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―
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機
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―

河
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重
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□

要

旨

文
筆
活
動
の
途
上
に
お
い
て
、
宗
教
小
説
的
主
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
作

品
に
転
向
し
た
と
い
わ
れ
る
丹
羽
文
雄
の
作
品
に
は
、
作
者
の
熟
年
期
に

発
表
さ
れ
た
「
浄
土
真
宗
も
の
」
と
い
わ
れ
る
六
作
品
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
寺
院
を
舞
台
に
男
女
の
愛
欲
を
主
題
と
し

た
倫
理
的
な
罪
や
そ
の
背
景
に
対
し
、
親
鸞
の
「
罪
の
救
済
」
に
つ
い
て

の
宗
教
的
教
義
（
浄
土
真
宗
の
根
本
思
想
で
あ
る
他
力
本
願
）
が
作
品
の

随
所
に
引
用
さ
れ
、
宗
教
色
の
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
作
者
の
転
向
に
焦
点
を
あ
て
、
ど
の
よ
う
な
心
の
軌

跡
が
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
、
作
者
の
人
生
体
験
か
ら
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
転
向
後
の
第
一
作
で
あ
る
「
青
麥
」
に
お
け
る
罪
の

救
済
に
対
す
る
宗
教
描
写
を
み
る
こ
と
に
よ
り
、
作
者
の
親
鸞
思
想
に
対

す
る
見
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
中
心
に
考
察
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
。

□

キ
ー
ワ
ー
ド

罪
の
救
済

浄
土
真
宗

自
伝
性

人
生
の
挫
折

仏
眼

は
じ
め
に

宗
教
小
説
的
主
題
を
追
究
し
て
き
た
作
家
（
１
）と

い
わ
れ
る
丹
羽
文
雄
の
作

品
に
は
、
作
者
の
熟
年
期
に
発
表
さ
れ
た
「
浄
土
真
宗
も
の
」
と
い
わ
れ

る
六
作
品
が
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
発
表
年
代
順
に
、『
青
麥
』（
昭
和

二
八
年
一
二
月
、
文
芸
春
秋
新
社
）、「
菩
提
樹
」（
昭
和
三
〇
年
一
月
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一
六
日
〜
三
一
年
一
月
二
二
日
、『
週
刊
読
売
』）、『
有
情
』（
昭
和
三
七

年
一
月
、『
新
潮
』）、「
一
路
」
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
〜
四
一
年
六
月

一
日
、『
群
像
』）、『
肉
親
賦
』（
昭
和
四
四
年
一
月
、『
群
像
』）、『
無
慚

無
愧
』（
昭
和
四
五
年
三
月
、『
文
学
界
』）
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の

作
品
も
、
寺
院
を
舞
台
に
男
女
の
愛
欲
を
主
題
と
し
た
倫
理
的
な
罪
や
そ

の
背
景
に
対
し
、
親
鸞
の
「
罪
の
救
済
」
に
つ
い
て
の
宗
教
的
教
義
（
浄

土
真
宗
の
根
本
思
想
で
あ
る
他
力
本
願
）
が
作
品
の
随
所
に
引
用
さ
れ
、

宗
教
色
の
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
数
あ
る
宗
派
の
中
で
、
な
ぜ
作
者
が
親
鸞
思
想
を
主
軸
と
し
た

作
品
を
展
開
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
「
作
品
の
自
伝
性
」

で
触
れ
る
よ
う
に
、
作
者
の
出
自
と
深
い
関
係
が
あ
り
、
家
庭
内
の
出
来

事
と
、
そ
の
修
羅
場
の
体
験
が
密
接
に
関
与
し
て
い
る
。

ま
た
、
作
者
の
文
筆
履
歴
を
辿
っ
て
み
る
と
、
作
者
は
、
こ
れ
ら
の
作

品
を
発
表
す
る
以
前
に
、
二
〇
代
か
ら
始
ま
る
長
い
文
筆
生
活
を
通
じ
、

「
生
母
も
の
」、「
マ
ダ
ム
も
の
」
と
い
っ
た
作
品
を
手
始
め
に
、
比
類
の

な
い
数
多
く
の
作
品
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
熟
年
期
に
至
り
、
初
め

て
、
前
記
六
作
品
に
み
ら
れ
る
本
格
的
な
宗
教
小
説
に
開
眼
し
て
い
っ
た

経
緯
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
風
俗
小
説
か
ら
の
脱
皮
と
も
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
作
家
生
活
の
中
に
、
宗
教
小
説
を
織
り
込
む
大
き
な
転
機
が

あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
視
点
に
た
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
末
寺
に
生
ま
れ
な
が

ら
、
宗
教
は
文
学
の
邪
魔
に
な
る
と
の
判
断
か
ら
親
鸞
を
否
定
し
、
文
学

の
道
を
選
択
し
た
丹
羽
文
雄
が
、
後
年
に
な
っ
て
宗
教
に
回
帰
し
、
丹
羽

文
学
の
集
大
成
と
い
わ
れ
る
「
親
鸞
」（
昭
和
四
〇
年
九
月
一
四
日
〜

四
四
年
三
月
三
一
日
、『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』）
や
「
蓮
如
」（
昭
和
四
六
年

一
月
一
日
〜
五
六
年
六
月
一
日
、『
中
央
公
論
』）
と
い
っ
た
宗
教
小
説
の

大
作
を
完
成
さ
せ
る
至
っ
た
作
家
生
活
の
生
涯
を
顧
み
る
と
、
こ
れ
ら
六

作
品
は
、
作
者
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
を
知
る
上
で
、
重
要
な
位
置
を
占

め
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
へ
の
拒
絶
観
を
も
っ
て
、
文
学

の
道
に
入
っ
た
作
者
が
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
宗
教
小
説
に
転
向

す
る
に
至
っ
た
か
を
、
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
、
転
向
後
の
第

一
作
と
も
い
え
る
「
靑
麥
」
の
宗
教
描
写
に
、
作
者
の
親
鸞
思
想
に
対
す

る
見
識
が
ど
の
よ
う
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
中
心
に
考
察
を
試
み
た
も
の

で
あ
る
。

一

作
者
の
宗
教
に
対
す
る
心
の
軌
跡

本
章
で
の
【
初
期
に
お
け
る
宗
教
に
対
す
る
拒
絶
観
】
及
び
【
小
説
道

の
挫
折
と
立
ち
直
り
】
に
関
す
る
作
者
の
言
説
は
、「
青
麥
」
発
表
と
同

時
期
に
開
催
さ
れ
た
文
藝
講
演
会
で
の
「
私
と
人
生
観
」
と
題
す
る
講
話

内
容
に
依
拠
し
た
（
２
）。

丹
羽
文
雄
の
宗
教
小
説
へ
の
転
向
と
そ
の
背
景
（
河
合
）
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【
初
期
に
お
け
る
宗
教
に
対
す
る
拒
絶
観
】

作
者
丹
羽
文
雄
は
、
小
説
家
を
志
し
、
二
十
九
歳
で
、
僧
籍
を
義
弟
に

譲
り
、
実
家
（
四
日
市
の
真
宗
高
田
派
末
寺
の
宗
顕
寺
）
を
離
れ
る
と
き

の
宗
教
に
対
す
る
拒
絶
感
を
、
後
年
に
な
っ
て
、
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て

い
る
。

家
を
出
る
と
き
に
、
私
の
小
説
の
世
界
と
い
う
も
の
は
現
実
だ
け

だ
。
現
実
が
あ
れ
ば
ほ
か
の
も
の
は
い
ら
な
い
ん
だ
と
、
自
分
は
親

鸞
の
流
れ
を
汲
ん
だ
寺
に
生
ま
れ
た
男
だ
け
れ
ど
も
、
親
鸞
な
ん
か

じ
ゃ
ま
に
な
る
。
も
し
も
私
が
現
実
の
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
書
く
と

き
に
、
親
鸞
を
も
し
書
い
た
な
ら
ば
、
私
の
小
説
は
だ
め
に
な
る
の

だ
。
現
実
に
ぶ
つ
か
っ
て
現
実
と
対
決
し
て
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
い

い
の
だ
。
作
家
が
宗
教
だ
と
か
、
哲
学
と
い
う
も
の
に
頼
っ
た
ら
、

作
家
は
だ
め
だ
。
自
分
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
家
と
思
っ
て
お
り
ま
し

た
か
ら
、
親
鸞
な
ん
て
く
そ
喰
ら
え
と
い
う
調
子
で
飛
び
出
て
し

ま
っ
た
。
私
は
坊
主
の
間
に
親
鸞
の
書
い
た
も
の
は
読
み
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
読
ん
だ
の
で
す
が
、
事
実
言
葉
の
深
い
意
味
と
い
う
も
の

を
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

【
小
説
道
の
挫
折
と
立
ち
直
り
】

そ
れ
か
ら
二
十
年
間
の
東
京
で
の
作
家
生
活
を
経
て
、
本
人
が
四
十
九

歳
に
な
っ
た
時
の
心
境
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は
宗
教
と
い
う
も
の
は
決
し
て
今
は
軽
蔑
は
い
た
し
て
お
り
ま

せ
ん
。
現
実
だ
け
で
小
説
は
た
く
さ
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
。
私
の
今

ま
で
の
人
生
観
、
つ
ま
り
私
の
小
説
道
と
い
う
も
の
が
行
き
詰
っ
て

そ
こ
で
血
路
を
開
い
て
く
れ
た
の
が
、
目
に
見
え
な
い
世
界
で
す
。

こ
の
目
に
見
え
な
い
世
界
と
い
う
も
の
が
目
の
見
え
る
世
界
と
同
様

に
人
間
に
尊
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
や
っ
と
気
が
つ
い
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
一
歩
も
小
説
が
書
け
な
く
な
っ
た
と
い

う
「
挫
折
感
」
と
そ
こ
か
ら
の
劇
的
な
「
立
ち
直
り
」
の
経
緯
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

先
ず
、
挫
折
に
つ
い
て
は
、
妻
を
苦
し
め
な
が
ら
、
飽
く
こ
と
な

い
女
性
遍
歴
を
続
け
る
男
を
テ
ー
マ
と
し
た
小
説
を
執
筆
中
、
こ
の

男
を
二
度
と
罪
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
改
心
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
か
、
そ
の
た
め
に
は
、「
こ
の
男
が
徹
底
的
に
苦
し
ま
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
じ
ゃ
ど
う
し
て
苦
し
む
か
、
こ
の
苦
し
む
方
法
が

私
に
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
述
べ
、
さ
ら
に
、「
何
か
罪
を
犯
し
て
、
も
ち
ろ
ん
法
律
的
な
罪
じ
ゃ

な
い
罪
を
犯
し
た
と
き
に
、
罪
の
意
識
と
い
う
も
の
を
一
体
私
自
身
が
ど

う
持
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
問
題
を
自
分
に
向
け
た
と
き
に
、
私
に
は
答

え
が
出
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
考
え
た
こ
と
な
か
っ
た
の
で
す
。
小
説

は
行
き
詰
っ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
五
万
枚
も
書
い
た
私
の
こ
の
よ
く
仂
い

て
く
れ
る
手
が
進
ま
な
く
な
っ
た
」
と
告
白
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
立
ち

直
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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ボ
ン
ヤ
リ
人
間
が
苦
し
む
の
は
ど
う
い
う
方
法
だ
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
漠
然
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
と
き
に
何
の
つ
ぎ
穂
も
な
く
頭

に
ポ
カ
ッ
と
浮
か
ん
で
来
た
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
無
慚
無
愧
の
極

悪
人
と
い
う
言
葉
で
す
。
つ
ま
り
自
分
に
対
し
て
も
恥
を
感
じ
な

い
、
天
に
対
し
て
も
恥
じ
な
い
、
そ
れ
ほ
ど
箸
に
も
棒
に
も
か
か
ら

な
い
悪
い
人
間
だ
と
い
う
言
葉
、
無
慚
無
愧
の
極
悪
人
、
自
分
は
、

そ
う
い
う
人
間
だ
と
い
う
自
覚
の
底
に
徹
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
フ
ッ
と
私
の
頭
に
浮
か
ん
だ
。

（
中
略
）

な
か
な
か
自
分
は
箸
に
も
棒
に
も
か
か
ら
な
い
無
慚
無
愧
の
極
悪

人
だ
と
い
う
よ
う
な
自
覚
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
意
識
を
徹
底
す
る
こ
と
が
苦
し
む
こ
と
だ
。
こ
う
私
は
気
が
つ
い

て
、
や
っ
と
小
説
が
書
け
ま
し
た
。

（
中
略
）

こ
の
言
葉
は
一
体
だ
れ
が
い
い
出
し
た
か
、
私
が
あ
れ
ほ
ど
嫌

が
っ
て
そ
の
た
め
に
飛
び
出
し
た
坊
主
生
活
の
中
に
あ
っ
た
言
葉
で

す
。
親
鸞
が
い
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
す
。

（
中
略
）

こ
の
言
葉
は
親
鸞
が
七
百
五
十
年
前
に
ち
ゃ
ん
と
い
っ
て
お
る
。

七
百
五
十
年
前
に
人
間
の
苦
し
む
方
法
を
ち
ゃ
ん
と
い
う
て
く
れ
て

い
た
。

と
述
べ
、
こ
こ
で
の
「
無
慚
無
愧
の
極
悪
人
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る

作
者
の
認
識
は
、
一
般
的
な
倫
理
観
の
視
点
か
ら
、
罪
を
犯
す
悪
人
を
糾

弾
し
、
善
人
回
帰
へ
の
動
機
付
け
と
し
て
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
、
本
来
、
人
間
の
根
本
的
本
質
を
表
象
す
る
た

め
に
、
親
鸞
が
用
い
た
も
の
で
、
親
鸞
思
想
で
は
、
そ
れ
が
即
、
苦
し
む

こ
と
の
方
便
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
親
鸞
思
想
の
本

質
と
比
べ
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

親
鸞
思
想
の
本
質
は
、
私
た
ち
は
弥
陀
の
誓
い
に
よ
っ
て
浄
土
に
迎

え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
念
仏
行
者
は
、
も
は
や
善
い
と
も
悪
い
と
も

考
え
る
必
要
は
な
く
、
苦
し
み
の
有
無
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
り
、
人

間
の
分
別
が
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
救
済
観
と
な
っ
て
お

り
、
ま
た
、
魂
の
す
く
い
と
か
信
心
に
対
し
て
、
一
般
的
に
、
ど
の
宗

派
に
も
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
宗
教
と
は
、
自
力
的
に
、
救
い
を

求
め
る
も
の
と
い
っ
た
普
遍
的
な
考
え
」
を
根
本
的
に
否
定
し
て
お
り
、

こ
こ
に
、
自
力
を
否
定
し
た
浄
土
真
宗
特
有
の
「
他
力
本
願
」
が
思
想

の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
作
者
の
言
説
は
、「
善
人

な
を
持
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
っ
た
「
悪
人
正

機
説
」
や
「
あ
る
が
ま
ま
で
よ
い
」
と
い
っ
た
浄
土
真
宗
の
基
本
思
想

と
は
、
明
ら
か
に
乖
離
し
て
お
り
、
こ
こ
は
、
教
義
と
は
離
れ
た
作
者

独
自
の
倫
理
観
（
常
識
的
な
善
悪
判
断
）
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

丹
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文
雄
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教
小
説
へ
の
転
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【
親
鸞
思
想
へ
の
接
近
】

そ
し
て
、
親
鸞
思
想
へ
の
接
近
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
の
書
庫
は
、
親
鸞
に
関
係
す
る
書
物
で
埋
ま
る
よ
う
に
な
っ

た
。
他
の
書
物
は
別
の
場
所
に
移
し
た
。
夜
更
け
ま
で
私
が
読
書
し

て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
親
鸞
に
関
係
し
た
書
物
に
向
か
っ

て
い
る
と
き
で
あ
り
、
飢
え
た
人
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
３
）。

と
供
述
し
、
徹
底
し
た
親
鸞
思
想
へ
の
接
近
体
験
を
告
白
し
て
い
る
。

【
信
仰
に
対
す
る
自
己
評
価
】

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
作
者
自
身
が
親
鸞
思
想
へ
の
造
詣
を
深

め
て
い
き
、
そ
の
見
識
を
も
と
に
、
そ
の
後
の
作
品
の
随
所
に
親
鸞
思
想

が
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
一
方
、
作
者
自
身
の
実
生
活
と
親
鸞

思
想
を
対
比
し
、
信
心
を
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
困
難
性
を
次
の
よ
う

に
告
白
し
て
い
る
。

作
者
が
後
年
に
な
り
、
子
供
の
頃
（
八
歳
）
に
得
度
を
受
け
た
高
田
の

専
修
寺
を
四
二
年
ぶ
り
に
訪
れ
、
本
堂
に
座
っ
た
と
き
の
心
境
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
４
）。

私
は
誇
る
べ
き
何
も
の
も
な
い
。
い
ま
こ
う
し
て
佛
と
対
座
し
て

い
る
が
、
五
〇
年
に
わ
た
る
自
分
の
生
涯
は
、
い
か
に
も
中
途
半
端

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
強
か
っ
た
。
佛
の
前
で
は
、
強
が
り

も
で
き
な
い
。
う
ぬ
ぼ
れ
の
底
を
見
す
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
に
ご

と
も
か
く
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。
私
は
親
鸞
の
言
行
録
を
読
ん
で
い

る
。
頭
で
理
解
し
て
い
る
。
心
を
打
た
れ
て
い
る
。
そ
の
く
せ
、
理

解
し
て
き
た
こ
と
の
ど
れ
だ
け
を
私
が
実
行
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

何
も
実
行
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
煩
悩
に
と
ら

え
ら
れ
て
、
わ
た
し
は
不
信
を
は
た
ら
い
て
い
る
。
親
鸞
は
決
し
て

む
つ
か
し
い
こ
と
を
私
た
ち
に
命
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
と
さ

ら
や
さ
し
い
こ
と
を
、
く
り
か
え
し
教
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
や

さ
し
い
こ
と
が
、
私
に
は
実
行
で
き
な
い
で
い
る
。
無
慚
無
愧
の
極

悪
人
と
い
う
自
覚
は
、
い
う
は
や
さ
し
い
が
と
て
も
実
行
の
出
来
る

こ
と
で
は
な
い
。

と
告
白
し
、
入
信
に
対
す
る
作
者
の
姿
勢
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

作
品
「
青
麥
」
へ
の
親
鸞
思
想
の
展
開

先
ず
、
最
初
に
、
作
者
が
宗
教
小
説
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
ど
の
よ

う
な
立
場
で
、
と
り
く
ん
で
き
た
の
か
、
作
者
自
身
、「
靑
麥
」
よ
り

一
二
年
遅
れ
て
発
表
さ
れ
た
「
親
鸞
」
の
あ
と
が
き
で
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
（
５
）。私

は
歴
史
家
で
は
な
い
。
宗
教
学
者
で
も
な
い
。
人
間
性
を
追
究

す
る
こ
と
を
仕
事
の
場
と
し
て
い
る
文
学
者
に
す
ぎ
な
い
。
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と
述
べ
、
身
を
外
に
お
い
て
宗
教
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
が
、
作
品

の
内
容
や
前
述
の
【
親
鸞
思
想
へ
の
接
近
】
で
の
言
説
か
ら
判
断
す
る
と
、

浄
土
真
宗
に
関
し
、
相
応
の
造
詣
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
く
、

文
学
者
と
し
て
は
、
親
鸞
の
自
著
を
中
心
に
、
前
表
に
示
し
た
よ
う
に
、

か
な
り
深
い
見
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
一
）「
鈴
鹿
の
疑
念
」
へ
の
宗
教
描
写

作
品
「
靑
麥
」
は
、
作
者
が
実
父
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
住
職
（
如
哉
）

に
託
し
発
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
人
娘
（
郁
・
一
六
歳
・
の
ち
の
鈴
鹿

の
実
母
）
の
「
い
い
な
ず
け
」
と
し
て
、
養
子
に
入
っ
た
如
哉
が
未
亡
人

と
な
っ
て
い
た
祖
母
（
須
磨
）
と
性
的
交
渉
を
も
ち
、
の
ち
に
、
そ
の
こ

と
を
知
っ
た
若
い
妻
（
郁
）
は
、
子
供
（
鈴
鹿
）
を
残
し
て
、
家
出
す
る
。

精
力
旺
盛
な
如
哉
は
、
寺
に
出
入
り
す
る
何
人
か
の
女
性
た
ち
と
も
、
次

か
ら
次
へ
と
関
係
を
も
ち
、
道
徳
的
な
罪
の
意
識
に
苛
ま
さ
れ
な
が
ら

も
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
み
つ
め
、
そ
こ
か
ら
解
脱
で
き
な
い
自
分
が

救
わ
れ
な
い
こ
と
に
苦
悩
し
な
が
ら
、
次
第
に
、
自
力
に
よ
る
救
済
依
存

を
断
念
し
、「
他
力
本
願
思
想
」
に
傾
斜
し
て
い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
中
で
、
作
者
の
宗
教
に
対
す
る
見
識
を
知
る
上
で
、
重
要
と
思
わ

れ
る
文
脈
と
し
て
、
息
子
鈴
鹿
が
父
親
如
哉
を
見
る
目
と
し
て
、
次
の
描

写
に
着
目
し
た
い
。

如
哉
は
、
数
々
の
女
性
遍
歴
を
重
ね
な
が
ら
、
一
方
、
平
然
と
念

仏
を
あ
げ
て
い
る
。
息
子
の
鈴
鹿
は
、
い
っ
た
い
、
情
欲
と
念
仏
を

ど
う
調
和
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
に
取
り
つ
か
れ
る
。

ほ
ん
と
う
に
信
心
を
得
た
な
ら
ば
、
人
間
は
す
く
わ
れ
る
と
鈴
鹿

は
考
え
て
い
た
。
す
く
わ
れ
た
こ
と
は
、
実
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
客
観
性
を
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
救
わ
れ
た
人
間
は
、
と
た
ん
に
善
意
に
あ
ふ
れ
た
人
間
と
生
ま
れ

か
わ
り
、
た
れ
の
目
に
も
、
す
く
わ
れ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
が
証
明

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
鈴
鹿
は
納
得
で
き
る
。
か
れ

は
魂
の
す
く
い
と
か
、
信
心
と
い
う
、
い
わ
ば
非
現
実
的
な
問
題
を
、

丹
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宗
教
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説
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と
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背
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【「
浄
土
真
宗
も
の
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
宗
教
教
義
】

仏

典

著
者
等

作

品

一
念
他
念
証
文

親
鸞

靑
麥

一
枚
起
請
文

法
然

菩
提
樹

教
行
信
証

親
鸞

菩
提
樹

口
伝
鈔

覚
如

靑
麥

正
像
末
和
讃

親
鸞

菩
提
樹
・
有
情
・
一
路

歎
異
鈔

唯
円

菩
提
樹
・
有
情
・
一
路

大
蔵
経
（
相
応
部
）

佛
教
典
籍
籍

菩
提
樹

末
燈
鈔
（
自
然
法
爾
）
来
）

従
覚

靑
麥
・
菩
提
樹

唯
信
鈔

聖
覚

菩
提
樹



現
実
的
な
感
覚
で
、
理
解
し
よ
う
と
か
か
っ
た
（
６
）。

と
述
べ
て
お
り
、「
ほ
ん
と
う
に
信
心
を
得
た
な
ら
ば
、
人
間
は
す
く
わ

れ
る
と
鈴
鹿
は
考
え
て
い
た
」
が
、
そ
れ
は
「
非
現
実
的
な
問
題
を
、
現

実
的
な
感
覚
で
、
理
解
し
よ
う
と
か
か
っ
た
」
と
描
写
し
て
お
り
、
こ
こ

に
、
作
者
の
「
靑
麥
」
発
表
時
の
信
仰
に
対
す
る
心
の
推
移
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
作
者
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
「
如
哉
の
晩

年
に
お
け
る
回
想
」
の
と
こ
ろ
と
も
共
通
す
る
が
、
筆
者
と
し
て
、
か
な

り
強
い
違
和
感
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
作
者
は
、「
自
力
救
済
」
を
現
実
的
、「
他
力
救
済
」
を
非

現
実
的
と
い
っ
た
概
念
で
、
分
別
し
て
い
る
が
、
本
来
、
自
力
で
あ
ろ
う

と
、
他
力
で
あ
ろ
う
と
、
現
実
世
界
で
の
救
済
思
想
の
違
い
か
ら
生
ず
る

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
力
救
済
に
非
現
実
的
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ

と
は
、
現
世
で
は
到
達
で
き
な
い
境
地
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
今

生
で
の
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
は
無
縁
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
本
来

の
姿
か
ら
遊
離
し
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
こ
は
、
宗
教
的
に

は
、「
目
に
見
え
な
い
世
界
へ
の
開
眼
」
と
か
、
さ
ら
に
、
他
力
思
想
か

ら
み
て
「
思
慮
分
別
を
超
え
た
」
と
い
っ
た
文
言
が
適
切
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
作
者
は
あ
え
て
、
登
場
人
物
で
あ
る
住
職
（
如
哉
）
が
社
会

的
地
位
を
忘
れ
、
愛
欲
に
耽
る
姿
に
対
す
る
救
い
へ
の
絶
望
性
を
示
す
た

め
、
作
者
独
自
の
倫
理
観
と
し
て
、
も
は
や
、
い
か
な
る
宗
教
も
救
え
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
作
者
の
感
情
を
込
め
て
、
あ
え
て
「
非
現
実

的
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）「
如
哉
の
晩
年
に
お
け
る
回
想
」
へ
の
宗
教
描
写

さ
ら
に
、
如
哉
の
晩
年
に
お
け
る
心
境
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
描
写

が
あ
る
。
こ
こ
で
、
作
者
は
、
作
者
自
身
の
宗
教
へ
の
接
近
を
如
哉
に

託
し
て
述
べ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

七
十
年
ち
か
い
僧
侶
の
生
活
は
、
救
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
救
わ
れ

な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
的
に
思
い
し
ら
さ
れ
た
。
若
い
時
代

に
は
、
入
信
す
れ
ば
安
心
が
得
ら
れ
、
救
わ
れ
る
と
思
っ
た
。
た
し

か
な
思
惑
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
努
力
し
た
。
が
、
煩
悩
を
一
度

で
も
さ
っ
ぱ
り
殺
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
か
。
か
れ
は
自
分
が
、

獰
猛
な
情
欲
の
と
り
こ
に
な
っ
て
、
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い
人
間
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
七
十
年
の
生
涯
が
そ
れ
を
知
ら

せ
て
く
れ
た
。
そ
の
自
覚
が
、
僧
侶
で
あ
る
だ
け
に
、
人
に
は
も
ら

せ
ず
、
都
合
が
わ
る
く
、
皮
肉
を
極
め
た
。
そ
れ
だ
け
の
相
違
で

あ
っ
た
。
大
き
な
相
違
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
中
略
）

如
哉
は
あ
る
時
代
、
救
わ
れ
た
い
と
ね
が
い
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う

な
心
の
修
業
を
す
れ
ば
よ
い
か
と
切
な
く
問
題
に
し
た
。
そ
の
後
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は
、
救
わ
れ
る
証
拠
を
わ
が
身
に
立
証
す
る
と
い
う
努
力
は
や
め
て

し
ま
っ
た
。
問
題
の
と
り
あ
げ
方
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
と
気
が
つ
い

た
。
如
哉
は
非
現
実
的
な
た
れ
か
の
目
を
現
実
的
に
う
け
と
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
（
７
）。

と
述
べ
、
入
信
の
条
件
と
考
え
ら
れ
る
「
仏
眼
」
へ
の
目
覚
め
が
描
写

さ
れ
て
お
り
、
信
心
の
境
地
の
入
り
口
に
到
達
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
如
哉
の
生
き
様
に
対
し
、
作
者
は
次
の
よ
う
に
、「
一
念

多
念
証
文
」
に
記
さ
れ
て
い
る
仏
眼
へ
の
接
近
を
描
写
し
て
い
る
。

あ
る
明
晰
な
目
が
、
そ
ん
な
如
哉
を
じ
っ
と
見
ま
も
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
は
、
如
哉
を
叱
り
つ
け
は
し
な
か
っ
た
。
こ

う
し
ろ
と
は
何
も
示
し
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
目
は
怒
ら
な
か
っ
た
。

冷
淡
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
如
哉
に
は
、
そ
の
目
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
は
、
如
哉
の
感
情
や
意
志
を
束
縛

し
な
か
っ
た
。
現
世
的
に
は
力
の
な
い
目
で
あ
っ
た
。
如
哉
が
一
心

に
念
仏
を
称
え
る
姿
勢
を
、
そ
の
目
は
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
。
そ
の

目
は
大
慈
大
悲
の
永
遠
の
凝
視
で
あ
っ
た
。
仏
の
目
で
あ
っ
た
。

「
一
念
多
念
証
文
」
に
も
説
か
れ
て
い
る
「
大
悲
も
の
う
き
こ
と
な

く
し
て
、
常
に
わ
が
み
を
て
ら
す
」
の
仏
眼
で
あ
る
。
如
哉
は
、
そ

の
眼
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
眼
は
、
如
哉
の
矛
盾
を
、
そ
の
煩
悩
を
、

そ
の
罪
過
を
凝
視
し
て
い
る
。
凝
視
に
応
え
る
も
の
は
、
如
哉
の
戦

慄
で
あ
っ
た
。
永
遠
の
戦
慄
と
い
っ
て
も
よ
い
（
８
）。

と
述
べ
、「
弥
陀
の
大
悲
は
倦
き
る
こ
と
な
く
、
常
に
わ
が
身
を
て
ら

し
た
も
う
」
と
い
う
、
入
信
に
必
要
な
仏
眼
へ
の
自
覚
を
説
い
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
有
名
な
文
言
は
、
浄
土
真
宗
の
源
流
で
あ
る
源
信
の
「
往

生
要
集
」
が
本
邦
初
出
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
親
鸞
が
「
一
念
多
念
証
文
」

の
中
で
述
べ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
目
の
表
情
に
つ
い
て
は
い
っ
さ
い
言

及
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
、
多
様
に
脚
色
し
た
表
現
は
、
作
者
独
自

の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
中
野
惠
海
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
９
）。

如
哉
の
極
彩
色
な
ま
で
の
煩
悩
の
姿
の
上
に
こ
の
凝
視
を
も
っ
て

来
た
事
一
つ
で
、「
靑
麥
」
は
近
代
文
芸
の
一
異
色
た
る
を
失
わ
ず
、

他
の
追
従
を
許
さ
ぬ
「
創
作
」
と
し
て
独
自
の
位
置
を
占
め
る
も
の

と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
鈴
鹿
の
「
信
心
と
は
何
か
」
と
い
う
素
朴

な
疑
問
か
ら
始
ま
り
、
さ
ら
に
、
晩
年
に
な
っ
て
、
煩
悩
か
ら
の
解
脱
を

断
念
し
、
次
第
に
他
力
本
願
へ
帰
依
し
て
い
く
如
哉
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
作
者
は
登
場
人
物
の
心
の
変
遷
に
託
し
て
、
作
者
自
身
の
宗

教
に
対
す
る
最
初
の
態
度
と
そ
の
後
の
深
化
・
変
容
を
描
写
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

丹
羽
文
雄
の
宗
教
小
説
へ
の
転
向
と
そ
の
背
景
（
河
合
）
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三

作
品
の
自
伝
性

「
靑
麥
」
は
、
他
の
五
作
品
と
同
様
に
、
寺
院
を
舞
台
に
男
女
の
愛
欲

を
主
題
と
し
た
倫
理
的
な
罪
や
そ
の
背
景
に
対
し
、
親
鸞
の
「
罪
の
救
済
」

に
つ
い
て
の
宗
教
的
教
義
（
浄
土
真
宗
の
根
本
思
想
で
あ
る
他
力
本
願
）

が
作
品
の
随
所
に
引
用
さ
れ
、
宗
教
色
の
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
な
ぜ
、
作
品
の
舞
台
が
寺
院
で
の
人
間
模
様
に
な
っ
て
い

る
の
か
、
ま
た
、
数
あ
る
宗
派
の
中
で
、
作
者
が
な
ぜ
、
鎌
倉
新
佛
教
の

一
つ
で
あ
る
浄
土
真
宗
の
世
界
を
展
開
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の

背
景
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、

作
者
自
身
の
私
生
活
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
。

先
ず
、
丹
羽
文
雄
の
「
生
い
立
ち
」
に
つ
い
て
、
村
松
定
孝
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
（
要
点
の
み
箇
条
書
き
（
10
））。

（
ア
）
丹
羽
文
雄
は
、
一
九
〇
四
年
、
真
宗
高
田
派
末
寺
で
あ
る
四

日
市
の
宗
顕
寺
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
廃
嫡
し
て
小

説
家
と
な
っ
た
。

（
イ
）
実
父
は
名
古
屋
か
ら
養
子
と
し
て
入
り
、
寺
の
再
興
に
貢
献

し
た
が
、
祖
母
と
不
倫
関
係
を
も
っ
た
。

（
ウ
）
実
母
は
、
そ
れ
を
知
っ
て
、
文
雄
が
八
歳
の
と
き
、
旅
役
者

を
追
っ
て
家
出
し
、
そ
の
あ
と
、
継
母
を
迎
え
、
異
母
弟
が

で
き
た
。

以
上
の
作
者
の
生
い
立
ち
と
「
靑
麥
」
の
作
品
構
成
を
比
べ
て
み
る
と
、

非
常
に
強
い
自
伝
性
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
的
主
題
を
追
究
し
て
き
た
作
家
と
い
わ
れ
る
源
泉

に
は
、
生
家
が
浄
土
真
宗
の
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
祖
母
と
実

父
（
養
子
）
の
不
倫
と
実
母
の
家
出
と
い
う
家
庭
内
の
修
羅
場
を
体
験
し

た
こ
と
の
二
つ
の
運
命
的
な
出
会
い
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
推

察
で
き
る
。お

わ
り
に

以
上
、
作
者
の
宗
教
小
説
へ
の
転
向
後
の
初
期
作
品
（
六
作
品
）
の
一

つ
で
あ
る
「
靑
麥
」
は
、「
救
い
」
が
、
全
篇
を
貫
く
最
大
の
テ
ー
マ
で

あ
る
（
11
）と

も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
色
の
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
作
品
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
作
者
自
身
の
「
宗
教
に
対
す

る
態
度
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
焦
点
を
絞
っ
て
、

そ
の
考
察
を
試
み
た
。
そ
の
要
点
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

先
ず
、
作
者
の
「
宗
教
に
対
す
る
態
度
」
が
作
品
中
の
登
場
人
物
の
行

動
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、「
靑
麥
」
の
描
写
を
み

る
と
、
本
稿
第
二
章
第
一
節
「
鈴
鹿
の
疑
念
」
へ
の
宗
教
描
写
で
触
れ
た

よ
う
に
、「
信
心
と
い
う
、
い
わ
ば
非
現
実
的
（
こ
の
語
の
妥
当
性
に
つ
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い
て
は
、
既
述
参
照
）
な
問
題
を
、
現
実
的
な
感
覚
で
、
理
解
し
よ
う
と

か
か
っ
た
」
と
い
っ
た
言
説
や
同
第
二
節
「
如
哉
の
晩
年
に
お
け
る
回
想
」

へ
の
宗
教
描
写
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
如
哉
は
あ
る
時
代
、
救
わ
れ
た
い

と
ね
が
い
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
心
の
修
業
を
す
れ
ば
よ
い
か
と
切
な

く
問
題
に
し
た
。
そ
の
後
は
、
救
わ
れ
る
証
拠
を
わ
が
身
に
立
証
す
る
と

い
う
努
力
は
や
め
て
し
ま
っ
た
。
問
題
の
と
り
あ
げ
方
が
ま
ち
が
っ
て
い

た
と
気
が
つ
い
た
。
如
哉
は
非
現
実
的
な
た
れ
か
の
目
を
現
実
的
に
う
け

と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
っ
た
言
説
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
い

ず
れ
の
場
面
で
も
、
自
力
に
よ
る
悟
り
や
救
い
を
断
念
、
放
棄
し
、
他
力

救
済
を
志
向
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、「
如
哉
は
非
現
実

的
な
た
れ
か
の
目
を
現
実
的
に
う
け
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」
と
い

う
描
写
は
、
作
者
自
身
の
信
心
の
境
地
へ
の
接
近
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
著
書
の
あ
と
が
き
や
講
演
会
で
の
作
者
自
身
の
言
説
に
着
目
す

る
と
、
次
の
二
点
か
ら
、
入
信
の
境
地
に
は
達
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。

先
ず
、
作
者
は
、
既
述
の
よ
う
に
、「
私
と
佛
教
」
の
中
で
、「
私
は
親

鸞
の
言
行
録
を
読
ん
で
い
る
。
頭
で
理
解
し
て
い
る
。
心
を
打
た
れ
て
い

る
。
そ
の
く
せ
、
理
解
し
て
き
た
こ
と
の
ど
れ
だ
け
を
私
は
実
行
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
何
も
実
行
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
あ

る
」
と
告
白
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
作
者
は
、
晩
年
の
大
作
「
親
鸞
」
の

あ
と
が
き
で
、「
私
は
歴
史
家
で
は
な
い
。
宗
教
学
者
で
も
な
い
。
人
間

性
を
追
究
す
る
こ
と
を
仕
事
の
場
と
し
て
い
る
文
学
者
に
す
ぎ
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
生
涯
、
入
信
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
こ
と
が
明

白
で
あ
る
。

次
に
、「
靑
麥
」
は
じ
め
、
六
作
品
に
は
、
前
掲
し
た
よ
う
に
、
親
鸞

教
義
が
陰
に
陽
に
駆
使
さ
れ
て
お
り
、
作
者
の
浄
土
真
宗
へ
の
関
心
の
強

さ
と
教
義
へ
の
理
解
の
深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
以
上
述
べ
た
諸
点
か
ら
、
本
稿
の
主
題
と
し
た
、「
作
者
が

ど
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
り
、
宗
教
小
説
に
転
向
し
た
か
、
ま
た
作
者
自
身

の
宗
教
に
対
す
る
態
度
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
た
い
。

人
は
人
生
に
お
い
て
、
何
度
も
挫
折
を
体
験
す
る
が
、
小
説
家
を
生
業

と
す
る
作
家
丹
羽
文
雄
の
場
合
に
は
、
文
筆
活
動
の
行
き
詰
ま
り
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
立
ち
直
り
は
、
か
つ
て
浄
土
真
宗
の
僧
籍
に

あ
っ
た
こ
ろ
、
人
間
の
本
質
を
形
容
す
る
「
無
慚
無
愧
の
極
悪
人
」
と
い

う
親
鸞
の
言
葉
と
の
遭
遇
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
作
者
自
身
は
入
信
の
立
場
に
な
い
た
め
、
入
信
す
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
心
的
状
態
に
到
達
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
魂
の
安

寧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
ど
に
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

れ
を
糸
口
と
し
て
開
花
し
て
い
っ
た
親
鸞
思
想
が
「
青
麥
」
は
じ
め
、
そ

の
後
の
作
家
生
活
を
通
じ
、
宗
教
的
立
場
か
ら
作
品
を
展
開
し
、
文
学
界

に
新
境
地
を
開
拓
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

丹
羽
文
雄
の
宗
教
小
説
へ
の
転
向
と
そ
の
背
景
（
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（
注
）

（
１
）
武
田
友
寿
は
、「
宗
教
の
救
済
と
文
学
の
救
済
」『
国
文
学

解
釈

と
鑑
賞
』
三
九
巻

第
八
号
（
一
九
七
四
年
七
月
）
四
四
頁
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

丹
羽
文
雄
は
も
っ
と
も
切
実
に
宗
教
的
主
題
を
追
究
し
て
き
た

作
家
で
あ
る
。『
一
路
』
三
部
作
と
い
わ
れ
る
「
靑
麥
」「
菩
提
樹
」

「
一
路
」
は
そ
の
主
題
を
極
限
ま
で
深
化
・
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
。
こ
れ
に
「
無
慚
無
愧
」
を
加
え
た
四
作
は
、
戦
後
日
本

文
学
＝
現
代
文
学
の
な
か
で
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
宗
教
小
説
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
こ
こ
で
の
作
者
の
言
説
は
、
相
愛
學
園
創
立
六
十
五
周
年
記
念
行

事
と
し
て
行
わ
れ
た
文
藝
講
演
会
（
昭
和
二
八
年
一
一
月
二
日
、

大
阪
中
ノ
島
中
央
公
会
堂
）
で
の
「
私
と
人
生
観
」
と
題
す
る
講

演
の
録
音
テ
ー
プ
か
ら
速
記
録
と
し
て
、
収
録
さ
れ
た
も
の
で
、

後
の
相
愛
學
園
か
ら
の
出
版
物
『
文
学
と
人
生
』（
昭
和
二
九
年

七
月
大
谷
出
版
社
）
七
五
頁
、
八
一
〜
九
〇
頁
か
ら
引
用
し
た
。

（
３
）『
親
鸞
』（
昭
和
四
四
年
九
月

新
潮
社
）
の
「
あ
と
が
き
」
二
二
八

頁
。

（
４
）
著
作
者
代
表

亀
井
勝
一
郎
『
現
代
佛
教
講
座

第
四
巻
』（
昭

和
三
〇
年
六
月

角
川
書
店
）、「
私
と
佛
教
」
二
五
四
〜
二
五
五

頁
。

（
５
）（
３
）
と
同
書
物
二
二
七
頁
。

（
６
）『
丹
羽
文
雄
文
学
全
集
』
第
三
巻
（
一
九
七
四
年
九
月

講
談
社
）

三
五
八
頁
。

（
７
）（
６
）
と
同
書
物

三
九
〇
・
三
九
五
頁
。

（
８
）（
６
）
と
同
書
物

三
六
五
頁
。

（
９
）
中
野
惠
海
「
丹
羽
文
雄
と
親
鸞
（
下
）」
―
小
説
「
靑
麥
」
を
中

心
と
し
て
―
『
相
愛
女
子
短
期
大
学
研
究
論
集
』
四
巻
二
号

（
一
九
五
七
年
一
〇
月
）
一
一
七
頁
。

（
10
）
村
松
定
孝
「
丹
羽
文
雄
論
」『
明
治
大
正
文
学
研
究
』
第
二
五
号

（
昭
和
三
三
年
一
一
月
）
七
一
頁
。

（
11
）（
９
）
と
同
書
物
。
中
野
惠
海
は
、
一
一
九
頁
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

如
哉
が
救
わ
れ
た
か
ど
う
か
。
之
は
靑
麥
全
篇
を
貫
く
テ
ー
マ

で
あ
る
。
誠
に
途
方
に
暮
れ
る
様
な
難
問
で
あ
る
。
誰
も
之
に
答

え
る
事
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
丹
羽
が
こ
の
一
篇
を
通
じ
て

我
々
の
前
に
そ
れ
を
提
出
し
、
身
一
杯
に
叫
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の

も
の
は
実
に
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

（
か
わ
い

し
げ
よ
し
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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