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は
じ
め
に

　

高
橋
た
か
子
（
一
九
三
二
～
二
〇
一
三
）
は
二
〇
一
三
年
七
月
十
二
日
に

最
晩
年
を
過
ご
し
た
茅
ヶ
崎
の
老
人
ホ
ー
ム
で
亡
く
な
っ
た
。
遺
稿
集
『
終

わ
り
の
日
々
』（
二
〇
一
三
年
み
す
ず
書
房
）
は
二
〇
〇
六
年
六
月
十
五
日

か
ら
二
〇
一
〇
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
の
日
々
の
思
索
、
随
想
風
の
著
作
で

あ
り
、高
橋
は
存
命
中
、死
後
活
字
に
す
べ
き
も
の
と
指
定
し
、「
四
十
年
間
、

高
橋
た
か
子
の
秘
書
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
」
鈴
木
晶
に
よ
っ
て
編
ま
れ

た
。
鈴
木
氏
の
「
解
題
」
に
よ
れ
ば
ま
だ
原
稿
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
我
々
が

読
め
る
も
の
と
し
て
は
こ
れ
で
、
高
橋
の
生
涯
に
わ
た
る
作
品
が
確
定
し
た

こ
と
に
な
る
。
遺
稿
集
か
ら
は
最
後
の
長
編『
き
れ
い
な
人
』（
二
〇
〇
三
年
）

を
書
い
た
そ
の
後
の
高
橋
が
あ
ら
た
な
小
説
執
筆
や
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
翻
訳

へ
の
意
欲
は
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
く
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
で
の
訃
報
や
追
悼
記
事
は
と
く
に
華
々
し
い
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
以
降
は
何
も
書
か
な
く
な
っ
て
い
た

と
い
う
が
、
三
年
く
ら
い
の
ブ
ラ
ン
ク
は
さ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
に

し
て
も
、
あ
ま
り
大
騒
ぎ
す
る
よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
い
の
は
、
高
橋
の

「
生
涯
小
説
家
」
と
も
い
い
が
た
い
ひ
か
え
め
に
い
っ
て
も
特
異
な
閲
歴
か

ら
い
っ
て
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
七
月
三
十
一
日
付
「
朝
日

新
聞
」
夕
刊
で
は
、
木
崎
さ
と
子
が
追
悼
文
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
際
、
生

前
（
二
〇
〇
二
年
一
月
）
京
都
市
右
京
区
の
自
宅
廊
下
で
執
筆
を
す
る
高
橋

の
写
真
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
三
年
に
茅
ヶ
崎
の
老
人
ホ
ー
ム
で
暮

ら
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
母
親
を
三
年
前
に
見
送
っ
て
以
後
の

一
人
暮
ら
し
と
い
う
時
期
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
写
真
で
は
実
に
簡
素
な
空
間

が
執
筆
の
場
と
な
っ
て
お
り
、『
亡
命
者
』
で
印
象
深
い
「
プ
ス
チ
ニ
ア
」

（
砂
漠
の
意
、
後
述
）
を
自
然
に
連
想
し
た
。
京
都
に
生
ま
れ
、
鎌
倉
に
住

み
、
東
京
に
も
住
居
を
も
っ
た
三
十
代
か
ら
四
十
代
、
高
橋
の
自
筆
年
譜

「
一
九
七
六
年
（
四
十
四
歳
）」
に
は
、「
子
供
時
代
か
ら
の
知
人
で
あ
る
黒

川
紀
章
に
設
計
し
て
も
ら
っ
て
（
鎌
倉
の
旧
宅
の
、
斜
め
向
か
い
の
土
地
に

新
居
を
た
て
）
十
一
月
に
転
居
」、
と
簡
潔
な
記
述
が
あ
る
。
こ
の
新
居
と

は
黒
川
の
エ
ッ
セ
イ注注１
に
よ
れ
ば
マ
ン
デ
ィ
ア
ル
グ
の
小
説
『
大
理
石
』
の
一

編
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
時
期
の
高
橋
は
自
ら
の
想
念
に
ぴ

た
り
と
合
う
住
ま
い
に
対
し
並
々
な
ら
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
こ
と
を
裏

付
け
る
。

　

一
九
九
五
年
発
表
の
『
境
に
居
て
』（
講
談
社
）
の
「
書
斎
と
修
室
」
で
は
、

六
十
代
に
な
っ
た
高
橋
は
、
一
九
八
一
年
に
パ
リ
で
住
ん
だ
「
観
想
生
活
」

高
橋
た
か
子
『
亡
命
者
』
論
―
　「
プ
ス
チ
ニ
ア
」
を
め
ぐ
っ
て
　

種
田　

和
加
子
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の
た
め
の
部
屋
の
体
験
か
ら
「
最
小
限
の
、
生
活
用
品
と
霊
的
な
本
」
以
外

な
に
も
な
い
「
修
室
」
が
書
斎
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
、
と
あ
る
。
ど
の
よ
う

に
し
て
こ
の
「
修
室
」
を
も
つ
に
至
っ
た
か
、少
し
高
橋
の
伝
記
を
振
り
返
っ

て
お
く
。

　

七
〇
年
代
か
ら
創
作
活
動
を
は
じ
め
た
高
橋
は
古
井
由
吉
や
森
万
紀
子
ら

と
と
も
に
「
内
向
の
世
代
」
と
呼
ば
れ
る
作
家
の
一
人
だ
っ
た
。
女
子
学
生

の
少
な
い
昭
和
二
〇
年
代
の
半
ば
に
、
京
都
大
学
へ
入
学
、
大
学
院
へ
進
学

し
、
専
攻
し
た
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
小
説
技
法
の
素
地
と
し
て
、
そ
の
作
風
は

自
我
、
お
よ
び
エ
ロ
ス
を
徹
底
し
て
つ
き
つ
め
る
も
の
で
、「
私
小
説
」
を

否
定
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
徹
し
た
。
こ
の
時
期
発
表
さ
れ
る
一
作
一
作
に

目
が
は
な
せ
な
か
っ
た
の
は
論
者
一
人
で
は
な
い
。
夫
高
橋
和
巳
の
死
後

（
一
九
七
一
年
）、
受
洗
し
（
一
九
七
五
年
）、『
怒
り
の
子
』（
一
九
八
五
年
）

を
も
っ
て
小
説
家
を
や
め
、修
道
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
ん
で
か
ら
も
、

「
霊
的
著
作
」
な
る
も
の
を
手
が
け
、
エ
ル
サ
レ
ム
修
道
会
の
指
導
者
の
著

作
の
翻
訳
も
行
っ
て
い
る
。『
亡
命
者
』（
一
九
九
五
年
）
は
『
怒
り
の
子
』

か
ら
十
年
ぶ
り
の
小
説
で
で
あ
り
、『
君
の
中
の
見
知
ら
ぬ
女
』（
二
〇
〇
一

年
）、『
き
れ
い
な
人
』（
二
〇
〇
三
）
と
高
橋
晩
年
の
三
部
作
の
入
り
口
と

な
る
。
こ
れ
ら
は
宗
教
性
と
文
学
性
が
混
在
し
た
難
解
な
小
説
群
と
な
っ
て

い
る
。
論
者
は
「
霊
的
著
作
」
に
は
な
じ
め
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
小

説
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
を
捨
て
ず
、
発
表
さ
れ
れ
ば
必
ず
読
ん
で

き
た
。

　

同
時
代
の
作
家
で
あ
っ
た
河
野
多
恵
子
や
高
橋
と
仲
の
よ
か
っ
た
大
庭
み

な
子
が
知
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
い
ま
や
高
橋
た
か
子
を
知
る
読
者
は
少
な

い
と
思
え
る
。『
亡
命
者
』
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ら
が
宗
教
性
を

含
み
な
が
ら
、
俗
な
る
読
者
も
排
除
し
な
い
（
小
説
と
は
そ
も
そ
も
卑
俗
な

要
素
を
多
分
に
も
つ
）
文
学
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
つ
。
そ
の
意
味
で
論
者

は
清
水
良
典
が
い
う
よ
う
に
「
…
こ
の
小
説
は
、
非
宗
教
者
で
あ
る
一
般
の

文
芸
雑
誌
、
小
説
の
読
者
の
人
た
ち
と
、
い
わ
ば
宗
教
的
な
奥
義
を
き
わ
め

つ
つ
あ
る
自
分
と
を
媒
介
す
る
と
い
う
か
、
境
界
に
立
っ
た
作
品
だ
ろ
う
と

思
う
…
」（
合
評
「
亡
命
者
」、「
群
像
」
一
九
九
五
年
八
月
）
と
の
見
解
に

お
お
む
ね
賛
同
す
る
も
の
だ
が
、『
亡
命
者
』
で
は
宗
教
的
な
奥
義
と
い
っ

て
も
、
客
観
的
に
証
明
で
き
な
い
聖
な
る
秘
跡
や
顕
現
が
書
か
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
点
に
関
し
て
高
橋
は『
土
地
の
力
』（
一
九
九
二
年
）

な
ど
一
連
の
「
霊
的
著
作
」
の
な
か
で
示
し
て
き
た
。
読
者
を
そ
の
世
界
に

媒
介
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
言
葉
で
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
『
亡
命

者
』
に
は
『
装
い
せ
よ
、
わ
が
魂
よ
』（
一
九
八
一
年
）
に
お
け
る
主
人
公

の
パ
リ
彷
徨
と
最
終
的
に
宗
教
的
内
省
生
活
に
活
路
を
見
出
す
要
素
が
ひ
き

つ
が
れ
て
い
て
、
修
道
者
に
な
る
た
め
の
思
索
、
実
践
を
通
じ
て
の
葛
藤
の

痕
跡
そ
れ
自
体
を
「
小
説
」
化
す
る
と
い
う
試
み
だ
っ
た
と
考
え
る
。
葛
藤

だ
か
ら
こ
そ
年
号
が
く
り
か
え
さ
れ
、
回
想
が
重
な
り
あ
う
。
後
者
よ
り
も

前
者
が
徹
底
し
て
い
る
の
は
語
り
手
の
「
私
」
は
「
日
本
人
」（
ジ
ャ
ポ
ネ
ー

ズ
）、
四
十
五
歳
、
学
生
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
姓
名
や
も
と
の
職
業
な

ど
も
明
か
さ
れ
て
お
ら
ず
「
匿
名
」
で
終
始
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
ど
こ
に
も
所
属
せ
ず
、「
追
放
さ
れ
て
い
る
」（
亡
命
）
意
識
を
手
の
込
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ん
だ
手
法
に
よ
っ
て
前
景
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
こ
れ
で
試
さ

れ
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
く
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
（
霊
性
））
が
濃
厚
だ
か
ら
と
い
っ
て
『
亡

命
者
』
ま
た
、
そ
れ
に
続
く
作
品
群
に
対
し
、
卑
俗
な
日
常
を
生
き
る
一
個

人
と
し
て
向
き
合
う
手
段
し
か
論
者
に
は
な
い
。
そ
れ
で
見
切
れ
る
も
の
を

見
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

一

　

す
で
に
述
べ
た
こ
と
と
い
さ
さ
か
重
複
す
る
が
『
亡
命
者
』
の
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
を
著
者
作
成
の
年
譜注注２
よ
り
確
認
し
て
お
く
。

　
　
　

一
九
八
一
（
昭
和
五
六
年
）
四
九
歳　

五
月
か
ら
八
月
ま
で
帰
国

　
　
（
ヴ
ィ
ザ
を
と
り
、
パ
リ
に
定
住
す
る
準
備
の
た
め
に
）。

　
　
　

八
月
末
パ
リ
に
戻
る
。
以
後
、
一
室
だ
け
の
貧
し
い
ア
パ
ー
ト
に
住

　
　

み
、
出
来
た
ば
か
り
の
或
る
新
し
い
「
会
」
の
祈
り
に
、
毎
日
朝
と
晩

　
　

に
通
い
、
パ
イ
プ
・
オ
ル
ガ
ン
を
続
け
、
他
方
、
帰
国
中
に
書
き
出
し

　
　

た
長
編
『
装
い
せ
よ
、
わ
が
魂
よ
』
を
書
く
。

　
〈
自
伝
『
私
の
通
っ
た
路
』（「
群
像
」
一
九
九
九
年
八
月
号
、
十
二
月
講

談
社
よ
り
刊
行
）
に
よ
れ
ば
、一
九
八
一
年
八
月
～
八
四
年
七
月
の
記
述
中
、

四
〇
〇
フ
ラ
ン
の
貧
し
い
部
屋
を
借
り
た
、
と
あ
る
〉

　
　
　

一
九
八
八
年
（
昭
和
六
三
年
）
十
一
月
、
み
ず
か
ら
退
会
の
余
儀

　
　

な
き
に
い
た
る
。
そ
の
後
、
修
道
者
と
し
て
の
新
し
い
道
を
探
す
。

　
　
　

一
九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
六
十
五
歳
九
月
、
エ
ッ
セ
イ
集
『
放

　
　

射
す
る
思
い
』
を
講
談
社
か
ら
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
の
な
か
に
「
フ
ラ
ン
ス
で
の
、
ど
ん
底
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
、
重
要
な
の
で
引
用
す
る
。

　
　
　

…
さ
て
、
私
は
、
私
自
身
そ
う
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
そ
れ

　
　

以
前
の
私
か
ら
す
れ
ば
狂
気
の
沙
汰
と
も
思
え
る
生
活
へ
入
っ
て
い
っ

　
　

た
。
生
の
、
ど
ん
底
へ
と
。
そ
の
具
体
的
な
物
質
的
な
細
部
の
い
く
つ

　
　

か
は
『
亡
命
者
』
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
使
っ
た
け
れ
ど
も
、

　
　

も
っ
と
別
な
側
面
の
こ
と
を
こ
こ
で
言
っ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
無
視

　
　

さ
れ
る
私
と
い
う
こ
と
。
…
…
人
は
金
や
地
位
や
家
や
身
分
な
ど
な
ど

　
　

で
自
己
宣
伝
し
な
い
か
ぎ
り
、
自
分
の
国
に
い
て
も
無
視
さ
れ
る
も
の

　
　

だ
が
、
そ
れ
が
異
国
と
も
な
れ
ば
ち
ょ
っ
と
次
元
の
違
っ
た
無
防
備
・

　
　

無
保
護
の
境
涯
と
な
る
。
…
…
そ
れ
は
そ
う
だ
ろ
う
、
こ
の
世
的
な
も

　
　

の
で
自
己
宣
伝
し
な
い
か
ぎ
り
、
私
は
誰
よ
り
も
こ
の
世
的
に
は
下
位

　
　

に
あ
る
の
だ
か
ら
。

そ
し
て
、「
ど
ん
底
」
と
は
た
と
え
ば
「
大
回
転
す
る
先
人
」
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
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フ
ー
コ
ー
、
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ら
が
「
神
に
お
け
る
貧
者
と
し

て
の
乞
食
生
活
へ
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
」
に
通
じ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
　

一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
六
十
七
歳　

＝
七
月
、
自
伝
「
私
の

　
　

通
っ
た
路
」
※
を
〈
群
像
〉
８
月
号
に
。
十
二
月
、
自
伝
「
私
の
通
っ

　
　

た
路
」
を
講
談
社
か
ら
。

　

な
お
、『
私
の
通
っ
た
路
』
一
、
脱
日
本
（
一
九
八
〇
年
九
月
末
～
八
一

年
五
月
）
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
修
道
生
活
の
克
明
な
記
録
と
い
え
る
も
の

だ
が
、そ
れ
を
促
し
た
強
力
な
人
物
を
高
橋
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　

…
ま
る
で
火
の
柱
の
よ
う
に
貫
き
通
っ
て
い
る
一
人
の
人
が
い
る
。

　
　

私
と
同
年
配
の
フ
ラ
ン
ス
人
神
父
で
あ
る
。
そ
の
名
前
を
、
ペ
ー
ル
・

　
　

ベ
ル
ナ
ー
ル
と
し
て
お
こ
う
。
…

こ
の
ペ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
と
は  “Jérusalem

, livre de vie : Par la 

Fraternités m
onastiques de Jérusalem

”

（Les Editions du Cerf, 

1981

注注
３）

を
書
い
た
エ
ル
サ
レ
ム
修
道
会
創
立
者
の
ピ
エ
ー
ル
・
マ
リ
・
デ

ル
フ
イ
エ
（Pierre-M

arie D
elfieux

）
と
い
う
人
物
で
あ
る
。

　

高
橋
は
「
霊
的
著
作
」
の
は
じ
ま
り
を
告
げ
る
『
都
市
の
中
の
観
想
』
と

い
う
タ
イ
ト
ル
（
エ
ル
サ
レ
ム
、
い
の
ち
の
書
の
改
題
、
女
子
パ
ウ
ロ
教
会

一
九
八
四
年
）
で
こ
の
人
物
の
著
作
を
翻
訳
し
出
版
し
て
い
る
。
自
筆
年
譜

と
自
伝
を
つ
き
あ
わ
せ
て
い
く
と
、
い
か
に
し
て
こ
の
作
家
が
自
分
を
そ
ぎ

落
と
し
て
修
道
者
と
な
っ
て
い
っ
た
か
が
わ
か
っ
て
は
く
る
。
ま
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
か
く
ま
で
傾
倒
で
き
た
と
い
う
意
味
で

は
、
森
有
正
に
つ
な
が
る
し
、
微
温
的
な
日
本
と
い
う
も
の
を
嫌
い
抜
い
た

と
い
う
意
味
で
は
評
論
家
の
犬
養
道
子
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。『
亡
命
者
』

を
書
く
前
か
ら
高
橋
は
「
国
内
亡
命
者
」（
松
浦
寿
輝
『
明
治
の
表
象
空
間
』

二
〇
一
四
年
）
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
『
亡
命
者
』
は
、
一
九
八
三
年
か
ら
八
六
年
ま
で
の
記
憶
を
た
ど
り
、
回

想
す
る
「
私
」
が
作
品
内
小
説
「
亡
命
者
」、
す
な
わ
ち
ア
ニ
ー
と
ダ
ニ
エ

ル
の
物
語
を
書
き
出
し
、
さ
ら
に
マ
リ
・
ダ
ニ
エ
ル
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
手

記
「
亡
命
者
」
が
最
後
に
く
る
、
と
い
う
よ
う
に
中
川
成
美
が
指
摘
す
る
よ

う
に
入
れ
子
的
構
造注注４
を
も
つ
。
二
章
の
書
き
出
し
が
、「
一
九
八
六
年
、
十

月
末
。
た
っ
た
い
ま
警
視
庁
か
ら
戻
っ
て
き
た
。」
と
あ
る
の
に
対
し
、
こ

の
章
の
お
わ
り
に
く
る
マ
リ
・
ダ
ニ
エ
ル
の
手
記
の
結
び
は
「
一
九
九
六
年
、

マ
リ
・
ダ
ニ
エ
ル
記
す　

い
や
、
年
を
間
違
っ
た
か　

二
〇
〇
三
年　

或
る

い
は　

二
〇
一
〇
年
（
同
じ
こ
と
だ
）
マ
リ
・
ダ
ニ
エ
ル
す
な
わ
ち
作
者
記

す
」
と
結
ば
れ
て
お
り
、
１
章
か
ら
２
章
ま
で
「
回
想
す
る
主
体
」
で
あ
っ

た
「
わ
た
し
」
の
背
後
の
「
書
き
手
」
は
「
実
体
」
と
し
て
の
作
品
『
亡
命

者
』
が
発
表
さ
れ
る
一
九
九
五
年
よ
り
先
の
い
ま
だ
来
て
い
な
い
時
間
を
射

程
に
い
れ
、
マ
リ
・
ダ
ニ
エ
ル
の
手
記
が
い
っ
た
い
い
つ
書
か
れ
た
も
の
か

が
あ
え
て
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
組
み
合
立
て
て
い
る
。「
私
」
が
、
ア
ニ
ー

と
ダ
ニ
エ
ル
の
物
語
を
書
こ
う
と
思
い
立
つ
の
は
、オ
ル
セ
ー
美
術
館
で「
カ
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イ
ン
」
と
名
付
け
れ
ら
れ
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
コ
ル
マ
ン注注５
の
大
作
の
絵
画
を
見

る
こ
と
が
一
つ
の
要
因
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
の
記
述
通
り
、
カ
イ
ン
は
ア
ベ

ル
を
殺
し
た
罪
で
「
追
放
」
さ
れ
る
。「
私
」
は
「
カ
イ
ン
と
妻
と
を
手
引

き
車
で
引
く
親
族
ら
し
い
人
々
が
…
…
み
ん
な
荒
涼
と
青
ざ
め
た
顔
に
も
か

か
わ
ら
ず
、放
浪
し
て
い
く
姿
に
は
強
力
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
現
出
し
て
い
る
。

「
カ
イ
ン
」
と
題
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
に
「
人
間
族
」

と
し
て
も
い
い
と
思
え
た
」（
ｐ
１
７
５
）
と
語
っ
て
お
り
、Exilés

＝
追
放
さ

れ
た
者（
ゆ
え
に
放
浪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）と
い
う
言
葉
を
芸
術
に
よ
っ

て
形
象
化
し
た
も
の
に
「
私
」
は
シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
く
。
単
な
る
デ
ィ
レ
ッ

タ
ン
ト
的
な
芸
術
へ
の
共
感
で
は
な
く
、
言
葉
の
原
義
を
生
き
る
こ
と
、
そ

う
す
る
契
機
を
与
え
る
の
が
芸
術
だ
と
気
づ
く
こ
と
。「
人
類
の
、
華
麗
な

夢
の
跡
」
と
芸
術
を
認
識
し
た
「
私
」
は
プ
ス
チ
ニ
ア
の
実
践
を
通
じ
て
南

仏
か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
に
向
か
っ
て
い
く
一
組
の
カ
ッ
プ
ル
を
「
夢
み
る
」
よ

う
に
書
く
こ
と
に
な
る
。「
私
の
知
ら
ぬ
ま
に
私
に
よ
っ
て
夢
み
ら
れ
た
」

人
た
ち
。（
ｐ
１
７
７
）
つ
ま
り
、「
私
」
は
何
か
を
見
る
こ
と
で
喚
起
さ
れ
る

こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、「
惑
乱
」
す
る
こ
と
な
く
見
た
も
の
を
吸

収
す
る
者
に
な
っ
て
い
る
。
と
な
る
と
、
こ
の
作
品
を
特
徴
づ
け
る
「
プ
ス

チ
ニ
ア
」
が
い
か
に
「
私
」
を
作
り
か
え
て
き
た
の
か
を
探
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
一
章
か
ら
二
章
に
か
け
て
作
品
中
の
日
付
は
「
一
九
八
六
年
、
十

月
末
」
で
あ
り
、
パ
リ
で
半
年
ご
と
に
更
新
さ
れ
る
「
滞
在
許
可
証
」
を
得

る
た
め
の
宙
づ
り
の
時
間
を
す
ご
し
て
き
た
一
九
八
三
年
か
ら
三
年
間
の
記

憶
が
少
し
づ
つ
変
奏
さ
れ
て
語
ら
れ
る
。
冒
頭
で
は
警
視
庁
か
ら
も
ど
っ
て

き
た
「
私
」
が
、「
滞
在
許
可
証
」
を
前
に
し
て
い
か
に
そ
の
交
付
を
う
け

る
こ
と
に
神
経
を
擦
り
減
ら
し
て
き
た
か
、
ま
た
そ
の
経
験
は
政
治
的
、
人

種
的
問
題
か
ら
「
滞
在
」
を
拒
否
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
現
に
さ
れ
て
い

る
人
々
、
ま
た
さ
か
の
ぼ
っ
て
紀
元
前
か
ら
民
族
と
し
て
漂
泊
を
運
命
づ
け

ら
れ
た
き
た
人
々
を
思
う
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
か
ら
の
数
ペ
ー
ジ
は「
亡
命
」

に
つ
ら
な
る
自
己
を
や
や
漠
然
と
示
し
て
い
る
。
つ
い
で
、「
こ
の
部
屋
は

プ
ス
チ
ニ
ア
と
名
づ
け
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
そ
こ
が
、
祈
る
た
め
の
部
屋
、

最
小
限
に
モ
ノ
を
切
り
つ
め
、顔
の
全
貌
す
ら
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
鏡
」

が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
部
屋
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
フ
ラ
ン
ス

へ
来
て
住
ん
だ
三
ツ
目
の
も
の
」
で
あ
り
、
シ
ャ
ワ
ー
す
ら
な
い
こ
と
に
す

で
に
「
私
」
は
驚
か
な
い
。
神
秘
霊
性
史
の
講
義
を
う
け
つ
つ
、
プ
ス
チ
ニ

ア
に
生
き
る
準
備
を
い
か
に
し
て
き
た
か
、
自
我
の
器
と
し
て
の
「
部
屋
」

と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
形
を
と
っ
て
異
国
で
選
び
取
ら
れ
て
い
く
の
か
、

『
装
い
せ
よ
わ
が
魂
よ
』
で
も
主
人
公
山
川
波
子
の
パ
リ
彷
徨
が
部
屋
探
し

に
終
始
し
て
い
く
こ
と
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
。

　
　
　

鏡
な
ん
て
、
い
ら
な
い
の
で
す
。

　
　
　

と
、
そ
の
頃
、
マ
リ
・
エ
ス
テ
ル
は
言
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
　
　

鏡
の
な
い
生
活
な
ど
私
は
そ
れ
ま
で
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
私
だ

　
　

け
で
な
く
、
誰
で
も
そ
う
だ
ろ
う
。
…
…

　
　
　

ほ
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
何
処
か
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
小
さ
な
小
さ

　
　

な
鏡
を
貼
り
つ
け
て
お
け
ば
い
い
の
で
す
、必
要
な
時
の
た
め
に
だ
け
。
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と
言
っ
て
、
マ
リ
・
エ
ス
テ
ル
は
自
分
の
そ
れ
を
見
せ
た
。

　
　
　

私
は
彼
女
と
同
じ
よ
う
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
一
瞬
の
決
断
に
よ
っ

　
　

て
、
常
に
常
に
鏡
を
見
て
生
き
て
き
た
自
分
の
部
分
を
切
り
捨
て
た
。

　
　

ま
る
で
、
そ
の
切
り
口
か
ら
血
し
ぶ
き
が
上
っ
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

　
　

誰
だ
っ
て
そ
う
だ
ろ
う
、
女
で
な
く
と
も
男
だ
っ
て
。
鏡
を
見
る
こ
と

　
　

を
や
め
る
時
、
そ
の
決
断
の
時
、
血
し
ぶ
き
が
上
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

　
　

う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｐ
２
１
）

「
そ
の
頃
」
と
は
、
マ
リ
・
エ
ス
テ
ル
を
通
し
て
は
じ
め
て
「
プ
ス
チ
ニ
ア
」

と
い
う
言
葉
に
触
れ
た
時
点
で
あ
る
。
南
仏
で
知
り
合
っ
た
、
マ
リ
・
エ
ス

テ
ル
は
プ
ス
チ
ニ
ア
に
入
る
と
い
う
こ
と
を
「
…
た
と
え
ば
、
一
日
の
う
ち

何
回
、
鏡
を
見
ま
す
か
。
そ
れ
を
や
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
と
告
げ

た
の
だ
。

　

自
伝
的
著
作
『
私
の
通
っ
た
路
』
に
お
い
て
も
、
パ
リ
の
修
道
生
活
で
そ

れ
に
み
あ
っ
た
貧
し
い
部
屋
を
い
か
に
探
す
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
書
か
れ

て
い
た
が
、『
亡
命
者
』
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鏡
」
す
ら
な
い
こ
と
、

体
を
い
か
に
洗
う
か
、
ま
た
、
共
同
ト
イ
レ
が
排
せ
つ
物
を
落
と
す
穴
一
つ

で
水
が
出
す
音
の
す
さ
ま
じ
さ
な
ど
、
身
体
感
覚
に
直
結
す
る
要
素
が
具
体

的
に
描
か
れ
る
。「
鏡
」
と
い
え
ば
こ
の
作
家
の
『
自
選
小
説
集
』
第
四
巻

（
一
九
九
四
年
十
一
月
）に
収
録
さ
れ
て
い
る
散
文
詩
風
短
編「
鏡
狂注注６
」（
き
ょ

う
き
ょ
う
）
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
筋
ら
し
い
筋
は
な
い
こ
の
作

品
で
は
、
ま
ず
「
私
」
を
自
覚
す
る
装
置
と
し
て
「
鏡
」
は
あ
る
。
さ
ら
に

ま
た
、「
鏡
」
に
よ
っ
て
「
人
と
人
と
が
通
り
ぬ
け
合
う
」
も
の
で
も
あ
る

と
い
う
の
が
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
風
の
ひ
ね
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

「
通
路
」
と
し
て
の
「
鏡
」
に
よ
っ
て
「
私
」
は
見
知
ら
ぬ
多
く
の
他
者
に

溶
け
込
ん
で
自
分
の
し
て
い
な
い
犯
罪
を
犯
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
恐
怖

に
襲
わ
れ
る
。
ラ
カ
ン
の
「
鏡
像
段
階
」
に
従
え
ば
「
鏡
に
よ
っ
て
自
分
を

認
識
す
る
と
き
、
人
は
、
自
分
と
は
ず
れ
た
存
在
に
同
一
化
し
、
自
己
そ
れ

自
体
を
自
分
は
把
握
で
き
な
い
」。
そ
の
常
に
ず
れ
る
意
識
に
形
を
与
え
た

も
の
が
「
鏡
狂
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
鏡
へ
の
恐
れ
と
は
、
そ
う
で
あ
っ
て

も
、
な
お
、「
鏡
」
に
自
画
像
を
託
し
、
そ
の
つ
ど
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
生
じ
る
も
の
だ
。
高
橋
が
最
後
の
小
説
に
す
る
つ
も

り
だ
っ
た
『
怒
り
の
子
』（
一
九
八
六
年
）
で
も
、主
人
公
の
若
い
女
性
が
「
鏡

の
中
な
か
の
自
分
」
と
会
話
す
る
場
面
が
あ
る
。
自
己
を
肯
定
で
き
な
い
不

安
定
さ
を
鏡
に
問
い
か
け
一
時
的
に
安
心
す
る
箇
所
で
あ
る
。
他
者
の
顔
に

脅
迫
さ
れ
、
殺
意
に
至
る
問
題
を
描
い
た
こ
の
作
品
の
重
要
な
描
写
で
も
あ

る
。
し
か
し
、『
亡
命
者
』
に
お
け
る
「
鏡
」
と
は
、「
そ
れ
を
見
る
」
自
己

と
の
関
係
は
消
し
去
ら
れ
る
。「
鼻
が
映
る
だ
け
の
鏡
」「
顔
の
一
部
が
映
る

だ
け
の
鏡
」
と
は
も
は
や
い
わ
ゆ
る
「
鏡
」
の
用
を
足
し
は
し
な
い
。「
限

ら
れ
た
期
間
で
も
、
こ
の
世
の
す
べ
て
を
捨
て
て
、
砂
漠
へ
入
る
」
生
存
の

様
式
で
あ
る
「
プ
ス
チ
ニ
ア
」
が
「
観
想
」
生
活
の
た
め
に
「
自
己
」
を
捨

て
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
だ
。「
鏡
」
を
見
る
こ
と
を
や
め
る
の
は
直
接
的

に
は
虚
飾
へ
の
い
ま
し
め
で
あ
る
が
、「
プ
ス
チ
ニ
ア
」
の
掟
は
こ
の
よ
う

に
過
酷
で
あ
る
。『
亡
命
者
』
の
な
か
で
、「
プ
ス
チ
ニ
ア
」
に
つ
い
て
は
そ
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の
情
報
は
き
わ
め
て
簡
略
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
語
で
「
砂
漠
」
を

意
味
し
、
ア
メ
リ
カ
へ
亡
命
し
た
ロ
シ
ア
人
の
女
性
が
『
プ
ス
チ
ニ
ア
』
と

い
う
書
を
著
し
た
。
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
（
修
道
者
で
あ
る
必

要
は
な
い
）
が
南
仏
で
実
践
し
始
め
、
ま
た
、
そ
れ
は
都
市
に
い
て
も
そ
の

気
に
な
れ
ば
可
能
な
形
態
で
あ
る
と
い
う
。
作
中
で
は
こ
の
著
者
や
影
響
力

な
ど
に
つ
い
て
も
饒
舌
を
排
し
て
い
る
。
若
干
補
足
す
れ
ば
、
こ
れ
は
キ
ャ

サ
リ
ン
・
ド
・
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ク
・
ド
ハ
ー
テ
ィ
（Catherine de H

ueck 

D
oherty　

一
八
九
六
～
一
九
八
五
）
の
著
書  “Le désert au coeur des 

villes  Poustinia ”

（
英
語
版
一
九
七
五
年
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
一
九
七
六

年
）
を
さ
し
、
こ
の
書
の
第
二
部Entretiens avec les poustinikki　

プ

ス
テ
ィ
ニ
ッ
キ
へ
） 

第
八
章　

Élém
ents de spiritualité

（
基
本
的
霊
性
）

に
お
い
て
、D

ans la poustinia, le prem
ier détachem

ent est celui 

de so

注注
７i 注. 

（
プ
ス
テ
ィ
ニ
ア
で
の
第
一
の
放
棄
は
自
分
自
身
を
放
棄
す
る
こ
と

で
す
。
邦
訳
ｐ
１
５
２
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
神
の
た
め
に
荒
野
に
お
も
む
く
か

ら
に
は
、
そ
こ
で
自
分
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。

「
清
貧
」
を
重
ん
じ
る
こ
の
様
式
の
「
プ
ス
チ
ニ
ア
」（
と
い
う
部
屋
）
に
必

要
な
「
イ
コ
ン
と
聖
書
、
パ
ン
と
水注注８
」
は
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、「
鏡
」
が

な
い
、
と
い
っ
た
記
述
に
は
出
会
わ
な
い
。『
亡
命
者
』
の
な
か
の
「
血
し

ぶ
き
が
あ
が
る
」
と
い
う
表
現
は
身
体
へ
の
い
か
な
る
執
着
を
も
切
り
捨
て

る
と
い
う
リ
ア
ル
な
意
味
を
も
ち
、
自
己
放
棄
＝détachem

ent

の
経
験

の
象
徴
的
な
表
現
で
あ
る
。
宮
川
淳
は
、「
鏡
」
に
つ
い
て
、「
あ
る
非
人
称

的
な
見
な
い
こ
と
の
不
可
能
性
」
を
つ
き
つ
け
る
（『
鏡
・
空
間
・
イ
マ
ー

ジ
ュ
』 （
白
馬
書
房
、
一
九
八
七
年
））
と
い
っ
た
が
、
そ
の
表
面
が
あ
る
か

ぎ
り
、「
見
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
」
も
の
か
ら
自
分
を
切
り
離
す
の
が
、『
亡

命
者
』
に
お
け
る
「
プ
ス
チ
ニ
ア
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
こ
に
参
入
す
る
者

の
身
体
意
識
の
整
型
！
を
要
求
す
る
装
置
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
表
現
し
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
の
〈
い
と
高
き
貧
し
さ
〉（
ア
ガ
ン

ベ
ン
、
二
〇
一
一
年
）
を
追
随
す
る
「
プ
ス
チ
ニ
ア
」
を
内
側
か
ら
生
き
る

4

4

4

と
は
、
こ
の
よ
う
な
生
の
形
式
を
選
び
と
る
こ
と
な
の
だ
っ
た
。

　
　
　

二　

　

パ
リ
に
お
け
る
生
活
レ
ヴ
ェ
ル
の
一
般
的
水
準
か
ら
い
え
ば
最
下
層
に
近

い
「
プ
ス
チ
ニ
ア
」
の
生
活
の
な
か
で
、
日
本
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
、「
こ
ち

ら
か
ら
あ
ち
ら
へ
」「
亡
命
」
し
て
き
た
と
思
っ
て
い
た
「
私
」
は
老
婦
人

と
の
会
話
に
よ
っ
て
劇
的
な
転
回
を
体
験
す
る
。
回
想
の
三
回
目
の
「
一
九

ハ
六
年
、
十
月
末
。」
の
あ
る
日
、
ア
パ
ー
ト
で
出
会
っ
た
老
婦
人
は
本
人

が
週
末
に
行
く
と
い
う
「
修
道
院
」、「
宿
泊
所
」
に
つ
い
て
の
話
か
ら
「
わ

た
し
た
ち
す
べ
て
、
人
間
す
べ
て
、
あ
ち
ら
か
ら
こ
ち
ら
へ
亡
命
し
て
き
て

い
る
の
で
す
」
と
「
私
」
の
こ
れ
ま
で
の
認
識
と
正
反
対
の
こ
と
を
い
う
。

そ
れ
は
サ
ル
ヴ
ェ
・
レ
ジ
ナ
の
歌
詞
を
根
拠
と
す
る
。

　

老
婦
人
は
「
私
」
が
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
の
サ
ル
ヴ
ェ
・
レ
ジ
ナ
を
ラ

テ
ン
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
で
歌
う
。
そ
の
歌
詞
は
「
イ
ヴ
の
子
な
る
、
わ
れ
ら

亡
命
者
は
」pauvres enfants d'Ève exilés,

、
つ
ま
り
、「
亡
命
」
と
い
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う
意
味
を
す
で
に
含
ん
で
い
た
こ
と
に
「
私
」
は
気
づ
き
、「「
旅
路
」
な
ど

と
い
う
感
傷
的
な
日
本
語
の
せ
い
で
知
ら
な
か
っ
た
と
は
」」
と
愕
然
と
す

る
。「
わ
れ
ら
、
こ
の
地
上
へ
の
亡
命
者
」
と
気
づ
く
と
き
、「
私
」
は
母
国

語
で
あ
る
日
本
語
に
「
ノ
ン
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
体
験
は
、
存

在
論
的
、
言
語
的
転
回
と
な
り
、「
生
れ
て
以
来
、
何
処
に
い
て
も
、
居
場

所
で
な
い
と
感
じ
つ
づ
け
た
、
わ
け
が
、
わ
か
っ
た
、」（
ｐ
１
７
０
）。
地
理
的

国
境
を
超
え
る
こ
と
に
は
絶
え
ず
、「
ノ
ン
」
と
い
わ
れ
る
不
安
と
背
中
合

わ
せ
だ
っ
た
。
そ
し
て
内
面
の
敷
居
を
意
味
す
る
「
も
う
一
つ
の
国
境
」 （
Ｐ

１
６
１
）
を
超
え
る
こ
と
は
同
時
並
行
的
に
進
め
ら
れ
、「
私
の
意
識
自
体
が

プ
ス
チ
ニ
ア
に
な
っ
て
い
く
の
が
感
じ
ら
れ
た
」（
Ｐ
１
６
２
）
そ
の
先
に
、
恩

寵
の
よ
う
に
「
亡
命
」
と
は
、「
あ
ち
ら
か
ら
こ
ち
ら
へ
」
と
や
っ
て
き
て
、

「
あ
ち
ら
へ
帰
っ
て
い
く
」と
い
う
認
識
が
与
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、マ
リ
・

エ
ス
テ
ル
が
、 （
こ
の
世
の
苦
痛
を
超
え
る
と
は
）「
宙
返
り
で
す
、
こ
の
世

と
は
反
対
の
方
向
へ
、
く
る
り
と
空
中
回
転
で
す
（
Ｐ
１
２
５
）
と
述
べ
て
い

る
こ
と
は
、
老
婦
人
と
同
様
の
意
味
を
暗
示
し
て
い
た
と
も
思
え
る
。「
プ

ス
チ
ニ
ア
」
を
内
面
化
す
る
度
合
い
を
語
り
続
け
た
「
私
」
は
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、オ
ル
セ
ー
美
術
館
で「
カ
イ
ン
」を
見
た
あ
と
、南
仏
の
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
修
道
院
で
印
象
に
残
っ
た
ア
ニ
ー
と
ダ
ニ
エ
ル
の
カ
ッ
プ
ル
が
「
イ
ス

ラ
エ
ル
、砂
漠
」
を
目
指
し
、「
夫
婦
の
ま
ま
、夫
婦
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、

修
道
者
に
」
な
る
「
小
説
」
を
書
き
出
す
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
「
私
」
は
ど
こ
で
書
き
始
め
る
の
だ
ろ
う
か
？
具
体
的
に
は
書
か
れ

て
い
な
い
が
、「
私
」
の
生
と
一
体
化
し
て
い
る
「
プ
ス
チ
ニ
ア
」
以
外
に

は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

祈
り
の
た
め
の
部
屋
が
「
書
く
部
屋
」、
同
時
に
、
夢
を
醸
成
す
る
部
屋

に
重
な
っ
た
と
き
、『
怒
り
の
子
』
以
来
不
在
だ
っ
た
小
説
家
が
作
中
に
お

い
て
「
小
説
を
書
く
人
」
と
し
て
生
ま
れ
な
お
し
、
生
き
な
お
し
て
よ
み
が

え
っ
た
と
い
え
は
し
ま
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
誰
に
対
し
て
も
「
小
説
家
」

だ
っ
た
と
名
の
る
こ
と
な
く
、
匿
名
で
あ
る
「
私
」
が
必
要
と
さ
れ
た
。
少

な
く
と
も
「
小
説
」
を
書
く
こ
と
を
選
び
取
る
存
在
＝
「
私
」
な
し
に
は
、『
亡

命
者
』
は
完
結
し
な
い
の
だ
か
ら
。

　
「
小
説
『
亡
命
者
』」
以
降
、「
私
」
は
語
ら
れ
る
物
語
の
外
に
い
る
。
こ

こ
に
は
、
１
章
か
ら
２
章
に
か
け
て
く
り
か
え
さ
れ
た
「
私
」
の
詩
の
一
部

で
あ
る
「
明
る
い
日
に
生
き
て
い
る
」
と
か
、
サ
ル
ヴ
ェ
・
レ
ジ
ナ
も
使
わ

れ
て
お
り
、
ア
ニ
ー
と
ダ
ニ
エ
ル
は
「
私
」
の
一
部
を
分
か
ち
持
つ
二
人
と

し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ワ
ー
ニ
ャ
と
い
う
女
性
も
「
私
」
の
回
想
、「
小
説
『
亡
命
者
』」
の
両
方

に
登
場
し
、
プ
ス
チ
ニ
ア
の
歴
史
的
背
景
は
後
者
で
ロ
シ
ア
人
の
ワ
ー
ニ
ャ

が
語
り
つ
く
し
て
い
る
。
ま
た
、「
私
」
ら
し
き
人
物
が
全
く
不
在
な
の
で

は
な
く
、「
時
た
ま
出
会
っ
た
ア
ジ
ア
人
の
女
性
」（
ｐ
２
２
６
）
と
し
て
出
し

て
く
る
な
ど
、
厳
密
に
読
む
と
「
私
」
の
物
語
と
「
小
説
『
亡
命
者
』」
と

は
、
互
い
の
空
白
を
補
う
面
を
見
せ
て
い
る
。
登
場
人
物
や
デ
ィ
テ
ー
ル
に

注
意
す
る
と
「
入
れ
子
的
構
造
」
が
逆
入
れ
子
構
造
に
も
見
え
て
も
く
る
し
、

両
者
を
つ
な
ぐ
の
は
や
は
り
プ
ス
チ
ニ
ア
の
体
験
で
あ
る
。
ダ
ニ
エ
ル
と
ア

ニ
ー
は
試
練
を
く
ぐ
り
、「
手
記
『
亡
命
者
』」
の
な
か
で
ダ
ニ
エ
ル
は
「
マ
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リ
・
ダ
ニ
エ
ル
と
改
名
す
る
よ
う
に
と
の
招
き
」
を
受
け
、
手
記
に
も
そ
う

署
名
す
る
。
ア
ニ
ー
は
ま
だ
知
ら
な
い
そ
の
事
実
を
書
く
ダ
ニ
エ
ル
は
「
砂

漠
の
夢
」
と
現
実
の
砂
漠
が
同
一
化
し
た
次
元
を
生
き
て
い
る
ら
し
く
、
そ

こ
で「
手
記『
亡
命
者
』」は
終
わ
っ
て
い
る
。「
私
」を
と
り
ま
く
人
々
が「
マ

リ
・
リ
ュ
ス
」「
マ
リ
・
エ
ス
テ
ル
」、「
小
説
『
亡
命
者
』」
で
は
「
修
道
士

マ
リ
」
と
名
前
に
「
マ
リ
」
が
つ
く
人
物
が
登
場
す
る
。
マ
リ
・
エ
ス
テ
ル

が
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
は
、「
生
身
の
女
に
、
マ
リ
と
い
う
透
明
な
女
が

重
な
っ
て
、
そ
れ
へ
む
け
て
の
浄
化
が
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
実
現
し
て

い
く
」（
ｐ
９
０
）
と
あ
る
。
果
た
し
て
「
霊
性
」
に
性
別
が
あ
る
も
の
か
ど

う
か
迷
う
と
こ
ろ
だ
が
、
ダ
ニ
エ
ル
に
は
名
前
と
と
も
に
女
性
名
の
聖
性
の

ペ
ル
ソ
ナ
が
与
え
ら
れ
る
、
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う注注９
。

　

男
性
、
女
性
と
い
う
性
を
も
っ
た
ま
ま
、
浄
化
さ
れ
る
の
が
こ
の
小
説
で

目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、
ダ
ニ
エ
ル
か
ら
マ
リ
・
ダ
ニ
エ
ル
に
な
る

こ
と
は
最
終
の
帰
結
点
で
あ
る
。
マ
リ
・
ダ
ニ
エ
ル
と
は
一
人
で
も
な
く
、

マ
リ
と
ダ
ニ
エ
ル
の
二
人
で
も
な
く
、
一
人
プ
ラ
ス
何
も
の
か
に
な
る
、
と

み
て
お
こ
う
。
こ
の
霊
性
を
帯
び
た
ペ
ル
ソ
ナ
の
誕
生
で
、『
亡
命
者
』
は

完
結
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
二
重
性
を
ま
と
っ
た
ペ
ル
ソ
ナ
の
問
題
は
『
君
の
中
の
見
知

ら
ぬ
女
』（
二
〇
〇
一
年
）
に
ひ
き
つ
が
れ
、「
私
」
が
「
夢
見
て
い
た
こ
と

を
思
い
出
す
」、
ま
た
マ
リ
・
ダ
ニ
エ
ル
が
地
上
で
の
こ
と
を
思
い
出
す
、

と
い
う
と
き
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
記
憶
、
忘
却
、
語
る
こ
と
、
書
く
こ
と
、

の
問
題
群
は
『
き
れ
い
な
人
』（
二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
さ
ら
に
大
き
く

展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
作
に
関
し
て
は
、
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
こ
と
に

す
る
。

　

テ
ク
ス
ト
は
『
亡
命
者
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
）
を
使
用
。

な
お
、
本
稿
は
二
〇
一
七
年
七
月
十
五
日
、
日
本
比
較
文
学
会
北
海
道
支
部

大
会
の
特
集
「
女
性
作
家
・
そ
の
葛
藤
の
痕
跡
」、
高
橋
た
か
子
「N

on

の

領
域
―
後
期
作
品
を
め
ぐ
っ
て
」
を
も
と
に
し
て
い
る
。

注
１　
「
高
橋
た
か
子
の
練
夢
術
」「
設
計
」
黒
川
紀
章
建
築
・
都
市
設
計
事

　
　
　

務
所
、
一
九
七
七
年

注
２　
『
怒
り
の
子
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
所
収　
「
年
譜
」

　
　
　

よ
り

注
３　

高
橋
は
次
の
よ
う
に
注
記
し
て
い
る
。Les Fraternités M

onasti-

　
　
　

ques de Jérusalem
 

…
こ
の
ま
ま
直
訳
す
る
と
、
日
本
で
は
わ
か

　
　
　

り
に
く
く
な
る
の
で
、
前
記
（
エ
ル
サ
レ
ム
修
道
会
を
さ
す
）
の
よ

　
　
　

う
な
訳
名
を
私
は
し
た
。
し
か
し
実
際
は
こ
う
な
る
─
「
観
想
的
エ

　
　
　

ル
サ
レ
ム
兄
弟
会
」。
と
こ
ろ
が
…
宣
教
的
（apostolique

）
な
会

　
　
　

と
な
り
…
本
拠
を
地
方
の
小
都
市
へ
移
し
た
…
…
ゆ
え
に
、
大
都
市

　
　
　

を
意
味
す
る
エ
ル
サ
レ
ム
の
意
味
が
薄
れ
た
。（（『
私
の
通
っ
た
路
』

　
　
　

補
遺
、二
〇
〇
一
年
、九
月
）『
こ
の
晩
年
と
い
う
時
』
二
〇
〇
二
年
、

　
　
　

講
談
社
）

注
４　

中
川
成
美
「
生
命
の
風
景
」
―
高
橋
た
か
子
と
「
い
の
ち
」（『
語
り
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か
け
る
記
憶
』
小
沢
書
店
、
一
九
九
九
年
）
所
収

　
　
　

…
…
男
性
が
構
成
す
る
規
範
に
よ
っ
て
、「
無
邪
気
」
で
「
無
知
」

　
　
　

と
さ
れ
た
「
私
」
と
い
う
女
性
の
存
在
は
「
亡
命
」
と
い
う
焼
印
（
ス

　
　
　

テ
ィ
グ
マ
）
を
押
し
あ
て
ら
れ
た
こ
と
で
そ
の
形
を
現
し
た
の
で
あ

　
　
　

る
。（
ｐ
１
０
６
）
中
川
氏
は
自
分
の
生
存
の
形
式
を
自
分
で
選
ぶ

　
　
　

た
め
の
「
亡
命
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
方
法
を
分
析
し
て
い

　
　
　

る
。

注
５　

Ferrand Corm
on 

（
一
八
四
五
～
一
九
二
四
）　Cain ,

一
九
八
〇

　
　
　

年 

Ｈ
．
四
〇
〇 

Ｗ
．七
〇
〇 M

usée d'O
rsay

、
こ
の
絵
はVictor 

　
　
　

H
ugo 

の
詩  “Conscience ”
に
触
発
さ
れ
た
作
品
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　

こ
れ
に
つ
い
て
、
高
橋
た
か
子
自
身
が
エ
ッ
セ
イ
な
ど
で
言
及
し
た

　
　
　

も
の
は
管
見
の
か
ぎ
り
な
い
。

注
６　
『
山
本
美
智
代
オ
フ
セ
ッ
ト
版
画
集
』」
２　
『
銀
鏡
』（
ア
ト
リ
エ
山

　
　
　

本
─
一
九
七
六
年
）
所
収

注
７　

Le désert au coeur des villes  Poustinia p. 97   Élém
ents de

　
　
　

spiritualité　

基
本
的
霊
性
（Entretiens avec les poustinikki

）

　
　
　

Catherine de H
ueck D

oherty 1976,paris　

プ
ス
チ
ニ
ア
の
思

　
　
　

想
は
東
方
教
会
の
観
想
の
伝
統
を
く
み
、
隠
者
と
な
っ
て
霊
性
を
高

　
　
　

め
る
も
の
で
あ
り
、
ド
ハ
ー
テ
ィ
の
母
も
霊
的
助
言
を
求
め
て
プ
ス

　
　
　

チ
ニ
ク
の
も
と
へ
行
っ
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　

邦
訳
、「
い
ほ
り
の
霊
性
」、
中
央
出
版
社
、
訳
者
心
の
い
ほ
り　

メ

　
　
　

リ
ノ
ー
ル
プ
レ
イ
ヤ
ー
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
八
年

　
　
　

高
橋
た
か
子
は
『
霊
的
な
出
発
』 （
女
子
パ
ウ
ロ
会
、
一
九
八
五
年
）

　
　
　

の
中
で
も
『
プ
ス
チ
ニ
ア
』
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
彼
女
は
カ

　
　
　

ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
ユ
エ
ッ
ク
・
ド
エ
ー
ル
と
フ
ラ
ン
ス
式
で
表
記
し

　
　
　

て
い
る
。
高
橋
に
よ
れ
ば
一
九
八
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
出
版
さ

　
　
　

れ
た
、
と
あ
る
が
、
一
九
七
六
年
に
す
で
に
仏
訳
が
出
て
い
る
。
翻

　
　
　

訳
過
程
に
つ
い
て
は
調
査
中
で
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
「
…
…

　
　
　
『
プ
ス
チ
ニ
ア
』。サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
し
て『
大
都
市
の
只
中
の
荒
野
』。

　
　
　

荒
野
と
訳
す
べ
き
か
砂
漠
と
訳
す
べ
き
か
。
…
『
大
都
市
の
只
中
の

　
　
　

砂
漠
』
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
荒
野
と
い
う
言
葉
に
は
ど
こ
か
抒

　
　
　

情
的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
。（
ｐ
２
５
）」
と
の
べ
ら
れ
て
お
り
、
作

　
　
　

者
が
『
亡
命
者
』
で
抒
情
的
な
も
の
を
排
す
る
根
拠
と
も
通
じ
る
。

注
８　

注
７
『
霊
的
な
出
発
』、「
プ
ス
チ
ニ
ア
」
で
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

注
９　
『
土
地
の
力
』（
女
子
パ
ウ
ロ
会
、
一
九
九
二
年
）
に
も
同
名
の
人
物

　
　
　

が
登
場
す
る
。

〈
た
ね
だ 

わ
か
こ
／
本
学
教
授
〉


