
父
、
受
難
の
時
代
に
生
き
た
父
の
生
涯
を
貫
い
て
居
た
も
の
、
そ
れ
は
や
は

り
自
分
の
レ
ー
ル
の
上
を
唯
超
然
と
生
き
る
事
で
あ
っ
た
。

東
京
美
術
学
校
在
職
中
、
時
折
斯
界
で
の
著
名
な
先
生
方
が
家
に
来
ら

れ
、
美
術
に
つ
い
て
は
何
の
知
識
も
趣
味
も
な
い
父
と
の
対
話
は
さ
ぞ
無
味

乾
燥
で
、
先
生
方
に
も
さ
ぞ
お
気
の
毒
な
思
い
を
さ
せ
て
居
た
事
と
思
う

が
、
そ
れ
で
も
作
品
を
頂
い
て
は
応
接
問
の
壁
に
掲
げ
た
り
、
マ
ン
ト
ル
ビ

ー
ス
の
上
に
置
い
た
り
し
て
、
戦
争
が
は
げ
し
く
な
る
に
つ
れ
、
空
製
も
度

重
な
り
幾
度
も
薦
め
ら
れ
は
し
た
が
、
遂
に
疎
開
し
よ
う
と
も
せ
ず
に
最
後

ま
で
自
分
の
身
辺
に
骰
い
て
焼
き
尽
し
て
了
っ
た
。
現
在
残
っ
て
居
た
ら
い

ず
れ
も
大
変
費
重
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
頂
い
た
方
へ
の
感
謝
の
気

持
で
自
分
の
傍
に
囮
い
て
居
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
戦
争
中
も
当
時
の
美
術

学
校
に
は
自
由
な
風
潮
が
残
っ
て
居
り
、
当
然
当
時
の
政
府
当
局
か
ら
戦
争

遂
行
に
非
協
力
だ
と
圧
力
が
か
か
り
始
め
、
相
当
数
の
教
授
の
方
々
の
整
理

が
問
題
と
な
り
、
校
長
た
る
父
へ
の
弾
圧
と
い
う
形
で
迫
っ
て
来
た
。
そ
ん

な
状
況
の
中
で
も
私
共
に
は
何
―
つ
語
る
事
な
く
、
或
る
日
突
然
そ
の
戦
を

辞
し
た
。

私
は
そ
れ
ま
で
何
も
予
知
す
る
筈
も
な
く
、
そ
の
日
の
ラ
ジ
オ

・
ニ
ュ
ー

ス
で
辞
任
を
知
っ
た
。
後
で
父
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
芸
術
と
云
う
も

の
は
自
由
の
中
で
こ
そ
生
ま
れ
育
つ
も
の
だ
か
ら
、
自
由
な
風
潮
が
な
け
れ

ば
美
術
教
育
と
云
う
も
の
は
在
り
得
な
い
。
先
生
方
に
辞
任
し
て
頂
く
こ
と

は
、
自
分
が
校
長
と
し
て
は
出
来
な
い
か
ら
、
先
づ
自
分
が
辞
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。」

と
説
明
し
て
呉
れ
た
事
を
憶
え
て
居
る
。

知
識
も

趣
味
も
な
か
っ
た
父
が
、
美
術
教
育
に
示
し
た
理
解
、
そ
し
て
殆
ん
ど
生
涯

を
学
校
教
育
行
政
に
打
ち
込
ん
で
来
た
父
と
し
て
は
当
然
で
は
あ
ろ
う
が
、

あ
る
。

如
何
に
苦
悩
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
事
だ
か
ら
生
活
の
問
題
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
自
分
の
主
張
、
自
分
の
主
義
を
正
し
い
と
思
い
込
ん
で
絶
対

に
貫
き
通
そ
う
と
し
た
態
度
が
貫
か
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
共
に
は

容
易
に
心
境
を
打
ち
開
け
る
事
は
な
か
っ
た
。
唯
一
人
冥
想
し
、
苦
悩
し
、

決
断
し
た
。
私
に
は
父
の
と
っ
た
当
時
の
決
断
と
行
動
、
そ
れ
ま
で
の
半
生

の
官
僚
と
し
て
の
人
生
を
、
自
ら
退
官
し
て
、
自
分
の
レ
ー
ル
を
踏
み
外
さ

な
か
っ
た
事
は
、
私
に
と
っ
て
今
に
生
き
る
教
訓
と
な
っ
た
。
長
い
そ
の
生

涯
で
、
そ
の
職
場
で
、
共
に
働
き
協
力
頂
い
た
方
々
に
も
本
当
に
心
の
中
を

語
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
に
色
々
と
御
迷
惑
も
掛
け
た

と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
本
人
の
苦
悩
は
深
か
っ
た
と
想
像
す
る
の
で

澤
田
は
昭
和
十
九
年
五
月
二
十
日
、
本
校
改
革
が
断
行
さ
れ
た
際
に
退
官
す

る
。
そ
の
後
一
時
期
東
亜
同
文
会
に
勤
務
し
た
の
ち
、
昭
和
二
十
一
年
に
東
京

女
学
館
理
事
、
次
い
で
理
事
長
兼
館
長
に
就
任
し
、
同
五
十
年
二
月
七
日
に
在

職
中
死
去
。
前
出
『
追
悼
』
は
そ
の
人
物
を
知
る
上
で
最
も
ま
と
ま
っ
た
資
料

と
言
え
る
。

⑧
故
正
木
直
彦
学
校
葬

昭
和
十
五
年
―
―
一
月
二
日
、
元
本
校
校
長
、
名
誉
教
授
正
木
直
彦
が
死
去
し

た
。
本
校
は
そ
の
功
績
に
鑑
み
、
空
前
絶
後
の
学
校
葬
を
挙
行
し
た
。
ま
た
、

正
木
が
会
長
を
つ
と
め
て
い
た
図
画
教
育
奨
励
会
は
機
関
誌
『
美
育
』
第
十
六

巻
第
五
号

（昭
和
十
五
年
五
月
）
を
「
正
木
会
長
追
悼
号
」
と
し
て
発
行
。
関
係

者
十
九
名
の
追
悼
文
と
正
木
の
股
歴
、
非
俊
お
よ
ぴ
告
別
式
の
記
事
、
写
真
を
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一
時
二
十
分

誼
鰹

掲
載
し
た
。

弔
詞

一
部
を
転
載
す
る
。

正
木
先
生
の
葬
儀
及
び
告
別
式

正
木
先
生
の
御
葬
俊
は
三
月
五
日
東
京
市
小
石
川
匪
昔
弱
護
國
寺
に
於
て

東
京
美
術
學
校
の
校
葬
で
執
行
さ
れ
た
が
、
葬
俊
場
は
朝
来
掃
き
潔
め
ら
れ

て
巌
粛
崇
厳
の
う
ち
に
、
松
浦
文
部
大
臣
、
有
田
外
務
大
臣
、
吉
田
厚
生
大

臣
、
藤
原
商
工
大
臣
及
び
朝
鮮
練
督
府
政
務
総
監
大
野
緑
一
郎
、
緊
憫
線
督

府
総
務
長
官
森
岡
二
郎
、
其
他
横
山
大
観
、
竹
内
栖
鳳
等
名
士
美
術
家
等
よ

り
の
大
獣
花
敷
十
、
堂
の
内
外
を
飾
り
、
参
會
者
亦
堂
の
内
外
に
溢
れ
、
引

つ
ゞ
く
告
別
式
は
参
會
者
一
一
一
千
餘
名
に
及
ぶ
盛
俵
で
、
故
人
の
徳
を
偲
ば
し

め
た
。
式
次
第
及
び
弔
辟
の
一
部
等
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

尚
先
生
の
御
病
氣
中
御
見
舞
を
賜
り
或
は
葬
儀
に
際
し
て
御
代
拝
の
あ
り

た
る
各
宮
家
は
次
の
通
り
で
遺
族
並
に
関
係
者
は
難
有
さ
に
感
泣
さ
れ
て
ゐ

る。
秩

父

宮

家

東

伏

見

宮

家

久

邁

宮

家

李

王

家

十
三
松
院
直
方
大
覺
大
居
士
葬
俵
次
第

於
東
京
小
石
川
匿
昔
弱
護
國
寺

昭
和
十
五
年
一
二
月
五
日
執
行

三
月

五

日

正

午

出

棺

午
後
零
時
三
十
分
護
國
寺
着

零
時
五
十
分
喪
主
千
冬
氏
以
下
諸
員
着
席

一
時
各
宮
家
御
代
拝

後
室
燒
香

列
者
燒
香

一
時
五
十
分
住
職
佐
々
木
数
純
導
師
以
下
退
出
、
親
族
練
代
及
葬
條
委
員

長
挨
拶

二
時
僧
侶
着
席

三

時

終

了

――
一
時
十
五
分
落
合
火
葬
場
に
向
ふ

四

時

入

煉

五
時
三
十
分
閉
煉

六
時
逍
骨
を
捧
じ
自
宅
に
向
ふ

正
木
の
死
去
に
際
し
て
は
『
美
育
』
の
外
に
『
美
術
日
本
』
『
美
の
国
』
そ

の
他
に
追
悼
特
集
が
組
ま
れ
、
各
方
面
か
ら
の
追
悼
文
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の

中
の
結
城
素
明
の
文
を
転
載
す
る
。

正
木
直
彦
先
生

先
生
は
趣
味
の
廣
い
人
で
、
事
美
術
に
制
し
て
は
洋
の
東
西
を
問
は
ず
、

新
古
の
別
な
く
、
ま
た
種
別
な
く
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
通
暁
し
て
を
ら
れ
た
人

で
、
殊
に
鑑
識
家
と
し
て
は
嘗
代
稀
に
見
る
第
一
人
者
で
あ
っ
た
ら
う
。

そ
も
／
＼
先
生
は
若
い
時
か
ら
美
術
方
面
を
専
攻
さ
れ
た
人
で
は
な
い

が
、
美
術
に
劉
し
て
は
何
か
し
ら
青
年
時
代
か
ら
因
縁
の
あ
ら
れ
た
と
い
ふ

事
は
先
生
の
「
回
顧
七
十
年
」
に
も
出
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

極
く
若
か
っ
た
時
代
に
古
甕
を
得
ら
れ
た
と
い
ふ
話
を
き
い
た
事
が
あ
る

が
さ
う
い
ふ
黙
か
ら
考
へ
て
も
、
先
生
は
美
術
に
到
し
て
は
青
年
時
代
か
ら

告
別
式
開
始

親
族
燒
香

芝
田
〔
徹
心
〕
葬
俵
委
員
長
以
下
委
員
参
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人
並
以
上
に
闊
心
が
深
か
っ
た
様
に
思
は
れ
る
。

大
學
を
出
ら
れ
て
か
ら
奈
衰
縣
の
郡
山
中
學
に
奉
職
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
丁
度
同
窓
で
あ
っ
た
、
幅
原
前
院
長
さ
ん
が
奈
良
縣
鹿
の
書
記
官
を
さ

れ
て
を
つ
た
の
で
、
二
人
で
力
を
合
は
せ
て
、
奈
艮
古
美
術
の
行
政
：
．．．
．
 
例

へ
ば
、
調
査
、
保
存
等
に
闊
し
て
在
職
四
年
の
間
御
雨
人
共
に
力
を
合
は
せ

て
盪
力
さ
れ
た
様
で
あ
る
。

そ
の
後
文
部
省
に
来
ら
れ
て
大
臣
秘
書
官
と
な
ら
れ
た
が
、
そ
の
時
代
は

今
の
如
く
美
術
が
學
藝
科
内
に
包
含
さ
れ
て
を
ら
ず
、
特
に
美
術
科
と
い
ふ

も
の
が
設
置
さ
れ
て
を
つ
た
時
代
で
、
先
生
は
そ
の
科
長
に
な
ら
れ
た
時
も

あ
る
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
三
年
即
ち
西
暦
一
九

0
0年
に
萬
闊
博
覧
會
の
開
催
さ
れ
た

折
、
日
本
側
の
出
品
も
あ
っ
て
、
そ
の
美
術
品
の
事
務
に
携
つ
て
先
生
は
赴

か
れ
た
。

こ
の
機
會
を
利
し
て
先
生
は
西
洋
美
術
を
深
く
研
究
し
て
来
ら
れ
、
蹄
朝

す
る
と
同
時
に
美
術
學
校
の
校
長
に
就
任
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

本
来
は
本
格
的
に
古
美
術
の
好
き
な
と
こ
ろ
に
東
西
の
美
術
を
勉
強
さ
れ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
造
詣
の
深
さ
、
眼
識
の
高
さ
、
學
究
的
な
正
確
さ

は
比
類
な
い
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
殊
に
エ
藝
に
閥
し
て
は
、
先
生
程
詳
し

い
人
は
な
い
で
あ
ら
う
。

前
期
文
展
時
代
に
御
行
啓
の
あ
ら
れ
る
御
糊
な
ど
も
、
先
生
は
何
時
も
一

人
で
御
説
明
申
し
上
げ
ら
れ
た
や
う
で
あ
っ
た
。

束
る
歴
史
を
話
さ
れ
て

、

こ
れ
は
何
慮
で
痰
逹
し
た
も
の
で
あ
る
か
：
•

•
•
•
さ

う
い
ふ
黙
も
宜
に
微
に
入
っ
て
詳
し
か
っ
た
。
そ
れ
が
陶
器
な
ら
陶
器
、
金

何
時
も
―
つ
の
新
ら
し
い
作
品
を
説
明
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
よ
っ
て

も
の
を
集
め
ら
れ
て
、
中
に
は
國
費
的
な
も
の
も
澤
山
あ
る
が
、
正
木
先
生

工
な
ら
金
工
の
、
そ
の
洋
の
東
西
を
問
は
ず
、
そ
の
歴
史
と
沿
革
が
す
べ
て

に
詳
し
い
の
で
あ
る
か
ら
た
だ
驚
く
ほ
か
は
な
い
。

學
校
に
来
ら
れ
て
か
ら
勉
強
を
さ
れ
た
こ
と
と
は
思
ふ
が
、
元
来
出
来
た

人
で
は
な
か
ら
う
か
。

殊
に
晩
年
は
茶
事
、
佛
赦
等
に
強
く
興
味
を
持
た
れ
、
そ
れ
ら
も
―
つ
の

信
仰
か
ら
入
ら
れ
た
も
の
4
様
で
、
晩
年
は
毎
朝
御
夫
婦
で
、
設
國
寺
に
参

ら
れ
て
御
罷
を
あ
げ
て
を
ら
れ
た
一
事
で
も
、
そ
の
間
の
消
息
を
よ
く
窺
ひ

得
ら
れ
る
と
思
ふ
。

ま
た
さ
う
し
た
信
仰
の
深
さ
を
窺
ひ
知
る
―
二
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
太
子

奉
讃
會
の
設
立
の
常
時
新
年
状
に
ま
で
、
法
陸
寺
保
存
の
念
願
を
し
た
4

め

て
を
ら
れ
た
し
、
武
蔵
野
沿
線
中
村
橋
在
の
首
搬
ぎ
地
蔵
の
そ
の
首
を
寄
進

し
た
因
縁
ば
な
し
、
ま
た
、
法
降
寺
夢
殿
の
御
厨
子
建
立
の
こ
と
な
ど
枚
畢

に
い
と
ま
な
い
程
で
あ
る
。

殊
に
此
の
夢
殿
の
厨
子
建
立
は
、
再
建
で
は
な
く
、
本
尊
に
比
し
て
厨
子

は
後
世
の
作
で
、
見
劣
り
す
る
が
故
に
畢
生
の
仕
事
と
し
て
立
派
な
御
厨
子

を
建
立
し
た
い
と
い
ふ
念
願
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
も
既
に
九
分
九
厘
ま
で
完
成
し
て
、
愈
々
四
月
下
旬
に
落
成
式
を
螢

む
運
び
で
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
み
づ
し
て
逝
か
れ
た
事
は
宜
に
残
念

で
あ
る
。

先
生
が
美
術
學
校
時
代
に
逍
さ
れ
た
業
蹟
は
殊
に
美
術
教
育
、
美
術
行
政

の
上
な
ど
に
色
々
あ
る
が
、
殊
に
感
謝
に
耐
え
な
い
事
は
、
澤
山
の
参
考
品

を
買
つ
て
置
か
れ
た
事
で
あ
る
。

岡
倉
先
生
も
、
今
泉
雄
作
先
生
の
様
な
鑑
識
家
の
協
力
に
よ
っ
て
種
々
の
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は
何
を
を
か
れ
て
も
古
美
術
品
を
蒐
め
ら
れ
た
。
先
生
の
蒐
め
ら
れ
た
作
品

の
敷
は
質
に
幣
し
い
も
の
で
、
そ
れ
は
ひ
と
り
、
日
本
、
支
那
の
作
品
を
論

ぜ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
蒐
め
て
を
か
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
先
生
の
手
に
よ
っ
て
園
華
倶
楽
部
と
い
ふ
も
の
が
設
け
ら
れ
、
美
術

學
校
以
外
の
美
術
園
儒
と
し
て
其
の
興
隆
、
装
展
に
つ
い
て
懇
談
的
に
盛
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
倶
架
部
の
所
有
で
あ
っ
た
「
伊
香
〔
保
〕
槻
」
を

あ
の
大
震
災
の
前
に
関
桂
會
に
醸
り
渡
さ
れ
た
が
、
灰
煉
に
蹄
す
る
前
に
他

人
に
ゆ
づ
っ

た
お
か
げ
で
、
株
主
に
も
迷
惑
を
か
け
ず
に
演
み
、
基
本
金
を

ロ
油
録
を
出
版
す
る
な
ど
の
有
盆
な
事
業
を
な
さ
れ
た

返
済
し
た
残
金
で
、

の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
な
ど
も
先
生
の
徳
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
と
考
へ
て
ゐ
る
。
ま
し

て
あ
の
大
震
災
で
燒
失
し
て
し
ま
っ
た
古
美
術
品
の
目
録
を
作
っ
て
を
か
れ

た
事
は
定
に
尊
い
事
だ
と
思
は
れ
る
。

そ
の
他
先
生
に
つ
い
て
は
色
々
語
り
た
い
事
は
澤
山
あ
る
の
で
あ
る
が
、

と
も
か
く
も
、
あ
ら
ゆ
る
美
術
方
面
に
深
い
造
詣
と
鑑
識
を
持
た
れ
て
、
宜

際
の
上
で
は
、
種
々
な
る
園
憫
の
會
長
を
ひ
き
受
け
ら
れ
る
な
ど
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
、

一
生
を
通
じ
て
猷
身
的
に
指
導
し
、
又
行
は
れ
た
事
は
全
く
感

謝
に
堪
え
ぬ
次
第
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
全
く
先
生
の
徳
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

（
『
美
之
国
』
第
十
六
巻
第
四
号
。
昭
和
十
五
年
四
月
）

⑨

八
田
辰
之
助
の
起
用

昭
和
十
五
年
四
月
一
日
、
八
田
辰
之
助
が
助
教
授
（
鍛
金
実
習
担
当
）
と
し

て
採
用
さ
れ
た
。
八
田
は
明
治
＝―-
十
八
年
二
月
八
日
香
川
県
に
生
ま
れ
、
同
県

皇
紀
二
千
六
百
年
紀
元
節
に
賜
り
た
る
詔
書

ロ
絵

立
工
芸
学
校
金
工
科
を
経
て
本
校
金
工
科
鍛
金
部
に
入
学
、
昭
和
二
年
三
月
卒

業
し
て
研
究
生
と
な
り
、
同
六
年
三
月
に
修
了
し
た
。
同
八
年
か
ら
富
山
県
立

工
芸
学
校
教
諭
の
職
に
あ
り
、
金
工
作
家
と
し
て
は
昭
和
六
年
の
聖
徳
太
子
奉

賛
展
出
品
、
同
八
年
の
第
十
四
回
帝
展
入
選
（
「
真
鍮
線
文
華
瓶
」
）
、
同

九

年

第
十
五
回
帝
展
入
選
（
「
朧
銀
軍
気
ス
タ
ン
ド
」
）
な
ど
の
業
紹
が
あ
っ
た
。
長

く
軍
籍
に
あ
り
、
昭
和
十
五
年
現
在
陸
軍
歩
兵
中
尉
で
あ
っ
た
。

本
校
設
置
記
念
式

十
月
四
日
、
本
校
設
樅
記
念
式
が
挙
行
さ
れ
、
卒
業
生
関
保
之
助
、

七
雄
の
講
油
が
あ
っ
た
。

石
川
巳

⑪

『

東
京
美
術
学
校
校
友
会
誌
』
第
十
九
号

昭
和
十
五
年
十
月
、
校
友
会
は
標
題
の
機
関
誌
を
皇
紀
二
千
六
百
年
、
創
立

五
十
周
年
記
念
号
と
し
て
発
行
し
た
。
編
集
兼
発
行
人
は
森
田
亀
之
助
で
あ

る
。
森
田
は
前
年
の
役
員
改
選
の
際
に
会
報
編
輯
長
と
な
り
、

「
公
刊
文
藝
雑

誌
の
追
甜
に
堕
し
、
會
報
本
来
の
意
義
を
喪
失
せ
る
『
東
京
美
術
』
を
極
力
排

斥
し
何
慮
ま
で
も
會
報
と
し
て
の
名
宜
を
永
久
的
に
存
絞
せ
し
め
る
」
と
い
う

主
張
の
も
と
に
雑
誌
を
改
題
し
、
そ
の
体
裁
を
『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月

報
』
に
近
い
か
た
ち
に
戻
し
、
時
あ
た
か
も
創
立
五
十
周
年
と
あ
っ
て
、
学
校

の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
い
う
意
図
か
ら
、
関
係
者
の
回
想
等
を
禍
載

し
た
記
念
号
と
し
て
編
集
、
発
行
し
た
。
同
誌
の
目
次
は
次
の
と
お
り
で
あ

る。
⑩ 
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