
。
気

候

も
ま

つ
温
和

で
あ

る
。

土
人

は
、
ー

あ

の
黄
面

の
小

人

よ
り

も
、

ま
だ

し
も
黒

ん
坊

が
ま

し

か

も

知
れ

な

い
。
し

か
し

こ
れ
も

大
体

の
気

質

は
、
親

し

み
易

い
処

が

あ

る
。

の

み
な
ら
ず

信
徒

も
近

頃

で
は
、
何

万

か
を
数

へ
る
程

に
な

つ
た
。
現

に
こ

の
首
府

の
ま
ん
中

に
も
、

か
う

云

ふ
寺

院
が

聳
え

て

ゐ

る
。
し

て
見

れ
ば

比
処

に
住

ん

で
ゐ
る

の
は
、

た

と
ひ
愉
快

で
は

な

い
に
し

て
も
、

不
快

に
は
な
ら

な

い
筈

で
は
な

い
か
?

が
、
自

分

は

ど
う

か
す

る
と
、
憂

鬱

の
底

に
沈

む
事

が
あ

る
。

リ

ス
ボ

ア

の

市

へ
帰

り

た

い
、

こ

の
国

を
去

り

た

い
と
思

ふ
事
が

あ

る
。

こ
れ

は

懐

郷

の
悲

し

み
だ

け

で
あ

ら
う

か

?

'

い
や
、
自

分

は
リ

ス
ボ

ア

で

な

く
と

も
、

こ

の
国

を
去

る
事

が
出
来

さ

へ
す

れ
ば

、
ど

ん
な
土

地

へ
で
も
行

き

た

い
と
思

ふ
。
支

那

で
も
、
沙

室

で
も
、

印
度

で
も

、

ー

つ
ま
り
懐

郷

の
悲

し

み
は

、
自
分

の
憂

鬱

の
全
部

で
は
な

い
。
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自

分

は
唯

こ

の
国

か
ら
、

一
日

も
早

く
逃

れ

た

い
気

が
す

る
。

し

か

し

し

か
し

こ

の
国

の
風
景

は
美

し

い
。
気
候

も

ま
つ
温

和

で
あ

る
。

…
…
」

と
あ

る
よ

う

に
、

日
本

の
風

土

は
そ

の
美

し
さ
、

温
和

な

こ
と

で
オ

ル
ガ

ン
テ

イ

ノ
を
魅

き

つ
け
る

と
同
時

に
、

え

た

い
の
知

れ
な

い
不
安

、
憂
鬱

を
与

え

る
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

風
土

の

〈
不
可

思
議

〉
な
美

を
象

徴
的

に
表

わ

し

て

い
る

の
が

〈
仄
白

い
桜

の
花

〉

即

ち

〈
夕

闇

に
咲

い
た
枝
垂

桜

〉

で
、
そ

の
朧
げ

な
美

の
光

は
彼

を

〈
不
安

〉

に

か
き
た

て
る

と
と
も

に
、

〈
日
本

そ

の
も

の
の
や
う

に
見

え
〉
て
く

る

の
で
あ

る
。
南

蛮
寺
内

陣

で
神

へ
祈

を
捧

げ

る
オ

ル
ガ

ン
テ

イ

ノ
に
、

ラ

ン
プ

の
光

に
照

ら

し
出

さ

れ

る

〈
勇

ま
し

い
天
使

は
勿
論

、
吼

り
立

つ
た
悪
魔

さ

へ
も
、
今

夜

は
朧

げ

な

光

の
加

減

か
、

妙

に
ふ
だ

ん

よ
り

は
優

美

に
見

え
〉
る
。

そ
れ

は
〈
水

水

し

い
薔
薇

や

金
雀
花

が

、
匂

つ
て
ゐ

る
せ

ゐ
か
も
知

れ

な
〉

い
と
観

じ

る
。

風
景

が
美

し

い
と
嘆

じ
た

と
同

じ
よ

う

に
こ

の
内

陣

の
内

で
も
自

身

情

調
的

な
感

覚

に
立

ち
、
悩

ま

さ
れ

て

い
る
。
花

の
美

し

さ
、
漂

う
匂

い

が
人

の
心

に
刻

む

こ
の
国
独

特

な
風
土

を
、

異
国

人

に
知
ら

し

め
る
よ

う

に
作
者

芥
川

は
造

型
し

て

い
る

よ
う

に
よ

め
る
。

キ

リ

ス
ト
教
を

弘
め

る

た

め

に
は
独
特

の
風
土

と

の
戦

い
が
ま

ず

お
こ
な

わ

れ
な
く

て

は
な
ら

な

い
。

こ

の
日
本

に
住

ん

で
ゐ

る
内

に
、
私

は

お
ひ

お
ひ
私

の
使
命

が
、

ど

の
位
難

い
か
を
知

り
始

め

ま
し

た
。
こ
の
国

に
は
山

に
も
森

に
も

、

或

は
家

家

の
並

ん
だ

町

に
も
、

何

か
不
思

議

な
力
が

潜

ん

で
居

り
ま

す
。

(中
略

)
そ

の
力

は
、

丁
度

地
下

の
泉

の
や
う

に
、

こ

の
国
全

体

へ
行

き
渡

つ
て
居

り
ま

す
。
ま
つ

こ

の
力

を
破

ら
な

け

れ
ば

、
お

お
、

南
無

大
慈

大
悲

の
泥
鳥
須

如
来

!

邪
宗

に
惑

溺

し
た

日
本

人

は
波

羅
葦

増

(天
界

)

の
荘
厳

を
拝

す

る
事
も

、
永
久

に
な

い
か
も
存

じ

ま

せ
ん

。
私

は
そ

の
為

に
こ

の
何

日

か
、

煩
悶

に
煩
悶

を
重

ね

て
参

り

ま
し

た
。

ど
う

か
あ
な

た

の
下
部

、

オ

ル
ガ

ン
テ
イ

ノ
に
、
勇

気

と
忍

耐

と
を
御

授

け
下
さ

い
。
1

」

と
、

オ

ル
ガ

ン
テ
イ

ノ

は
既

に
日
本
人

に
は
天
国

を
拝

せ

な

い
か
も
知

れ

な

い
が

と
に

か
く
布
教

に
努

め

よ
う

と

い
う

悲
願

に
近

い
姿

と
な

っ
て

い

る
。

異
文
化

キ
リ

ス
ト
教

と
土
俗

信
仰

と

の
衝
突
葛

藤

で
あ

る
。

オ

ル
ガ

ン

テ
イ

ノ

は

キ

リ

ス
ト
教

を

弘

め

る

使
命

を
果

す

た

め

に

は

〈
こ
の
国

の
山
川

に
潜

ん

で
ゐ

る
力

〉

即
ち
神

神

の
霊

と

〈
戦

は

な
け

れ

ば

な
〉

ら

な

い
こ
と
を

思
う

。
そ

の
オ

ル
ガ

ン

テ
イ

ノ
の
眼
前

に
天

の
岩

屋

戸

の
.
「
神
話

」

が
出

現
し

、
〈
新

し

い
神

な

ぞ

は
〉

い
な

い
、

〈
大

日
霎

貴

〉
に
逆

ら

う
も

の
は
亡

び

る
と
、

〈
大

日
霎
貴

〉
を

始
祖

と
す

る
神
神

の

国

で
あ

る

こ
と
が
強

調

さ
れ

て

い
る
。
だ

が

オ

ル
ガ

ン
テ
イ

ノ
は
今

日

一

日

の
内

に

〈
日
本

の
侍
が

三

四
人
、

奉
教

人

の
列

〉

に
加

わ

っ
た
事
実

を

思

い
、

や
が

て

〈
こ

の
国

も
至

る
所

に
、

天
主

の
御
寺

が
建

て
ら
れ

る
〉

こ
と
を
信

じ

る
。

そ

こ

へ

〈
こ
の
国

の
霊

の

一
人

〉
で
あ

る
老

人

が
現

れ
、

オ

ル
ガ

ン
テ
イ

ノ

に
向

っ
て
、

「あ
な
た
は
天
主
教
を
弘
め
に
来
て
ゐ
ま
す
ね
、
ー

」

老
人

は
静

か

に
話

し
出

し

た
。

「
そ
れ

も
悪

い
事

で
は
な

い
か
も
知

れ
ま

せ

ん
。
し

か
し

泥
鳥

須

も

こ
の
国

へ
来

て
は
、

き

つ
と
最
後

に
は
負

け

て
し
ま

ひ
ま

す
よ
。
」
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こ

の
予
言

の
意
味

は
大

き

い
。

キ
リ

ス
ト
教

文
化

の
根

付

か
な

い
こ
と
を

明
ら

か

に
し

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

そ
れ

は
、
夢

の
よ
う

に
花

を
煙

ら
せ

て

い
る
枝
垂

桜

の
美

に
象
徴

さ

れ
る

こ

の
国

で
は
、

キ
リ

ス
ト
教

と

い
う

一
神
教

の
聖

な

る
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
は
生

じ
て

こ
な

い
こ
と
を
示

す

か
ら

で
あ

る
。
換

言
す

れ
ば

、
神

神

の
微
笑

が

こ

の
日
本

の
人
び

と

の
感
性

に
伝

え

て
来

る
恍
惚

と
咏

嘆

の
な

か
で

キ
リ

ス
ト

の
思
想

は
中
核

的

な

テ
ー

マ
と

し

て
成

り
た

ち
難

い
こ
と
を
説

い
て

い
る

の
で
あ

る
。
輸

入

さ

れ
た
外
来

文

化

の
真

髄

を
失

っ
た
形

で
根

付

い
た
例

と
し

て
、
中

国

か
ら
伝

わ

っ
た

文
字

や
書

道

が
あ

げ

ら
れ

る
が
、

そ

れ
ら

は
日
本

人

の
心
情

に
見
合

う
形

に
デ

フ

ォ
ル
メ

さ
れ

て
、
美

し
く
生

れ
変

っ
た
と

い
う
。

ま

た
仏
教

の
運

命

も
同
様

で
あ

る
と

い
う
。
〈大

日

霎
貴

は
大

日
如
来

と
同

じ

も

の
だ
と
思

は

せ
〉

た

〈
本

地

垂
跡

の
教

へ
〉

が
支
配

的

な

の
で
あ

る
と

し

て

い
る
。

だ

か

ら
オ

ル
ガ

ン

テ
イ

ノ
が

三

四
人

の
侍

が

帰

依

し

た

と
言

う

の
に
対

し

、

「
そ

れ
は
何

人

で
も
帰

依

す
る

で
せ
う

。
唯

帰
依

し

た
と

云

ふ
事

だ

け
な

ら
ば

、

こ
の
国

の
土
人

は
大

部
分

悉
達

多

の
教

へ
に
帰

依

し

て
ゐ
ま

す
。

し

か
し
我
我

の
力

と
云

ふ

の
は
、
破

壊

す

る
力

で
は
あ

り
ま

せ

ん
。
造

り
変

へ
る
力
な

の
で
す
。
」

と

い
う
よ

う

に
、
神

仏
が

矛
盾
撞

着

す

る

こ
と
な
く
身

体

と
精
神

の
う

ち

に
同

居
し

て

い
る

こ
と
を

明
ら

か

に
し

て

い
る
。
同
時

に
日
本

人

の
〈
力
〉

は

〈破

壊

〉
す

る

の
で

は
な
く

<
造

り
変

へ
る
〉
力

で
あ

る

と
、
日
本

人

の
特
性

を
捉

え

て

い
る
。

つ
ま

り
民
族

的

な
宗

教

(汎

神

)

の
中

に
外

来

の
文

明
を

〈
造

り
変

〉
え

て
組

み
込

ん

で
し
ま

う
寛
容

な
精

神

を
強
調

す

　　
　
　

る
も

の
で
あ

る
。

一
神
教

の

「
キ

リ

ス
ト
教

の
持

つ
非
寛
容

」

の
厳
格

な

精
神

と

の
差
違

を
明

言

す
る

も

の
と
も

い
え

よ
う
。

「
事

に
よ

る
と
泥
烏

須
自

身

も
、
此

の
国

の
土

人

に
変

る
で

せ
う
。

支

那
や
印

度

も
変

つ
た

の
で
す

。
西

洋
も
変

ら

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。
我

我

は
木

木

の
中

に
も

ゐ
ま
す
。
浅

い
水

の
流

れ

に
も

ゐ

ま
す
。

薔
薇

の
花

を
渡

る
風

に
も

ゐ
ま

す
。
寺

の
壁

に
残

る
夕

明

り

に
も

ゐ

ま

す
。
何

処

に
で
も
、
又
何

時

で
も

ゐ
ま

す
。
御
気

を

つ
け

な

さ

い
。

御
気

を

つ
け
な

さ

い
。
…

…
」

と

い
う
。

キ
リ

ス
ト
教

は
東

洋
的

汎
神

論

の
う

ち

に

「
混
合

」

さ
れ

て
し

ま
う

だ

ろ
う

と
し

て

い
る

わ
け

だ
。

初

出
稿

で

は
次

の
よ
う

な
風
景

が
描

か

れ

て

い
る
。

オ

ル
ガ

ン
テ
イ

ノ

は
南
蛮

寺

の
方

丈

の

〈
た

つ
た

一
つ
と
も

つ
た
蝋

燭

の
光
も

、
其
処

へ
は

か
す

か

に
し

か
当

ら

な
か

つ
た
。

窓

の
外

の
木

立

ち

の
戦

ぎ

、
彼

の
翻

す

頁

の
音

、

彼

を
取

り
囲

ん
だ
静

か
さ

は
、
殆
息

苦

し

い
位

だ

つ
た

〉

と

い
う
情
態

の
な

か
で
、
先

程

の
老
人

の
姿

が
浮
ぴ

あ

が

っ
て
く

る

の
を

感

じ

て

い
る
。
壁

画

の
、
真

向

に
な

っ
た
耶
蘇

の
後

に
欝

金
桜

が
咲

い
て

い
る

で
は

な

い
か
、

の
み
な

ら
ず
耶

蘇

そ

の
人

の
顔

も
、

頭

を
め
ぐ

っ
た

円

光

の
中

に
、
何

か
表
情

が
変

っ
た
よ

う

に
見

え

た
。

ペ
テ

ロ
の
顔

は
先

程

の
老

人

に
よ
く
似

て

い
る
よ
う

に
見

え
る
。

オ

ル
ガ

ン
テ

イ

ノ
の
、

お

前

は

一
体

何

も

の
だ

と
問
う

こ

と
ば

に
、

耶
蘇

は

〈
「
彼

は
我
影

、
我

は
彼

が
光

な
り
。
」
〉

と
、
そ

の
土
着

の
霊

で
あ
る
老

人

と

一
体

に
な

っ
た

か

の

よ
う

な
答

え

を
与

え

る
。

ペ
テ

ロ

「主

よ

。
如
何

に
し

て
自

ら
を

我
等

に
は
顕

し
、
世

に

は

一
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顕

し
給

は
ざ

る
や

?
」

耶

蘇

「
人
も

し
我

を
愛

さ
ば

、
我

言
葉

を
守

ら

ん
。
我

来
り

て

そ

の
人

と
共

に
住

む

べ
し
。

(中
略

)
」

ペ
テ

ロ

「
主

よ
。

何
処

へ
行

き
給

ふ
や

?
」

耶
蘇

「我

行

く
所

へ
は
汝

今
従

ふ
事

能

は
ず

。
さ

れ
ど
心

に
憂

ふ

る
事
勿

れ
。

我
行

く

は
汝
等

を

も
、
我

居

る
所

に
居

ら
し

め
ん

と

て

な
り
。

少
時

せ
ば

世

は
我
を

見

る
事

な
し
。

さ

れ
ど
汝

等

は
我
を

見

る
。
我

生
く

れ
ば

汝
等

も
生

き

ん
。
汝

等
安

か

れ
。
」

と
、
新
約

聖
書

、

ヨ

ハ
ネ
伝
第

十

三
章

、
第

十

四
章

の
言
葉

を
拾

っ
て
綴

っ
た
対
話

が

あ

っ
て

(た
だ

し

こ
の
引

用
最

初

の

ペ
テ

ロ
の
言

葉

は
、

ペ

テ

ロ
の
も

の
で

は
な
く

、

ス
カ
リ

オ

テ
で
な

い
方

の

ユ
ダ

が

キ
リ

ス
ト

に

問

い
か
け
た
言

葉

で
あ

る
。
菊

地

)
、

十

二
人

の
弟

子

た
ち

「
主

よ
。
大

日
窶

貴

よ
。
我

等
主

と
共

に
あ

ら

ん
。

…
…
」

こ

の
言

葉
が

ま
だ

止
ま

な

い
内

に
、
蝋

燭

は
火

の
尾
を
引

き
な
が

ら
、

オ

ル
ガ

ン
テ

イ
ノ

の
手
を
離

れ

た
。
彼

は
そ

の
刹

那

に
耶
蘇

の

顔

が

、
美

し

い
女

に
変

つ
て
ゐ

る

の
を

見

た
。
「
ホ
ザ

ナ

よ
。
ホ
ザ
ナ

よ
。
大

日

霎
貴

の
名

に
よ

り

て
来

る

も

の
は
幸

な
り
。

い
と
高

き
所

に

ホ
ザ

ナ

よ
。
」

と
、
闇

の
中

の
鬨

の
声

と
な

っ
て
き

こ
え

て
く

る
と

い
う
。
キ
リ

ス
ト

が
、

こ

の
国

へ
来

て
、

大

日
霎

貴

に
変
容

す

る

こ
と
を

、
明

ら

か
に

こ
こ

で
描

　　

　
　

い
て

い
る
。

こ

の
部
分

は

『
春
服

』
収
録

の
際

に
削

除

さ
れ

た
。

　　
　
　

遠
藤
周
作
氏
は

「
こ
の
造
り
か
え
る
力
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
芥

川

は
そ

れ
を
肯
定

し

た

の
か
、

そ
れ

と
も
否
定

し

た

の
か
。
少

く

と
も

そ

れ

は
こ

の

「
神

々

の
微

笑
」

の
な

か

で
は
曖
昧

だ

」

と
記

し

て

い
る
。

し

か
し

そ
れ

は
初
出

で
読

め
ば

、
〈
造

り
変

へ
〉
る
力

を
芥
川

は
肯

定

し
て

い

る

こ
と

に
な

る
。

日
本

の
風
土

に
キ
リ

ス
ト

の
真
髄

は

ス
ト

レ
ー

ト
に

は

定

着

し
な

い
こ

と
を
断

じ

る
も

の
で
あ

る
。

し
か

し
、
作

品
末

尾

で
は

泥
烏

須
が
勝

つ
か
、
大

日
窶
貴

が
勝

つ
か

そ
れ

は
ま
だ

現
在

で
も
、
容

易

に
断
定

は
出

来
な

い
か
も
知

れ
な

い
。

が
、

や
が

て

は

我
我

の
事

業
が

、
断
定

を
与

ふ

べ
き
問

題

で
あ

る
。

と
未

定

の

こ
と
と

し
て
描

い
て

い
る
の

で
、

こ
の
初
出

の
部

分
が

あ

っ
て

は
内

容
が

矛
盾

す

る
。

つ
ま
り
構

想

の
破
綻

が
窺

わ

れ
る
。

そ

れ

に
気

づ

い
た
芥
川

が
先

の
部

分
を

『春
服

』

に
収

録

す

る
折

に
削
除

し
た

の
で
あ

ろ
う

。
さ
て

〈我

我

の
事
業

〉

と
は
何

を
指

す

の
か
。

そ
れ

は

〈新

た

に
水
平

へ
現

れ
た
、

我
我

の
黒
船

の
石
火
矢

の
音

は
、
必
古

め

か
し

い
君
等

の
夢

を
破

る
時

が
あ

る

に
違

ひ
な

い
。

そ
れ

ま

で
は
、
ー

さ
や
う

な

ら
。

パ

ア
ド

レ

・
オ

ル
ガ

ン
テ
イ

ノ
!

さ
や

う
な

ら
。
南

蛮
寺

の
ウ

ル
ガ

ン
伴

天
連

!
〉

の

一
文

と
関
連

づ

け
れ
ば

、
西

洋

の
新
文

明

(事

業

)
が

も
た

　　
ヱ

ら

す
衝

撃

を

見

据

え

て

い

る

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

三
好

行

雄

氏

は

「
〈
我

々

の
事
業

〉

は
す

な
わ

ち
西
洋

の
事

業

に
ほ

か
な

ら
な

い
。
」

と
し

て

い
る

。
〈
破

壊
す

る
力

〉
を
も

つ
キ
リ

ス
ト
教

は
、

山
川
草

木

に
神

が
あ

る
と
認
識

す

る

こ
の
国

で
は
変
容

さ
せ
ら

れ

て
し
ま

う

こ
と
が
、

こ
の
小

説

の
主
題

で
あ

っ
た
。
そ

れ

は
近
代
的

な
人

間
中

心
主

義

に
立

つ
認
識

に

よ

っ
て
思
考

す

る
西
欧

と

日
本

と

の
関

与
性

を
問

題
化

し

て

い
る
と

い
う
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こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

既
に
日
本
近
代
を
知
っ
て
い
る
芥
川
は
異
文
化
西
欧
の
到
来
を
溯
及
的

に
見
詰
め
る
モ
チ
ー
フ
が
生
じ
た
。
そ
れ
が

『神
神
の
微
笑
』
の
成
立
で

(注
8
)

あ

る
。
笠

井
秋

生
氏

は

「
こ
の
末
尾

の

一
節

に
キ

リ

シ
タ

ン
時

代

と
近
代

と
を

結
び

つ
け
る
役

割

を
持

た
せ

た

の
で
は

な

か
ろ
う

か
。
」
と
捉

え
て

い

る
。

こ
の
視

点

に
同

感

で
あ

る
。

な

ぜ

そ

の
よ

う
な

モ
チ
ー

フ

に
到

っ
た

の
か
。

『神

神

の
微
笑

』
で
は
神

の
変
容
-

文
明
の
変
容

の
問
題
の
み
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
既
に

大
正
八
年
に
書
か
れ
た

『開
化
の
良
人
』
で
は
、
銅
版
画
を
見
て

〈
一
種

の
和
洋
折
衷
が
、
明
治
初
期
の
芸
術
に
特
有
な
、
美
し
い
調
和
を
示
し
て

ゐ
た
。〉
と
語
る
条
り
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
近
代
化
さ
れ
て
む
き
出
し

に
さ
れ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
不
均
衡
で
あ
る
と
、
情
調
的
、
美
的
感
性
の
視

点
か
ら
押
さ
え
て
い
た
。
芥
川
の
脳
裡
に
は
西
欧
的
文
明
と
東
洋
的
文
明

の
差
違

の
問
題
が
持
続
的
に
あ
っ
た
。

つ
ま
り
西
欧
に
お
い
て
は
神
と
い

う

「絶
対
者
の
存
在
」
が
個
の
意
識
と
行
動
に
実
在
す
る
の
で
、
人
間
主

体
に
考
え
る
近
代
の
文
明
は
宗
教
と
密
接
に
関
わ
る
。
し
か
し
日
本
の
汎

神
論
で
は
、
個
の
う
ち
に
絶
対
者
は
あ
り
得
な
い
。
絶
え
ず
問
い
か
け
、

問
い
か
け
ら
れ
、
律
せ
ら
れ
る
も
の
の
な
い
個
は
、
人
間
主
体
に
考
え
る

と
、
自
己
に
下
降
し
て
我
執
と
変
り
易
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
の
国
の
現
実

を
芥
川
は
直
視
し
て
い
た
と
思
う
。

「「神
神

の
微
笑
」
に
言
及
し
て

「長
崎
小
品
」
を
無
視
す
る
の
は
片
手
落

　　

　
　

ち

で
あ

る
」
と

い

っ
た

の
は

三
好
行

雄
氏

で
あ

っ
た
。

三
好
氏

は

「
「
神
神

の
微

笑
」

の
疑

問

、
デ

ウ

ス
が
勝

つ
か
オ
オ

ヒ

ル
メ

ム
チ
が
勝

つ
か
と

い

う
あ
の
ア
ポ
リ
ア
に
、
芥
川
龍
之
介
自
身
が
ひ
と
つ
の
解
答
を
あ
た
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
し
、
芥
川
の
あ
た
え
た
解
答
と
し
て
「
か
れ
は
い

ぜ
ん
と
し
て
、
同
化
し
変
容
す
る
日
本
の
神
々
を
信
じ
て
い
る
。
西
洋
文

明
の
命
の
火
は
司
馬
江
漢
の
え
が
く
蘭
人
の
胸
の
な
か
に
、
日
本
の
風
土

と
の
微
妙
な

一
体
化
を
遂
げ
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
大
川
に
み

い
る
青
年
の
感
性
に
、
ダ
ヌ
ン
チ
ヨ
と
黙
阿
弥
と
が
等
価
で
領
略
さ
れ
た

よ
う
に
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

「長
崎
小
品
」
は
大
正
十

一
年
六
月
四
日

「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
に
載
っ

た
小
品
で
、
蒐
集
さ
れ
て
戸
棚
に
並
べ
ら
れ
た
美
術
品
や
工
芸
品
の
中
に

描
か
れ
て
い
る
人
物
が
口
を
利
き
出
す
、
戯
曲
風
の

一
編
で
あ
る
。
司
馬

江
漢
筆
の
蘭
人
が
、
阿
蘭
陀
製
の
皿
に
描
か
れ
た
女
に
恋
を
し
て
苦
し
ん

で
い
る
の
を
、
そ
れ
に
同
情
し
た
古
伊
万
里
の
茶
碗
に
描
か
れ
た
甲
比
丹

や
鹿
皮
の
鸚
鵡
や
小
柄
の
伴
天
連
や
、
牙
彫
の
基
督
や
麻
利
耶
観
音
が
女

に
蘭
人
の
恋
を
伝
え
て
と
り
も
と
う
と
す
る
。
女
は
そ
れ
を
拒
絶
す
る
。

生
粋
の
オ
ラ
ン
ダ
生
れ
の
女
に
と
っ
て
、
日
本
製

の
そ
れ
ら
の
人
物
た
ち

は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
と
い
っ
て
も
日
本
人
と
も
西
洋
人
と
も
つ
か
な
い
、
黒

ん
坊
よ
り
気
味
の
悪
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
な
た
た
ち
と
わ
た
し

と
は
生
れ
も
育
ち
も
違
う
、
刀
の
鍔
に
い
る
天
使
さ
え
口
を
利
い
て
貰
い

ま
す
ま
い
と
い
う
の
が
女
の
返
事
だ
っ
た
。
蘭
人
は
泣
い
て
、
甲
比
丹
や

亀
山
焼
の
南
蛮
女
に
慰
め
ら
れ
る
。
そ
こ
へ
蒐
集
主
で
あ
る
主
人
が
客
と

と
も
に
入
っ
て
来
9て
、
江
漢
の
蘭
人
や
亀
山
焼

の
南
蛮
女
を
賞
め
、
南
蛮

女
は
皿
の
阿
蘭
陀
女
よ
り
美
し
い
と
い
い
、
阿
蘭
陀
女
は
涙
を
流
す
。
主

人
と
客
は
、
〈日
本
出
来
の
南
蛮
物
に
は
西
洋
出
来
の
物
に
な
い
、
独
得
な
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＼

味
が
あ
り
ま
す
ね
。〉
〈其
処
が
日
本
な
の
で
せ
う
。〉
〈其
処
か
ら
今
日
の

文
明
も
生
れ
て
来
た
。
将
来
は
も
つ
と
偉
大
な
も
の
が
生
れ
る
で
せ
う
。〉

と
話
す
。
基
督
や
麻
利
耶
観
音
は
笑

っ
た
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
の
が
だ

い
た
い
の
筋
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
移
入
さ
れ
た
西
洋

の
文
物
を
、
日
本
の
感
受
性
で
受
け
入
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
新
し
い
文
明
が

生
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『神
神
の
微
笑
』
で

〈造
り
変

へ
る
力
〉
の

発
揮
が
日
本
の
今
日
の
文
明
を
成
し
た
と
い
う
こ
と
と
通
徹
す
る
内
容
で

あ
る
。
唯

『神
神
の
微
笑
』
で
は
日
本
人
の
精
神
構
造
に

〈本
地
垂
跡
の

教
〉
を
生
む
よ
う
な
精
神
の
働
き
が
根
底
的
に
あ
っ
て
異
文
化
を
造
り
変

え
る
作
用
を
す
る
と
い
う
分
け
い
っ
た
捉
え
方
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、

こ
の
小
品
で
は
垂
直
的
な
思
考
は
せ
ず
、
西
洋
の
も
の
の
み
が
貴
い
と
す

る
阿
蘭
陀
女
と
、
日
本
的
な
も
の
が
加

っ
た
も
の
が
味
が
あ
る
と
す
る
主

人
や
客
た
ち
の
意
見
を
平
板
的
に
捉
え
て
セ
リ
フ
劇
と
し
た
に
す
ぎ
な

い
。こ

の
二
作
品
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
文
明
の
固
有
性
に

つ
い
て
の
考
察
と
、
〈自
然
〉
や

〈陶
器
〉
の
色
彩
り
の
美
し
さ
に
讃
歎
す

る
美
的
感
性
で
あ
る
。
破
壊
す
る
力
を
も
た
な
い
生
活
意
識
は
晩
年

『河

童
』
で
描
い
た
近
代
教
の
旺
盛
に
生
き
る
い
の
ち
に
は
な
ら
な
い
、
山
川

草
木
に
神
が
宿
る
汎
神
論
的
な
共
同
意
識
の
な
か
で
、
〈造
り
変
え
〉
て
心

を
和
す
る
こ
の
国
の
感
性
と
思
想
か
ら
生
じ
る
認
識
は
美
的
情
調
に
傾
斜

し
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
フ
ェ
イ
タ
ル
な
も
の
を
こ
の
国
の
風
土
と
密
着
さ

せ
て
示
し
て
い
る
と
思
う
。
『長
崎
小
品
』
で
阿
蘭
陀
の
女
は
〈中
中
気
位

が
高
〉
く
、
伴
天
連
に
も

く阿
蘭
陀
生
れ
だ
け
に
、
あ
の
女
の
横
柄
な
の

は
評
判

だ
〉
と
み
ら

れ

て

い
る
。
換
言

す

れ
ば
自

我

の
強

い
女

と
と

れ
る
。

そ

の
阿
蘭

陀

の
女

に
麻

利

耶
観
音

は

、
〈
あ

の
方

も

(
司
馬
江

漢
筆

の
蘭

人

を
指

す
、
菊

地

)
あ

な
た

と
同

じ
や
う

に
、

西
洋

文
明

の
命

の
火

を
胸

の

中

に
宿

し

て

ゐ
る

の
で
す
も

の
。

云

は
ば

兄
弟

の
や
う

な
も

の

で
は
あ

り

ま
せ

ん

か
?
〉
と
誘

う

が
、
阿

蘭
陀

の
女

は
、

〈
造

り
変

へ
〉
ら

れ
た
蘭

人

を

〈
こ
の
国

の
画
描

き

の
拵

へ
た
、

黒
ん
坊

よ

り
も
気

味

の
悪

い
人
〉
と
、

西
洋

の
眼
か

ら
断
言

す

る
。

こ
の
阿
蘭

陀
女

の
勁

い
自

我

と

〈
破

壊
す

る

力
〉

を
重

ね

て
、
さ

ら

に

〈
新

た

に
水

平

へ
現

れ
た
、

我
我

の
黒
船

の
石

火
矢

の
音

は
、
必
古

め

か
し

い
君
等

の
夢

を
破

る
時

が
あ

る

に
違

ひ
な

い
〉

の
西
洋

の
眼

を
置

く

こ
と

で
西
洋

を
見
据

え

て

い
る
。

し

か
し

一
方

、
先

に
も

触

れ
た

が
、
亀

山
焼

の
南
蛮

女

は
〈
余

程
美

人
〉

と
客

の

一
人

に

い
わ
せ

て

い
る
。
日
本

人

の
手

で
造

ら
れ

た
南
蛮

女

で
あ

る
。

し

か
も
阿
蘭

陀
女

を
捉

え

て

〈
高

慢

な
人

で
す
事

〉

と

い
う
南

蛮

女

は
、

こ
れ

か
ら

は
あ

の
女

の
代

り

に
私

が
蘭

人

の
世
話

を
し

て
あ
げ

る

と

い
う
優

し

い
情
を

も

つ
も

の
と
し

て
描

か
れ

て

い
る
。
西

洋

の
日
本

化

し

た

女

の
美
し

さ

の
強

調

と
も

と
れ

る
。
末

尾

の
方

で
阿
蘭

陀
女

の
皿
が
濡

れ

て

い
る
。
客

の

一
人

が

〈
ま
さ

か
阿
蘭
陀

の
女
が
泣

い
た
と

云
ふ
訳

で

も
あ

り

ま
す

ま

い
。
〉
と

い
う
。
気

位

の
高

く
高
慢

な
阿

蘭
陀

の
女

と
日

本

化

し
た
南

蛮

女

の
優

し

い
情

と

を
対

照

さ

せ

て
描

く
過

程

で
検

証

す

れ

ば

、
阿

蘭
陀

の
女

を
忌

避

し

て
い
る

こ
と
は

明
ら

か

で
る
。

そ

こ
に
作
者

芥

川

の
観

念

を
よ

み
と

る

こ
と
は

可
能

で
あ

る
。
主

観
を

強
調

す

る
意
識

に
下
降

し
た

エ
ゴ

イ
ズ

ム
を
既

に

『藪

の
中

』

で
見

て

と

っ
て

い
た

芥
川

は
、

高
慢

な
阿

蘭
陀

女

の
う

ち
に
自
我

と
我

執

の
絡

ま

る
さ
ま

を
掴

ん

で
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い
る
と

い
え

る
。
既

に
近
代

を

見

て
知

っ
て

い
る
芥

川

に
は
、

ど

の
よ
う

に
誇

り

と
他

者

と

の
関

与
性

を

認
識

す

る
か
存
在

論

の
問

題

で
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

ま

た
、
南

蛮
女

の
優

し

さ
を
讃

え

る
眼

は
、

日
本
家

屋

の
白
壁

に
石
版

刷

の
西
洋

女

の
画

が

調
和

し

て

い
る
美

し

さ
を
見

る
意

識

に
通

じ
る
。

既

に
述

べ
た

が
、
和

洋
折

衷

の
銅
版

画

の
美

を
概
歎

し

た

『開

化

の
良
人

』

の

〈私

〉

の
心

と
通
徹

す

る
美

の
讃
仰

者

を

こ
こ

に
み
る

こ
と

が
可
能

で

あ

る
。
そ

の

こ
と

は
、
日
本

の
風
土

や
伝
統

の
中

で

〈
造

り
変

へ
〉

ら
れ

た
西
洋

の
風
物

を
不
釣

合

で
な

い
美
的

な

も

の
と
し

て
享

け

て
視

つ
め

て

い
る

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ

う
し

た
視
点

が
、

『神
神

の
微

笑

』
と

『
長

崎

小

品
』

に
あ

る
。

宗
教

的

信
念

よ
り

も
肉
親

愛

の
方

が
先
行

す

る
と

い
う

こ
と

を
描

い
た

小

説

『
お
ぎ

ん
』

(
「中

央
公

論
」

大

正

11

・
9
)
が
あ

る
。

お
ぎ

ん

は
キ

リ

ス
ト
を
知

ら
ず

に
死
ん
だ

父
母

が

い
ん

へ
る

の

に
堕

ち

て

い
る

の
を
そ

の
ま

ま

に
し

て
私

だ

け
が

は
ら

い
そ

に
ゆ

く
わ

け

に
は

い
か
な

い
と

し

て

棄

教

す
る

。
そ

し

て
お
ぎ

ん

の
心

は

こ
の
眼

の
奥

に
閃

い
て
ゐ
る

の
は
、

無
邪

気

な
童
女

の
心

ば

か
り

で
は

な

い
。

「
流

人
と

な
れ

る
え

わ

の
子
供

」
、
あ

ら

ゆ
る
人

間

の
心

で
あ

る
。

と
作
者

は
説

い
て

い
る
。
〈
天
蓋

の
や

う

に
枝

を
張

つ
た
、
墓

原

の
松
を

眺

め

て
〉

教

え
を
棄

て
る
決
心

が

つ
い
た

の
で
あ

り
、
松

の
天
蓋

を

日
本
的

な
も

の

の
象

徴

と
解

す
る

と
、

お
ぎ

ん
は
殊

勝
な

心
を

も

っ
た
日

本

の
女

と
と

れ
る
。

お
ぎ

ん

に
次

い
で
お
す

み
も
転

ぶ
が

、

お
す

み
は
私

が

お
供

を

す

る

の
は

〈
は
ら

い
そ

へ
参

り

た

い
か
ら

で
は
ご

ざ

い
ま

せ
ん
。

唯
あ

な
た

の

あ
な

た

の
お
供

を
致

す

の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
〉
と
夫
婦

の
絆
を

訴

え

て

い
る
。
そ

し

て
作

品

が
昔
ば

な

し
風

の
語
り

口
調

で
悪
魔

と
天
使

さ
が

と

の
た

た

か

い
に
仕

立

て
ら

れ
、
人

間

の
性

か
ら
悪

魔

の
勝
利

に
終

る

と

い
う

こ
と

で
あ
る

が
、
注

目

し
た

い
の
は
、
親

子

三
人
が
役

人

に
縛

ら

れ

代
官

の
屋
敷

へ
引

き
立

て
ら

れ
る
途

中
、

祈

り

つ
づ

け

て

い
る
。
そ

の
さ

ま

を

み
て
、

悪
魔

は
彼
等

の
捕

は

れ
た

の
を
見

る

と
、
手

を
拍

つ
て
喜

び
笑

つ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た

。
し

か
し
彼

等

の
け

な
げ

な
さ
ま

に

は
、
少

か
ら
ず

腹

を
立

て
た

ら

し

い
。

悪
魔

は

一
人

に
な

つ
た
後

、
忌

忌
し

さ
う

に
唾

を
す

る
が

早

い
か
、

忽

ち
大

き

い
石

臼

に
な

つ
た
。

(傍
点

菊
地

)

と
あ

る
。
〈
け
な
げ

な

さ
ま
〉

と

い
う

表
現

か
ら
も
う

か

が
え

る
よ
う

に
、

お
ぎ

ん

ら
三
人

の
神

に
対

す

る
心

は
、
信
仰

厚

く
神

の
教

理
を
深

く

理
解

し

て

い
る
と

い
う

よ
り
、

人
間

の
ま

こ
と

の
心

か
ら
出

る
信

心

で
あ

っ
た

と
読

め

る
。

そ
し

て
彼
ら

は
、

悪
魔

の
手
引

で
転

ん

だ

の
で
は

な
く

、
そ

う

し
た

ま

こ
と

の
心

の
延

長
線

で
転

ん
だ

の

で
あ

る

。

つ
ま
り
悪

魔

の
勝

利

で
は

な

い
と

い
う

の
は
人
間

的
誠
実

さ

の
勝
利

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

だ

か
ら
棄

教
を

描

き
な
が

ら
文
末

で

〈
悪
魔

の
成

功

だ

つ
た
か

ど
う

か
、

作
者

は
甚

だ
懐

疑
的

で
あ

る
。
〉
と
作
者

は
注

を

つ
け

る

こ
と

に
も

な

っ
て

く

る
。

三
人
を

焼

き
殺
す

こ
と

に
し

た
代
官

は

〈
第

一
に
法

律
が

あ

り
、

第

二

に
人

民

の
道

徳

が
あ

り
〉

と
思

っ
て

い
る
、

い
わ
ば
世

俗

の
常
識

の

代
表

者

で
あ

る
と

み
れ
ば

、
〈
火

の
か
か

る
の
を
、
今

か
今

か
と
待

つ
て
ゐ

る
〉

見
物

人

た
ち
を

無
責

任

で
人

の
苦

し

み
を
楽

し

む
大
衆

と
捉

え

る

こ
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と
が

で

き
る
。

そ
う

し
た

な

か
で
、
転

び

の
奥

に
人

間
本
来

の
齢

の
尊

さ

と
純
粋

さ

を
強

調
し

て

い
る

の
が

こ

の
作

だ
と

い
え

る
。
『
お
し

の
』
(「
中

央

公
論

」
大

正

12

・
4
)

で
は

キ
リ

ス
ト

を
軽
蔑

し

た
武
家

の
女

を
描

い

て

い
る
。

そ
れ

は
異
文

明

に
接
触

し

て
却

っ
て
武

士
的

な
自
負

心

が
現

れ

た

と

い
う

こ
と

で
、

こ
の
国

の
人
間

を

照
ら

し
た

こ
と

に
な

る
。

つ
ま

り

『
お
ぎ

ん
』

『
お

し

の
』
の

二
作

品

か
ら
窺

え

る

こ
と
は

こ

の
国

の
人

間
的

.

優
情

の
美

し

さ

の
強

調

で
あ

り
、
人

間
性

と
し

て
堅

固
な
意

志

を
示

し

て

い
る

こ
と
で
あ

っ
た

。
そ
し

て
少

く

と
も

こ

こ
で

は
芥

川

は

こ

の
国

の
伝

統

の
う
え

に
立

っ
た
感

情
移

入

を
し

て

い
る
。
中

国
旅

行

か
ら
帰

っ
て
か

ら

は
、

芥
川

は

一
層
東

洋
的

な
趣

味

が
加

わ

っ
て
陶
器

や
画

を
見

る

よ
う

に
な

っ
た

と
下
島
勲

が

書

い

て

い
た

よ
う

に
思
う

が
、

東
洋

人

と
し

て

の

自
覚

に
立

っ
た
人

間
存
在

を
考

え

る
気
持

が
強

く

な

っ
て

い
た
よ

う

で
あ

る
。
し

か
し

ど

こ
か

〈
黒
船

の
石
火

矢

の
音

〉
を
胸

の
中

に
宿

し

て

い
る

芥
川

は
存

在
し

て

い
る
。

『藪

の
中
』
や

『河
童

』
で
は
近

代

と

い
う

秩
序

の
中

で

の
人
間

の
存

在

の
理
由

を
根

源
的

に
考

え
よ

う

と
し

て

い
る
こ

と

で
わ

か

る
。

『
神

神

の
微
笑

』

は
、

こ

の
国

の
、

桜

で
象
徴

さ

れ

る
よ
う

な
美

し

い

風

土

が
生
活

意
識

を
唯

美
的

な

も

の
と
し
、

そ

れ
が
精

神

に
も
作

用

し

て

〈
造

り
変

へ
る
力

〉
を

形
成

し
、

西
欧

は
情

調

の
流

れ

に
吸
収

さ
れ

て
、

西
欧

文

明
を

思
想

化
す

る

と

い
う

こ

と
を
生
ぜ

し

め
な

か

っ
た

こ
と
を
描

い
て

い
た
。
従

っ
て

こ
の
国

で

は
美

し

さ
を
愛

す

る
情
調

の
表

現

が
求

め

ら

れ
る

の

で
あ

っ
て
、
西

洋

の
人
間

主
体

に
考

え

る
文
明

と

は
径
庭

が
あ

る
。
そ

の
過

程

で
人
間

性

を
問

え
ば
実

存
的

な
問

題

が
あ

る
わ

け

で
あ

る
。

近
代
を
体
験
し
て
い
る
芥
川
の
眼
は
、
伝
統
的
な
感
覚
に
立
っ
て
西
欧
の

人
間
主
義
を
ど
う
受
け
入
れ
る
か
、
問
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

注(1
)

岩
波
版

『芥
川
龍

之
介

全
集
第
五
巻
』
の
後
記

に
よ

る
と

『上
海
游
記
』
は

「亠人

正
十
年

(
一
九

二

一
)
八
月
十

七
日
か
ら
九
月
十

二
日
ま

で
二
十

一
回
に
わ
た

っ

て

『大
阪
毎

日
新
聞

』

(朝
刊
)
及
び

『東

京
日
日
新
聞
』
に
連
載

さ
れ
た
。

(『大

阪
毎
日
新
聞
』
は
八
月

二
十
四
日
、
二
十
七
日
-

二
十

八
日
、
九
月

二
日
、
五
日
、

十
日
休
載
。

『東

京
日
日
新
聞
』
に
は
八
月

二
十
日
か
ら
掲
載

さ
れ
、

八
月

三
十

一
日
-
九
月

二
日
、

四
日
、
十

三
日
休

載
で
十
四
日
完
結
。
)
の
ち

『支
那
游
記
』

に
収
め
ら
れ
た
。
」
と
あ
る
。

(2
)

筑
摩

版

『芥
川
龍
之
介
全
集

6
』

の
解
説

。

(3
)

斉
藤

阿
具

『西
洋
文
化
と
日
本
』

(昭
和

16

・
4

・
30
、
創

元
社
)

に
よ

る
と

織

田
信
長

は
「天
正
六
年

に
荒
木

村
重
が
、
伊
丹

の
有

岡
城
に
拠

つ
て
信
長

に
叛

い
た
時

に
、
信

長
は
茨
木
・高
槻

の
二
城

を
攻

め
た
が
、
俄

に
陥
ち
な

い
。
そ

こ

で
伴
天
連

の
オ
ル
ガ
ン
チ
ノ

(9

ひq
鋤
暮
ぎ
o
)
を
し

て
、
高
槻
城
主

の
高
山
友
祥

に
説

い
て
こ
れ
を
降
参

さ
せ
た
か
ら
、
茨
木
城
主

の
中
川
清
秀

も
降

り
、
こ
れ
が

為

に
村
重
を
破

る
こ
と
が
で
き
た
。
依

つ
て
信
長

は
安

土
城
下

に
会

堂
を
建

て

る
資
金
を
給
与

し
た
。」
と
あ
る
。
ま
た

レ
オ

ン
・パ
ジ

ェ
ス

(『日
本
切

支
丹
宗

門
史
上
巻
』

ク
リ
セ
ル
神
父
校
閲

吉
田
小
五
郎
訳
、
岩
波
文
庫

、
昭
14

・
11
・

10
)
に
よ
る
と
慶
長
十
四
年

(
一
六
〇
九
)
四
月
二
十

二
日
、
長
崎

で
逝
去
。

イ

タ
リ
ア
人

で
七
十
九
歳
、
四
誓

の
誓
願
司
祭

で
、
日
本
滞
在

四
十
年

に
及
び

、
此

間

殆
ど
京
都

の
長
老
を
勤

め
て
来

た
と
記
し
て
あ
る
。

(4
)

笠
井
秋
生
氏

『「神
神

の
微
笑

」
に

つ
い
て
』

(「信

州
白
樺

芥
川
龍
之
介
特

集

」
昭
和
57

.
2
)

で

「
〈破
壊
す

る
力
〉
が
、

キ
リ
ス
ト
教
の
持

つ
宗
教
的
非

寛
容

を
意
味

し
て

い
る

こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
。
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
(混
合

信
仰
)
を
拒
否
す

る
激

し

い
姿
勢

で
あ
る
。
〈造

り
変

へ
る
力
〉
を
受
動
的
、
保

守
的
な
精
神

だ
と
す
れ
ば
、
〈破
壊

す
る
力

〉
は
戦
闘
的
、
改
革
的

な
精

神
で
あ

る
」

と
述

べ
て

い
る
。

(5
)

第
六
短
篇
小
説
集

『春

服
』、
大

正
十

二
年

五
月
十
八
日
、
春
陽
堂
。
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(6
)

「「神

々
の
微
笑
」

の
意
味
」

(『日
本
近
代
文

学
大
系
、
月
報

4
』
角
川
書
店

昭
和

45

・
2
)

(7
)

三
好
行
雄
氏

は

『芥
川
龍

之
介

論
』

(昭
和

51
・
9
・30
、
筑
摩
書
房
)

で

「形

式
論
理
的

に
は
、
小
説

の
最
終

の
段
落
は
、
日
本

へ
同
化

し
た
オ
ル
ガ
ン
テ
イ

ノ

へ
の
西
洋

か
ら

の
呼
び

か
け
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

〈我

々
の
事
業
〉
は
す
な
わ

ち
西
洋

の
事
業

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
黒
船

と

い
う
言
葉

の
ほ

ん
ら

い
の
字
義

ど

お
り
に
、
龍
之
介
は
、
た
と

え
ば
嘉
永

六
年

に
浦
賀
沖

に
あ
ら
わ

れ
た
ペ
リ
イ

の

恫
喝
に
は
じ
ま
り
、
や
が

て
明
治

維
新

の
起
動

を
う

な
が
し
た

西
洋
文
明

の
第

二
の
イ

ン
パ
ク
ト

に
つ
い
て
語

っ
た
の
で
あ
る
。
」
と

い
う
。

(8
)

注
4
と
同
じ
。
引

用
の
し
た
文

の
あ
と

に
「西
洋
と

の
最
初

の
接
触

を
持

っ
た

キ
リ
シ
タ

ン
時
代

の
宣
教
師

(オ

ル
ガ
ン
テ
イ
ノ
)
の
か
か
え
こ
ん
だ
問
題
は
、

西
洋
と
の
第

二

の
接
触
を
持

っ
た
近

代

の
芥
川

が

か
か
え

こ
ん
だ

そ
れ

で
も

あ

っ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
と
を

さ
り
げ

な
く
示
す
た
め

に
末
尾

の

一
節

は
用
意

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。」

が

つ
づ

い
て
い
る
。

(9
)

注

7
と
同

じ
。
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