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「
い
の
ち
に
合
掌
」
と
は
「
命
を
以
て
償
え
」
で
は
あ
る
ま
い
に

　

梅　

森　

寛　

誠

　

発
表
タ
イ
ト
ル
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
な
も
の
で
、
内
容
は
お
察
し
の
通
り
、
死
刑
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

　

実
は
、
私
が
こ
れ
を
発
表
す
る
の
に
は
若
干
の
た
め
ら
い
が
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
に
は
他
に
語
る
べ
き
人
は
多
い
と

も
思
わ
れ
ま
す
の
で
。
た
と
え
ば
教
誨
師
や
、
組
織
と
し
て
は
社
教
会
等
、
も
ち
ろ
ん
宗
会
で
も
。
本
年
五
月
に
裁
判
員
制
度
が
施
行
さ

れ
、
裁
判
員
裁
判
も
始
ま
り
ま
し
た
。
死
刑
は
国
民
の
八
割
が
存
置
意
見
、
と
さ
れ
ま
す
（
こ
の
会
場
も
大
部
分
が
存
置
論
者
と
い
う
こ

と
に
な
る
？
）
が
、
死
刑
判
決
の
裁
判
に
関
わ
り
、
私
た
ち
が
実
際
に
「
殺
す
」
側
に
置
か
れ
る
事
態
も
予
測
さ
れ
ま
す
。
冤
罪
事
件
も

相
次
い
で
発
覚
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
情
況
の
中
で
、
今
の
と
こ
ろ
宗
門
で
は
死
刑
に
つ
い
て
の
目
立
っ
た
動
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
立

場
上
公
的
な
場
で
の
発
言
が
難
し
い
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、
と
今
回
、
私
は
教
誨
師
（
手
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
で
国
策
に
抗
っ

て
い
る
私
を
法
務
当
局
が
任
命
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
得
ま
せ
ん
が
）
で
な
い
こ
と
を
幸
い
に
意
見
発
表
い
た
す
次
第
で
す
。

　

資
料
中
、
超
ア
ナ
ロ
グ
手
書
き
通
信
『
胡
桃
』
に
示
し
た
通
り
、
私
は
死
刑
廃
止
論
者
の
一
人
と
自
認
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
十
数

年
間
、
執
行
が
あ
っ
た
時
の
お
祈
り
や
抗
議
、
何
ら
か
の
行
動
・
発
信
も
不
充
分
な
が
ら
し
て
き
ま
し
た
。
私
の
住
む
仙
台
は
死
刑
執
行

の
あ
る
場
所
で
（
そ
の
こ
と
を
恥
じ
て
い
ま
す
が
）
昨
年
の
十
月
、
仙
台
で
執
行
が
あ
っ
た
時
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
教
化
学
発
表
大
会
の

日
で
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
抗
議
行
動
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
逸
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
回
は
、
政
権
交
代
で
就
任
し
た
千
葉
法
相
で

す
の
で
、
よ
も
や
執
行
署
名
す
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
。
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１
．
死
刑
囚
教
誨
師
の
苦
悩
に
対
し
て

　

教
誨
師
と
は
、
死
刑
囚
に
確
定
後
も
面
会
で
き
、
そ
の
執
行
に
も
立
ち
会
い
得
る
数
少
な
い
立
場
の
一
つ
で
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

本
来
の
教
誨
と
は
矛
盾
対
立
す
る
役
割
を
強
い
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、
教
誨
の
努
力
に
も
よ
り
、
死
刑
囚
が
自
ら
の
犯
し
た
罪

を
見
つ
め
悔
い
反
省
し
、
精
神
の
安
寧
が
保
た
れ
る
こ
と
が
、
執
行
の
条
件
に
も
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
教
誨
の
完
成
が
刑

死
で
す
。
不
殺
生
戒
を
持
つ
べ
き
僧
侶
が
「
殺
し
」
の
お
手
伝
い
を
担
わ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
後
程
紹
介
す
る
執
行
抗
議
ハ
ガ
キ
に
も

「
教
誨
活
動
に
対
す
る
侮
辱
行
為
」
と
表
現
し
ま
し
た
。

　

資
料
に
は
、
最
近
上
梓
さ
れ
た
青
木
理
氏
の
著
書
『
絞
首
刑
』（
講
談
社
）
を
用
意
し
ま
し
た
が
、
こ
の
著
書
の
冒
頭
部
分
で
「
僧
侶
」

と
項
目
立
て
し
、
そ
の
苦
悩
を
記
し
ま
す
。「
も
は
や
言
葉
な
ど
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
法
衣
に
し
が
み
つ
い
て
嗚
咽
す
る
男
の
背
を
、

ゆ
っ
く
り
と
さ
す
っ
て
や
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
」
と
。
も
う
一
つ
の
資
料
（『
死
刑
制
度
と
私
た
ち
』
真
宗
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）、
教

誨
師
自
ら
の
手
記
に
は
「
死
の
不
安
に
脅
え
罪
障
の
呵
責
に
悩
む
と
い
う
人
間
誰
し
も
の
苦
悩
を
い
か
に
し
合
え
る
か
」
と
述
べ
る
が

「
そ
の
苦
悩
を
仏
縁
と
し
て
、
覆
わ
れ
て
い
た
人
間
の
本
来
性
に
目
覚
め
、
生
き
る
喜
び
を
知
っ
」
た
「
覚
醒
者
を
次
々
と
刑
場
に
見
送

る
こ
と
は
、
共
に
歩
ん
で
き
た
教
誨
師
に
と
っ
て
我
が
身
が
吊
る
さ
れ
る
よ
う
な
悲
痛
と
同
時
に
、
処
刑
に
加
担
し
た
よ
う
な
後
ろ
め
た

さ
、
や
り
切
れ
な
さ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
そ
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
「
処
刑
に
加
担
し
た
」
と
感
じ
さ
せ
る
死
刑
囚
教
誨
師
の
苦
悩
に
対
し
て
、
そ
の
現
場
を
知
り
し
っ
か
り
と

向
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
以
前
、
あ
る
教
誨
師
本
人
か
ら
「
突
然
翌
日
の
教
誨
の
諾
否
を
問
う

電
話
を
受
け
、
支
障
が
あ
っ
た
の
で
断
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
の
報
道
で
執
行
を
知
っ
た
」
と
い
う
話
は
聞
き
ま
し
た
。
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２
．
森
英
介
・
前
法
相
へ
の
は
た
ら
き
か
け

　

私
は
本
年
二
月
、「
死
刑
執
行
に
関
す
る
抗
議
ハ
ガ
キ
発
信
」
を
本
宗
関
係
者
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。
仏
教
者
と
し
て
本
宗
宗
徒
と
し

て
の
立
場
に
し
ぼ
り
、
抗
議
ハ
ガ
キ
文
面
見
本
を
し
た
た
め
、
森
法
相
（
当
時
）
あ
て
に
出
し
て
く
だ
さ
い
、
と
。
今
回
、
資
料
に
お
入

れ
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
も
示
し
ま
し
た
が
、
森
氏
は
本
宗
の
有
力
檀
信
徒
（
法
華
一
乗
会
の
一
人
）
で
す
。
昨
年
十
月
の
日
蓮
宗
新
聞
で
知
り
ま
し
た
。

「
法
相
就
任
の
墓
前
報
告
」
と
い
う
記
事
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
「
お
祝
い
」
か
ら
一
カ
月
足
ら
ず
で
二
人
の
執
行
署
名
を
し
ま
し
た
。

一
月
末
の
二
回
目
（
四
人
）
の
執
行
直
後
、
私
は
こ
の
行
動
を
起
こ
し
ま
し
た
。
行
動
の
効
果
も
少
し
は
、
と
は
思
っ
た
の
で
す
が
、
半

年
後
の
七
月
末
、
解
散
後
の
政
治
空
白
の
中
で
、
森
氏
に
よ
っ
て
執
行
が
な
さ
れ
、
在
任
中
に
三
回
（
九
人
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

実
は
私
の
行
動
は
、
か
つ
て
法
相
に
就
任
し
た
真
宗
大
谷
派
僧
侶
・
左
藤
恵
氏
（
九
〇
〜
九
一
年
）
が
、
同
門
徒
・
杉
浦
正
健
氏
（
〇

五
〜
〇
六
年
）
が
、
い
ず
れ
も
執
行
署
名
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
左
藤
氏
は
退
任
後
（
衆
院
議
員
現
役

時
）、
署
名
拒
否
を
振
り
返
り
「
世
論
と
し
て
死
刑
制
度
の
廃
止
に
も
っ
て
い
く
べ
き
」
と
明
言
し
て
い
ま
す
（『
死
刑
制
度
と
私
た
ち
』

真
宗
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）。
そ
し
て
氏
は
、「
若
し
も
人
間
が
す
る
こ
と
で
す
か
ら
新
し
い
事
実
が
出
て
来
て
誤
審
と
な
っ
た
時
、
死
刑
を
執

行
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
は
と
り
か
え
し
が
つ
き
ま
せ
ん
」
と
、
冤
罪
執
行
の
重
大
性
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。

３
．
冤
罪
事
件
が
明
ら
か
に
な
る
中
で

　
「
足
利
事
件
」
で
杜
撰
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
と
自
白
を
証
拠
と
さ
れ
、
長
ら
く
服
役
し
て
い
た
菅
家
さ
ん
の
冤
罪
が
判
明
し
生
還
し
た
こ
と

は
、
衝
撃
と
と
も
に
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
時
期
の
女
児
殺
人
事
件
で
、
や
は
り
科
警
研
（
警
視
庁
科
学
捜
査
研
究

所
）
で
実
施
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
で
ク
ロ
と
さ
れ
た
冤
罪
の
疑
い
が
濃
厚
な
「
飯
塚
事
件
」
が
あ
り
ま
す
。
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大
変
残
念
で
恐
ろ
し
い
事
な
の
で
す
が
、
こ
の
「
飯
塚
事
件
」
で
こ
ち
ら
は
終
始
無
実
を
訴
え
て
い
た
久
間
三
千
年
氏
が
、
確
定
二
年

後
に
福
岡
で
死
刑
執
行
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
左
藤
氏
の
お
そ
れ
が
現
実
と
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
こ
の
処
刑
は
、
森
英
介
法
相
（
当

時
）
の
最
初
の
執
行
署
名
（
〇
八
年
十
月
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
前
出
の
青
木
氏
の
著
書
に
は
「
森
英
介
の
戸
惑
い
」
の
項
で
、

森
氏
が
こ
の
死
刑
執
行
命
令
に
一
抹
の
不
安
が
よ
ぎ
っ
た
の
か
「
間
違
い
な
い
の
か
」
と
刑
事
局
幹
部
に
再
確
認
を
迫
っ
た
（
複
数
の
法

務
省
関
係
者
に
よ
れ
ば
）、
と
い
う
場
面
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
。
こ
の
段
階
で
法
務
当
局
は
「
足
利
事
件
」
冤
罪
な
る
事
を
知
っ
て
い

た
は
ず
で
す
。
同
種
の
事
件
の
加
害
者
と
さ
れ
た
久
間
氏
の
「
無
実
」
を
知
れ
ば
こ
そ
、
こ
と
さ
ら
処
刑
を
急
い
だ
の
で
は
な
い
か
、
と

疑
惑
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

と
も
か
く
も
、
本
宗
の
有
力
檀
信
徒
が
そ
の
職
務
上
の
権
力
発
動
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
で
は
あ
れ
、
無
辜
の
市
民
を
殺
め
た
、
と

す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
本
宗
教
師
と
し
て
も
、
こ
れ
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

４
．
死
刑
執
行
を
め
ぐ
る
内
外
の
情
況
と
世
論

　

国
際
的
動
向
が
そ
う
だ
か
ら
日
本
も
そ
う
い
う
方
向
に
向
か
え
、
と
単
純
に
言
え
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
。
新
聞
記
事
を
中
心

に
、
こ
の
方
面
の
客
観
的
事
実
を
示
し
ま
す
。

　

〇
七
年
十
二
月
、
国
連
総
会
は
死
刑
停
止
決
議
を
賛
成
多
数
で
採
択
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
私
は
一
時
停
止
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）
を
求
め

る
と
し
た
こ
と
が
大
き
い
、
と
考
え
ま
す
。
制
度
が
あ
っ
て
も
行
使
は
停
止
、
と
い
う
選
択
肢
は
あ
り
得
ま
す
。
人
の
命
を
奪
う
（
奪
わ

せ
る
）
制
度
で
あ
れ
ば
な
お
。「
法
制
度
が
あ
る
以
上
は
粛
々
と
」
な
ど
と
言
う
の
は
、
思
考
停
止
で
怠
慢
か
つ
卑
怯
な
言
い
分
と
と
ら

え
て
い
ま
す
。
停
止
決
議
を
し
た
潘
基
文
事
務
総
長
の
韓
国
は
、
長
ら
く
続
く
分
断
国
家
の
緊
張
状
態
の
中
で
、
制
度
自
体
は
あ
る
も
の

の
、
金
大
中
大
統
領
以
来
十
年
以
上
執
行
ゼ
ロ
で
す
。

　

〇
八
年
五
月
の
国
連
人
権
理
事
会
で
は
、
日
本
へ
の
死
刑
廃
止
を
要
求
す
る
声
が
続
出
。
同
年
十
月
、
国
連
の
自
由
権
規
約
委
員
会
が
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日
本
政
府
に
対
し
死
刑
廃
止
検
討
を
勧
告
（
日
本
は
拒
否
）。
十
二
月
に
は
、
国
連
総
会
が
存
置
国
に
対
し
執
行
の
一
時
停
止
を
求
め
る

決
議
。
日
本
は
、
米
国
・
中
国
な
ど
と
と
も
に
反
対
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

〇
八
年
十
二
月
現
在
で
、
死
刑
廃
止
な
い
し
停
止
国
は
世
界
の
三
分
の
二
を
超
え
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
そ
の
潮
流
に
逆

ら
う
か
の
よ
う
に
、
死
刑
執
行
が
判
決
（
確
定
）
と
も
に
急
増
し
て
い
ま
す
。
世
界
の
懸
念
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
〇
八
年
は
五
回
（
十

五
人
）
の
執
行
、
確
定
者
は
約
百
人
、
と
い
う
情
況
で
す
。

　

そ
し
て
日
本
政
府
は
、
死
刑
維
持
の
根
拠
に
「
八
割
存
置
」
な
る
国
民
世
論
を
も
ち
出
し
ま
す
。
存
置
か
ら
廃
止
に
舵
き
り
し
た
各
国

で
も
、
世
論
で
は
概
ね
「
六
割
存
置
」
が
一
般
的
（
そ
れ
で
も
廃
止
へ
、
の
点
が
重
要
）
で
、
確
か
に
異
常
な
数
字
で
す
。
と
こ
ろ
が
執

行
現
場
の
実
態
は
闇
の
中
で
、
真
っ
当
な
議
論
が
深
め
ら
れ
て
い
る
と
は
到
底
思
え
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
中
で
、
赦
し
で
は
な
く
、
厳
罰

化
を
求
め
る
声
の
み
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
存
置
論
の
根
拠
に
は
主
に
「
犯
罪
抑
止
論
」
と
「
被
害
者
感
情
論
」
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
私
は
い
ず
れ
も
論
拠
が
失
わ
れ
て
い

る
、
と
見
ま
す
。
前
者
で
は
、
凶
悪
犯
罪
（
殺
人
事
件
）
は
横
ば
い
で
す
が
、
増
加
し
て
い
る
と
思
わ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ピ
ー
ク
時
の

五
〇
〜
六
〇
年
頃
か
ら
す
れ
ば
激
減
で
す
が
、
死
刑
判
決
や
執
行
に
よ
っ
て
減
っ
た
、
と
い
う
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
後
者
で

い
え
ば
、
被
害
者
は
別
の
形
で
（
宗
教
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
含
め
）
丁
寧
に
救
済
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
仇
討
ち
感
情
に
す
り
替
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
被
害
者
が
法
廷
で
検
察
の
隣
に
同
席
し
意
見
を
言
え
る
制
度
が
、
裁
判
員
制
度
と
同
時
進
行
的
に
始
ま
り
ま
し
た
。
証
拠

に
基
づ
き
冷
静
に
審
議
さ
れ
る
べ
き
法
廷
が
、
前
時
代
的
な
敵
討
ち
の
場
面
に
変
質
す
る
懸
念
を
強
く
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
実
際
に
は
、

死
刑
判
決
・
執
行
増
加
の
「
効
果
」
へ
の
期
待
と
は
裏
腹
に
、
む
し
ろ
心
を
荒
廃
・
殺
伐
と
さ
せ
、「
死
刑
願
望
」
を
口
に
す
る
凶
行
が

目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
関
し
て
も
新
聞
記
事
を
示
し
ま
す
の
で
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
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５
．
死
刑
廃
止
・
市
民
集
会
と
全
国
交
流
合
宿

　

そ
の
案
内
チ
ラ
シ
を
お
入
れ
し
ま
し
た
が
、
つ
い
十
日
前
（
十
月
二
四
日
〜
二
五
日
）、
地
元
・
仙
台
で
死
刑
廃
止
の
全
国
規
模
の
催

し
を
行
い
ま
し
た
。
市
内
の
会
場
で
「
い
ま
、
裁
判
が
お
そ
ろ
し
い
│
裁
判
員
制
度
の
時
代
の
死
刑
と
人
権
│
」
と
い
う
市
民
集
会
を
行

い
、
そ
の
後
自
坊
を
会
場
に
「
全
国
交
流
合
宿
」、
夜
通
し
の
討
論
と
交
流
と
な
り
ま
し
た
。
六
十
人
ぐ
ら
い
全
国
か
ら
集
ま
り
ま
し
た
。

公
益
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
私
は
本
来
寺
と
は
こ
う
い
う
場
だ
、
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
は
、
メ
デ
ィ
ア
学
講
師
は

じ
め
、
第
一
線
で
活
躍
す
る
弁
護
士
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
救
援
活
動
関
係
の
諸
氏
が
一
同
に
会
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
月
刊
誌

『
創
』
の
十
一
月
号
で
は
、
安
田
好
弘
氏
（
オ
ウ
ム
や
死
刑
事
件
の
弁
護
人
と
し
て
精
力
的
に
活
動
）
と
青
木
理
氏
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
・『
絞
首
刑
』
著
者
）
の
対
談
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
二
人
と
も
自
坊
へ
来
て
く
れ
ま
し
た
が
、
政
権
交
代
後
の
死
刑
問
題
の
行

方
、「
死
刑
」
を
求
め
る
社
会
の
空
気
や
「
被
害
者
感
情
」
等
、
こ
れ
ま
で
の
お
話
に
関
連
し
た
内
容
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
読

み
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
私
は
こ
の
合
宿
で
の
挨
拶
で
「
宗
教
」
を
強
調
し
ま
し
た
。
寺
を
会
場
に
し
た
住
職
の
挨
拶
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
私

自
身
こ
の
問
題
で
は
「
会
場
提
供
者
」
で
は
な
く
「
当
事
者
」
の
思
い
を
強
く
も
っ
て
い
ま
し
た
し
、
全
国
の
市
民
運
動
仲
間
の
姿
が

「
宗
教
者
」
に
思
え
た
こ
と
も
、
確
か
に
関
係
し
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
討
論
・
分
科
会
テ
ー
マ
①
死
刑
と
生
命
②
司
法
改
革
と
死

刑
廃
止
運
動
③
獄
中
者
支
援
と
再
審
請
求
、
こ
れ
ら
を
あ
げ
た
だ
け
で
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
の
催
し
に
先
立
ち
、
秋
彼
岸
パ
ン
フ
と
し
て
自
分
な
り
に
整
理
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
問
題
に
は
、
檀
信
徒
の
反
応
は
さ
す

が
に
鈍
く
（「
八
割
存
置
」
？
）
あ
ま
り
乗
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
す
が
。
と
も
か
く
も
教
化
学
的
見
地
か
ら
提
起
は
し
ま
し
た
。「
い

ま
ど
き
死
刑
と
は
＝
人
に
『
殺
せ
』
と
言
え
ま
す
か
＝
」
と
タ
イ
ト
ル
を
付
し
ま
し
た
。
死
刑
問
題
に
は
様
々
の
切
り
口
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
「
殺
し
」
を
強
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
ま
し
た
。
残
酷
な
こ
と
に
、
直
接
強
い
ら
れ
る
の
は
、
日
常
的
に
確
定
囚
に
接
し
交
流
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を
も
つ
刑
務
官
な
の
で
す
。「
八
割
」
の
国
民
（
世
論
）
が
「
殺
し
」
を
強
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
裁
判
員
制
度
が
実
施
さ
れ
、
一
般

国
民
が
さ
ら
に
直
接
的
な
お
ぞ
ま
し
い
場
面
に
立
た
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
裁
判
員
制
度
は
「
赤
紙
」
だ
と
は
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
国
民

の
意
に
反
し
て
『
義
務
』（
？
）
と
し
て
召
集
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、「
殺
し
」
を
強
い
る
側
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
意
味
に

と
ら
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
兵
役
を
強
要
さ
れ
、
戦
場
で
上
官
か
ら
「
殺
せ
」
と
命
じ
ら
れ
る
こ
と
と
同
根
の
も
の
で
す
。
そ
う
し

た
こ
と
を
架
空
問
答
形
式
で
パ
ン
フ
に
し
た
た
め
ま
し
た
。

６
．
仏
教
典
拠
か
ら

　

す
な
わ
ち
こ
れ
は
「
殺
す
な
」「
殺
さ
せ
る
な
」「
殺
し
を
認
め
る
な
」、
原
始
仏
教
の
不
殺
生
戒
そ
の
も
の
に
関
わ
り
ま
す
。
死
刑
制

度
と
裁
判
員
制
度
が
合
体
し
た
今
、
私
た
ち
の
（
人
間
と
し
て
の
）
基
本
が
外
側
か
ら
揺
る
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ

ん
。
日
本
の
裁
判
員
制
度
は
欧
州
の
参
審
制
に
比
較
的
近
い
よ
う
で
す
が
、
欧
州
に
は
死
刑
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
刑
国
米
国
（
州
に
よ
っ

て
は
廃
止
）
の
陪
審
制
で
は
量
刑
は
対
象
外
で
す
。
つ
ま
り
、
日
本
の
み
が
国
民
に
「
殺
せ
」
と
言
わ
せ
る
国
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

精
神
荒
廃
が
さ
ら
に
酷
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
も
そ
も
仏
教
者
は
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
は
、
殺
人
鬼
・
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
へ
の
釈
尊
の
教
化
を
思
い
起
こ
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
に
は
凶
行

に
走
る
理
由
・
因
縁
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
千
人
目
の
殺
害
場
面
に
出
会
っ
た
釈
尊
は
、
彼
に
悔
悟
発
心
さ
せ
ま
す
。「
深
い
懴
悔
と
血

み
ど
ろ
の
償
い
を
志
さ
せ
ま
し
た
」（
森
前
法
相
へ
の
抗
議
ハ
ガ
キ
よ
り
）。
歴
代
の
法
相
の
中
に
は
、
外
国
の
記
者
の
問
い
に
対
し
て

「
日
本
に
は
命
を
以
て
償
う
文
化
が
あ
る
」
と
か
の
迷
言
を
吐
い
た
人
が
い
た
よ
う
で
す
が
、
武
士
道
（
武
士
階
級
は
か
つ
て
も
人
口
比

率
で
絶
対
少
数
だ
っ
た
が
）
精
神
（
？
）
を
意
図
的
に
誇
張
し
た
に
過
ぎ
ぬ
ば
か
り
か
、
閣
僚
の
立
場
で
「
日
本
文
化
」
へ
の
誤
解
と
偏

見
を
深
め
さ
せ
た
こ
と
が
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、
仏
教
的
に
は
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
へ
の
教
化
に
見
る
通
り
で
す
。
そ
し
て

宗
祖
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
涅
槃
経
を
引
き
つ
つ
悪
知
識
に
遭
う
こ
と
の
お
そ
ろ
し
さ
を
教
示
し
ま
す
（
顕
謗
法
鈔
）。
つ
ま
り
、
出
会
い
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の
不
幸
を
示
し
つ
つ
悔
悟
の
可
能
性
を
期
待
す
る
わ
け
で
す
。

　

法
華
経
・
提
婆
品
の
「
悪
人
成
佛
」
は
今
さ
ら
説
明
は
要
し
ま
せ
ん
。
親
鸞
の
「
悪
人
正
機
」
説
も
有
名
で
す
。
そ
の
師
・
法
然
は
幼

時
に
、
深
傷
を
負
っ
た
父
（
漆
間
時
国
）
か
ら
「
決
し
て
仇
討
ち
は
す
る
な
」
の
遺
言
を
受
け
て
い
ま
す
。
実
は
そ
の
当
時
は
日
本
に
は

死
刑
の
な
い
時
代
で
し
た
（
世
界
史
的
に
も
大
い
に
先
ん
じ
て
）。
十
世
紀
か
ら
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
）
ま
で
の
二
百
余
年
間
で
す
。

遣
唐
使
を
廃
止
し
ま
さ
に
国
風
文
化
が
栄
え
た
と
さ
れ
る
時
代
で
す
。
仏
教
的
に
は
末
法
到
来
を
意
識
し
、
貴
族
を
中
心
と
す
る
人
々
の

心
に
「
お
そ
れ
」
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
時
代
が
関
係
し
た
か
と
も
推
測
し
ま
す
。

　

で
は
、
宗
祖
遺
文
を
二
つ
ほ
ど
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
光
日
房
御
書
「
小
罪
な
れ
ど
も
、
懴
悔
せ
ざ
れ
ば
悪
道
を
ま
ぬ
が
れ
ず
。
大

逆
な
れ
ど
も
、
懴
悔
す
れ
ば
罪
き
へ
ぬ
」（
定
遺
一
一
五
九
）
阿
佛
房
尼
御
前
御
返
事
「
浅
き
罪
な
ら
ば
、
我
よ
り
ゆ
る
し
て
功
徳
を
得

さ
す
べ
し
。
重
き
あ
や
ま
ち
な
ら
ば
、
信
心
を
は
げ
ま
し
て
消
滅
さ
す
べ
し
」（
定
遺
一
一
一
〇
）

７
．
宗
門
運
動
の
中
で

　
「
生
命
の
絶
対
尊
重
」
が
語
ら
れ
、
宗
門
運
動
で
は
今
「
い
の
ち
に
合
掌
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。「
お
互
い
が
お
互
い
を
敬
い
あ
い
、

『
い
の
ち
』
の
尊
さ
に
気
づ
く
こ
と
」（
日
蓮
宗　

平
成
二
十
一
年
度
・
伝
道
企
画
会
議
ノ
ー
ト
）
を
実
現
さ
せ
る
上
に
於
い
て
、
死
刑
制

度
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
か
。
抽
象
的
（
し
ば
し
ば
感
情
的
）
な
不
毛
な
議
論
で
済
ま
せ
ら
れ
る
情
況
で
は
も
は

や
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
国
で
は
死
刑
判
決
・
執
行
が
目
立
っ
て
増
え
（
政
権
交
代
で
こ
の
流
れ
が
変
化
す
る
可
能
性
も
あ

る
が
）、
国
連
が
懸
念
を
示
し
て
も
い
ま
す
。
一
方
で
死
刑
「
八
割
存
置
」
と
い
う
国
内
世
論
は
、
不
信
と
不
安
を
煽
ら
れ
、
厳
罰
化
の

方
向
に
シ
フ
ト
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
そ
う
し
た
中
で
裁
判
員
制
度
が
実
施
さ
れ
、
一
般
国
民
が
「
死
刑
」
に
関
わ
ら
せ

（「
殺
し
」
を
強
い
る
側
へ
）
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
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前
出
の
伝
道
企
画
会
議
ノ
ー
ト
に
も
、
い
の
ち
の
活
動
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
「
裁
判
員
制
度
を
通
し
て
【
生
命
の
問
題
】
を
考
え

る
」
の
中
で
「
死
刑
」
に
も
触
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
【
生
命
の
問
題
】
で
す
。
そ
の
上
で
「
い
の
ち
に
合
掌
」
の
対
象
は
無
条
件
で

は
な
く
、
凶
悪
殺
人
者
は
例
外
、
な
の
で
し
ょ
う
か
。
よ
し
ん
ば
「
命
を
以
て
償
う
」
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。
償
い
方
と
し
て
妥
当

な
方
法
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

　

原
始
仏
教
に
は
「
怨
み
に
報
い
る
に
怨
み
を
以
て
し
た
な
ら
ば
、
つ
い
に
怨
み
の
息
む
こ
と
な
し
」
と
あ
り
ま
す
。
仇
討
ち
を
認
め
、

そ
れ
に
よ
っ
て
怨
み
を
際
限
な
く
増
幅
さ
せ
、
や
が
て
破
滅
を
導
い
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
救
い
の
な
い
悪
循
環
へ
の
教
戒
と
と
ら
え
る

べ
き
で
し
ょ
う
。

　
「
あ
な
た
の
家
族
が
殺
さ
れ
た
ら
、
き
れ
い
事
は
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
？
」
そ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。「
そ
う
か

も
知
れ
ま
せ
ん
」
被
害
者
の
憎
し
み
は
当
然
で
す
。
し
か
し
憎
し
み
の
み
で
人
間
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
被
害
者
に
さ
ら
に
「
怨
み
に
報

い
る
に
…
」
の
破
滅
を
要
求
す
る
権
利
は
誰
に
も
あ
り
得
ま
せ
ん
。
死
刑
は
、
被
害
者
サ
イ
ド
に
立
っ
て
も
、
癒
す
ど
こ
ろ
か
、
怨
み
憎

し
み
に
縛
り
つ
け
る
（
修
羅
界
に
沈
潜
さ
せ
る
）、
救
い
の
な
い
制
度
だ
と
考
え
ま
す
。

　

私
た
ち
が
真
剣
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
救
い
」
の
は
ず
で
す
。
現
今
の
、
メ
デ
ィ
ア
に
乗
ぜ
ら
れ
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
ま
で

に
厳
罰
化
を
求
め
、
殺
人
者
は
「
殺
せ
」
と
大
合
唱
し
、
出
口
を
塞
ぎ
余
裕
を
失
っ
て
い
く
社
会
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
同
調
す
る
の
が
宗

教
者
（
仏
教
者
）
で
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
世
間
に
行
じ
（
そ
の
過
ち
を
た
だ
し
）
つ
つ
、
衆
生
の
闇
（
劣
情
に
悩
み
苦
し

む
）
を
滅
し
て
い
く
使
命
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。

　

六
月
に
発
表
し
た
真
宗
大
谷
派
の
「
死
刑
制
度
に
反
対
し
裁
判
員
制
度
の
見
直
し
を
求
め
る
決
議
」
文
を
参
考
ま
で
に
用
意
し
ま
し
た
。

『
立
正
安
国
』
の
本
宗
は
、
と
力
む
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た
「
い
の
ち
に
合
掌
」
が
抽
象
論
に
陥
っ
た
り
誤

作
動
し
た
り
、
は
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
の
が
、
今
の
正
直
な
気
持
ち
で
す
。
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