
特集

過
去
の
行
為
を
神
聖
化
さ
せ
る
も
の

｜
｜
小
川
洋
子
「
私
の
愛
す
る
ノ
l
ト」

ー
は
じ
め
に

小
川
洋
子
「
私
の
愛
す
る
ノ

l
ト
」
（
『
博
士
の
本
棚
』
新
潮
社

二
O
O七
・
七
、
新
潮
文
庫
二

O
一
0
・
一
、
『
精
選
現
代
文
改
訂
版
』
（
大

修
館
書
店
二

O
O九
・
四
）
は
、
「
自
分
」
を
支
え
、
小
説
を
書
く
原
動
力

に
な
っ
て
い
る
「
創
作
ノ
l
ト
」
と
「
読
書
ノ
l
ト
」
を
「
私
」
が
愛
す

る
ノ
l
ト
と
し
て
を
紹
介
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

エ
ッ
セ
イ
の
論
理
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「ノ

l
ト
が
好
き
だ
」
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
、
「
私
」

が
ノ
l
ト
を
好
き
な
理
由
や
ノ
l
ト
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
き
た
か
、
あ

る
い
は
現
在
も
使
っ
て
い
る
か
が
描
か
れ
る
。

第
一
段
落
に
は
一
番
た
く
さ
ん
使
っ
た
時
代
と
し
て
「
私
」
の
学
生
時

代
に
つ
い
て
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
一
言
葉
の
世
界
で
は
、
自
分
は
自

由
な
の
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
「
十
代
の
私
の
唯
一
の
自
己
表
現

だ
っ
た
」
、
「
い
と
お
し
い
」
と
い
う
叙
述
か
ら
は
、
「
私
」
の
ノ

I
ト
へ

の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
が
示
さ
れ
る
。

第
二
段
落
で
は
「
私
」
が
社
会
人
に
な
り
、
主
婦
に
な
っ
た
後
の
時
期

東

海

義

が
描
か
れ
る
。
「
創
作
ノ
l
ト
」
を
使
い
始
め
る
ま
で
の
「
私
」
は
、
ノ
ー

ト
を
使
わ
な
い
生
活
を
「
こ
ん
な
こ
と
で
は
た
ま
ら
な
い
」
と
思
う
ほ
ど

に
ノ

l
ト
を
欲
し
て
い
る
。
「
創
作
ノ
l
ト
」
に
「
と
に
か
く
何
か
を
書

い
て
み
た
」
こ
と
が
小
説
を
書
き
始
め
た
き
っ
か
け
に
な
り
、
「
私
」
に
と
っ

て
「
神
秘
的
」
で
あ
る
物
語
を
生
み
出
す
の
に
「
創
作
ノ
l
ト
」
が
い
か

に
必
要
か
が
一
不
さ
れ
る
。

第
コ
一
段
落
で
は
「
読
書
ノ

I
ト
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
作
家
を
励
ま

す
編
集
者
の
一
言
葉
と
、
作
家
が
安
堵
し
た
言
葉
の
例
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が

「
私
」
を
「
物
語
の
世
界
に
戻
」
す
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ノ
l
ト
を
中
心
に
話
題
を
進
め
、
「
私
」
が
小
説
を
書
き

始
め
る
き
っ
か
け
か
ら
、
行
き
詰
っ
た
と
き
に
再
び
物
語
の
世
界
に
戻
る

ま
で
の
過
程
が
描
か
れ
る
。

し
か
し
、
本
エ
ッ
セ
イ
で
は
「
私
に
と
っ
て
物
語
の
存
在
は
、
い
つ
も

神
秘
的
だ
」
と
語
ら
れ
、
ま
た
指
導
書
で
は
そ
の
叙
述
を
も
と
に
、
日
常

生
活
が
神
秘
に
あ
ふ
れ
で
い
る
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
立
て

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
神
秘
的
」
と
い
う
言
葉
が
指
示
す
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る
対
象
は
何
か
、
ま
た
、
そ
の
叙
述
か
ら
日
常
生
活
に
神
秘
が
あ
ふ
れ
で

い
る
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
を
検
討
す
る
。

「
私
」
に
と
っ
て
の
神
秘

指
導
書
の
「
学
習
指
導
の
ね
ら
い
」
や
「
教
材
と
し
て
の
『
私
の
愛
す

る
ノ

l
ト
』
」
の
主
張
を
検
討
し
よ
う
。

「
学
習
指
導
の
ね
ら
い
」
に
は
「
優
れ
た
筆
者
に
よ
る
随
想
は
書
き
手

の
人
生
・
精
神
な
ど
が
、
読
み
手
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
て
い
く
」
と

し
た
う
え
で
、
「
『
書
く
』
と
い
う
行
為
が
、
あ
り
き
た
り
な
日
常
を
見
つ

め
直
し
、
日
々
が
『
神
秘
』
と
『
自
由
』
に
あ
ふ
れ
で
い
る
こ
と
を
発
見

す
る
契
機
と
な
り
得
る
こ
と
を
、
生
徒
た
ち
に
伝
え
た
い
」
と
教
材
と
し

て
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。

本
エ
ッ
セ
イ
は
、
「
私
」
の
「
人
生
・
精
神
」
を
喚
起
す
る
随
想
で
あ
る
。

十
代
の
「
私
」
に
と
っ
て
は
ノ
l
ト
が
唯
一
の
自
己
表
現
の
場
で
あ
り
、

そ
の
頃
の
経
験
は
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
も
引
き
継
が
れ
、
ノ
ー
ト
が
な

い
生
活
を
「
こ
ん
な
こ
と
で
は
た
ま
ら
な
い
」
と
思
う
。
こ
れ
は
ノ
l
ト

を
通
し
て
言
葉
の
世
界
に
入
る
こ
と
で
自
由
を
感
じ
取
る
「
私
」
だ
か
ら

こ
そ
思
い
至
る
も
の
で
あ
り
、
「
私
」
に
と
っ
て
は
ノ
l
ト
が
な
い
生
活

は
た
ま
ら
な
い
と
感
じ
る
よ
う
に
不
自
由
で
あ
る
。

ま
た
、
「
私
に
と
っ
て
物
語
の
存
在
は
、
い
つ
も
神
秘
的
だ
」
と
い
う

よ
う
に
、
「
私
」
に
と
っ
て
は
ノ
l
ト
が
見
苦
し
く
混
沌
に
な
る
ほ
ど
小

説
の
第
一
行
日
が
書
き
出
せ
る
よ
う
に
な
り
、
物
語
が
ど
の
よ
う
に
や
っ

て
き
た
の
か
が
書
い
た
本
人
に
さ
え
「
実
感
が
つ
か
め
な
い
」
点
で
、
「
私
」

2 

は
そ
れ
を
「
神
秘
的
」
と
表
現
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
私
」
の
も
つ
感
性
で
あ
る
。
「
私
」
が
ノ
ー

ト
を
通
し
て
言
葉
の
世
界
に
入
り
自
由
を
感
じ
た
り
、
ノ
ー
ト
に
書
く
こ

と
で
生
ま
れ
た
物
語
に
神
秘
的
だ
と
感
じ
る
こ
と
を
、
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の

「
日
々
が
『
神
秘
』
と
『
自
由
』
に
あ
ふ
れ
で
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
契

機
と
な
り
得
る
」
ま
で
に
は
か
な
り
の
距
離
が
あ
る
。

「
私
」
と
い
う
登
場
人
物
が
も
っ
「
神
秘
」
や
「
自
由
」
の
例
を
読
み

取
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
「
神
秘
」
や
「
自
由
」
に
な
る

こ
と
と
は
異
な
る
。
し
か
も
、
「
私
」
は
書
く
こ
と
を
職
業
に
す
る
よ
う
に
、

書
く
こ
と
と
密
着
し
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
「
私
」
の
例
は
特
殊
な
例
で

あ
る
。
ま
し
て
「
『
秘
密
ノ
l
ト
』
を
持
つ
こ
と
が
、
自
己
を
客
観
的
に

見
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
こ
と
を
」
教
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
エ
ッ
セ
イ
は
「
私
」
の
ノ
l
ト
へ
の
こ
だ
わ
り
が
一
不
さ
れ
る
。
「
私
」

に
と
っ
て
ノ
l
ト
は
自
由
を
感
じ
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
表
現
の
場
で
あ

り
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
言
葉
の
世
界
に
入
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な

も
の
で
あ
る
。
「
私
」
が
小
説
を
書
き
始
め
る
き
っ
か
け
か
ら
、
行
き
詰
っ

た
と
き
に
再
び
物
語
の
世
界
に
戻
る
ま
で
の
過
程
が
ノ
l
ト
を
通
し
て
描

か
れ
て
い
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば
ノ
l
ト
な
し
に
は
「
私
」
の
そ
う
い
っ

た
精
神
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
一
言
葉
と
一
切
向
き
合
わ
な
い
で
生
活
す
る
こ
と
は
不
可
能
に

等
し
い
と
い
う
意
味
で
、
言
葉
の
世
界
に
入
る
こ
と
は
誰
も
が
行
う
こ
と

で
あ
り
、
自
己
表
現
の
場
を
確
立
す
る
こ
と
も
生
き
る
う
え
で
必
要
で
あ

る
。
だ
か
ら
「
私
」
の
例
を
理
解
し
た
う
え
で
、
自
分
自
身
の
言
葉
の
世
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界
へ
の
入
り
方
や
自
己
表
現
の
場
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
ノ
l
ト
に
書
く
こ
と
に
限
ら
ず
読
者
一
人
一
人
に
よ
っ
て
異
な
る
は
ず

で
あ
る
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
私
」
に
と
っ
て
の
ノ
l
ト
が
特

異
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
同
時
に
、
ノ
ー
ト
は
誰
に
と
っ

て
も
身
近
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ノ
ー
ト

が
誰
に
と
っ
て
も
身
近
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
「
私
」
の
ノ

l
ト
へ
の

固
執
さ
え
も
が
身
近
な
例
と
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
作
家
で

あ
る
「
私
」
の
ケ
l
ス
を
示
し
て
い
る
。

神
秘
的
な
の
は
何
か

「
私
に
と
っ
て
物
語
の
存
在
は
、
い
つ
も
神
秘
的
だ
」
と
は
、
比
聡
的

な
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
そ
う
い
う
も
の
た
ち
に
彩
ら
れ
た
様
子
は
、

ど
こ
か
秘
密
め
い
て
、
い
と
お
し
い
」
と
い
う
叙
述
と
も
重
な
り
、
「
私
」

が
物
語
や
そ
れ
を
生
み
出
す
土
台
に
な
る
ノ
l
ト
の
こ
と
を
神
聖
化
し
て

い
る
。

3 一
方
で
、
「
私
」
は
「
ち
ょ
っ
と
し
た
閃
き
を
書
き
留
め
た
り
、
気
に

な
る
新
聞
記
事
を
貼
り
つ
け
た
り
、
舞
台
と
な
る
家
の
間
取
り
図
を
描
い

た
り
」
、
「
あ
っ
ち
を
消
し
、
こ
っ
ち
か
ら
矢
印
を
引
っ
張
り
、
そ
こ
は
重

要
だ
か
ら
蛍
光
ベ
ン
で
囲
み
、
あ
そ
こ
は
伏
線
と
な
る
シ
l
ン
を
付
け
足

し
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
作
業
を
思
い
起
こ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
「
小
説
の
第
一
行
め
が
書
き
出
せ
る
」
こ
と
を
「
物
語
が
や
っ
て
く

る
」
と
捉
え
て
い
る
。

改
め
て
確
認
す
れ
ば
、
「
私
」
に
と
っ
て
ノ

l
ト
は
十
代
の
頃
か
ら
変

わ
ら
ず
自
己
表
現
の
場
で
あ
り
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

自
分
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
を
物
語
の

世
界
に
戻
す
た
め
に
必
要
な
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
ノ
ー
ト
を
通
し
て
自
己
表
現
し
た
り
何
か
を
書
い
た
り
し
た
痕
跡
を

見
つ
め
直
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
エ
ッ
セ
イ
で
は
物
語
を
創
作
し
て
い
る
最
中
の
視
点
と
、
そ
れ
を
後

か
ら
見
つ
め
直
し
た
時
の
視
点
と
が
混
交
し
て
い
る
。
物
語
を
創
作
し
て

い
る
最
中
の
「
私
」
は
「
ち
ょ
っ
と
し
た
閃
き
を
書
き
留
め
た
り
、
気
に

な
る
新
聞
記
事
を
貼
り
つ
け
た
り
、
舞
台
と
な
る
家
の
間
取
り
図
を
描
い

た
り
」
、
「
あ
っ
ち
を
消
し
、
こ
っ
ち
か
ら
矢
印
を
引
っ
張
り
、
そ
こ
は
重

要
だ
か
ら
蛍
光
ペ
ン
で
閏
み
、
あ
そ
こ
は
伏
線
と
な
る
シ
l
ン
を
付
け
足

し
」
た
り
と
、
確
実
に
一
つ
一
つ
物
語
を
つ
く
る
手
順
を
踏
ん
で
い
る
た

め
、
そ
の
作
業
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
に
作
品
が
煮
詰
ま
り
、
作
品
が
煮
詰

ま
れ
ば
そ
の
書
き
は
じ
め
や
書
き
終
わ
り
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
く
る
の
は

当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な
い
創
作
作
業
そ
の
も
の
で
あ
り
、

決
し
て
不
思
議
な
も
の
で
は
な
い
。
作
業
が
進
む
に
つ
れ
「
ペ

l
ジ
は
ど

ん
ど
ん
見
苦
し
く
な
っ
て
く
る
が
、
心
配
は
い
ら
な
い
」
と
あ
る
こ
と
は
、

決
し
て
創
作
作
業
が
宗
教
的
な
儀
式
の
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
結
果
神
秘

的
な
力
が
作
用
し
て
物
語
が
で
き
る
こ
と
を
「
心
配
は
い
ら
な
い
」
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
書
き
手
の
思
惑
を
越
え
た
光
が
射
す
」
と
い
う

叙
述
は
、
そ
れ
ま
で
の
創
作
作
業
や
そ
の
結
果
と
し
て
存
在
す
る
色
々
と

書
き
込
ま
れ
た
ノ
l
ト
を
、
後
か
ら
見
つ
め
直
し
た
時
の
視
点
か
ら
語
ら

-5一



れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
物
語
を
創
作
し
て
い
る
最
中
に
は
、
そ

の
本
人
は
ノ

l
ト
が
見
苦
し
く
な
っ
て
い
る
な
ど
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
ら
の
行
為
は
自
ら
の
思
考
を
整
理
す
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
。

「
私
」
は
確
実
に
創
作
作
業
を
一
つ
一
つ
こ
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

の
作
業
の
量
や
質
が
最
初
か
ら
目
途
が
立
っ
て
い
な
い
に
し
ろ
、
創
作
作

業
を
し
て
い
る
最
中
の
視
点
で
は
、
き
ち
ん
と
し
た
筋
道
を
通
っ
て
物
語

の
書
き
出
し
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
き
ち
ん
と
し
た
創

作
作
業
の
う
え
で
生
み
出
し
た
も
の
と
い
う
実
感
は
、
「
自
分
に
し
か
書

け
な
い
何
か
」
と
い
う
一
文
に
表
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
私
」
が
神
秘
的
だ
と
神
聖
化
し
て
い
る
の
は
過

去
の
自
分
の
創
作
行
為
と
そ
の
土
台
に
な
っ
た
ノ

l
ト
で
あ
る
と
言
え

る
。
物
語
を
創
作
し
て
い
る
最
中
の
視
点
は
、
そ
の
物
語
が
完
成
し
て
し

ば
ら
く
経
っ
た
段
階
で
「
私
」
か
ら
失
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
物
語
が
完

成
す
る
ま
で
の
痕
跡
が
、
創
作
作
業
の
過
程
が
な
い
ま
ま
に
た
だ
の
痕
跡

と
し
て
残
っ
て
い
る
ノ
l
ト
を
見
る
と
、
そ
の
時
点
で
「
私
」
は
そ
れ
を

神
秘
的
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
創
作
作
業
の
最
中
に
は
ノ
l
ト

は
思
考
を
整
理
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
機
能
し
た
が
、
ノ
ー
ト
は
そ
の

整
理
す
る
過
程
を
残
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
の
過
程
が

統
合
さ
れ
て
痕
跡
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
ノ
l
ト
の

性
質
が
「
私
」
に
過
去
の
自
分
の
行
為
を
神
聖
化
す
る
の
を
助
長
し
て
い

る。

無
署
名
「
小
川
洋
子
「
私
の
愛
す
る
ノ
l
ト
」
」
（
『
精
選
現
代
文
指
導
資
料
』

大
修
館
書
店
二

O
O八
・
四
）
一
九
頁
。

注
1
に
同
じ
。

前
掲
「
小
川
洋
子
「
私
の
愛
す
る
ノ
l
ト
」
」
二
二
頁
。

（
と
う
か
い
・
よ
し
ひ
と

）註
（

2）
 

（

3）
 

富
山
大
学
大
学
院
生
）
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