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巻
頭
言

　
「
東
北
学
院
が
担
う
二
重
の
使
命
」

宗　

教　

部　

長　

佐
々
木　

哲　

夫

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
東
北
学
院
大
学
も
東
日
本
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
た
。
キ
ャ
ン
パ
ス
建
物
の
被
害
だ

け
で
な
く
沿
岸
地
域
に
建
っ
て
い
た
東
北
学
院
シ
ー
サ
イ
ド
ハ
ウ
ス
が
崩
壊
す
る
な
ど
、
被
害
は
甚
大
だ
っ
た
。

災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
安
否
確
認
を
行
い
、
東
北
学
院
七
百
名
ほ
ど
の
教
職
員
全
員
の
無
事
を
確
認
し
た
が
、

一
万
五
千
名
ほ
ど
の
園
児
生
徒
学
生
の
う
ち
生
徒
二
名
と
学
生
五
名
が
犠
牲
や
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
家
族
の
犠
牲

や
家
屋
の
流
失
損
壊
浸
水
な
ど
の
被
害
に
遭
っ
た
者
も
少
な
か
ら
ず
い
た
。
校
舎
は
復
旧
工
事
に
よ
っ
て
以
前
の
姿

を
取
り
戻
し
た
が
、
建
学
の
理
念
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
災
厄
が
起
き
た
の
か
と
の
問
い
が
教
職
員
の
心

に
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ブ
の
よ
う
に
不
条
理
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
東
北
学
院
に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

災
厄
に
見
舞
わ
れ
た
ヨ
ブ
の
困
惑
は
深
刻
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ブ
も
友
人
た
ち
と
同
じ
く
因
果
応
報
の
価

値
観
に
従
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
災
厄
の
原
因
で
あ
る
罪
を
自
分
の
う
ち
に
見
出
せ
な
い
ヨ
ブ
は
、
悔
い
改
め

が
で
き
な
い
行
き
詰
ま
り
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
神
は
い
た
ず
ら
に
災
厄
を
ヨ
ブ
に
下
し
た
の
か
。
ヨ
ブ
は
究
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極
の
不
条
理
に
困
惑
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
苦
悩
の
青
春
時
代
を
生
き
た
国
際
政
治
学
者
の
姜
尚
中
氏
は
、
ア
ウ
シ
ュ

ビ
ッ
ツ
を
生
き
延
び
た
ユ
ダ
ヤ
人
精
神
医
学
者
ビ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
考
え
方
「
人
は
誰
し
も
不
条
理
を

抱
え
て
生
き
て
い
る
」
に
出
会
い
、
特
に
、「
人
生
か
ら
何
を
期
待
で
き
る
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、
人
生
が

我
々
に
何
を
期
待
し
て
い
る
か
が
問
題
で
あ
る
」
の
言
葉
に
共
感
を
覚
え
た
と
い
う
。
ヨ
ブ
の
言
葉
に
戻
る
な
ら

ば
「
あ
な
た
の
こ
と
を
、耳
に
し
て
は
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
、こ
の
目
で
あ
な
た
を
仰
ぎ
見
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、

わ
た
し
は
塵
と
灰
の
上
に
伏
し　

自
分
を
退
け
、悔
い
改
め
ま
す
」（
ヨ
ブ
四
二
・
五
〜
六
）と
共
鳴
す
る
境
地
に
到
っ

た
の
で
あ
る
。
不
条
理
に
屈
す
る
の
で
な
く
、
神
と
共
に
生
き
る
こ
と
に
人
生
の
意
義
を
見
出
す
と
の
価
値
観
に

よ
っ
て
、
彼
は
不
条
理
を
克
服
し
た
の
で
あ
る
。

東
北
学
院
大
学
は
、
四
月
一
八
日
、
追
悼
礼
拝
か
ら
始
ま
る
教
職
員
全
体
集
会
「
東
北
学
院
大
学
の
復
興
に
向

け
た
全
学
の
集
い
」
を
開
催
し
た
。
そ
の
集
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
東
北
学
院
の
歴
史
と
伝
統
に
留
ま
る
決

意
、
す
な
わ
ち
、
神
と
共
に
歩
む
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
と
考
え
る
。
礼
拝
と
一
体
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る

キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
営
み
が
危
機
的
状
況
に
お
い
て
も
堅
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
学
校
か
ら
何
が
与
え
ら
れ
る
か

と
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
は
学
校
に
何
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
考
え
る
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
震
災
に
よ
っ
て
、東
北
学
院
一
二
五
周
年
の
歩
み
は
さ
ら
に
確
か
な
も
の
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本『
説
教
集
』

が
東
北
学
院
の
理
念
を
証
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
い
る
。
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い
ち
ば
ん
偉
い
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理　

事　

長　

平
河
内　

健　

治

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
九
章
四
六
〜
四
八
節

  

46
弟で

子し

た
ち
の
間
あ
い
だ
で
、
自じ

分ぶ
ん

た
ち
の
う
ち
だ
れ
が
い
ち
ば
ん
偉え
ら

い
か
と
い
う
議ぎ

論ろ
ん

が
起お

き
た
。
47
イ
エ
ス

は
彼か
れ

ら
の
心
こ
こ
ろ
の
内う
ち

を
見み

抜ぬ

き
、
一ひ
と

人り

の
子こ

供ど
も

の
手て

を
取と

り
、
御ご

自じ

分ぶ
ん

の
そ
ば
に
立た

た
せ
て
、
48
言い

わ
れ
た
。

「
わ
た
し
の
名な

の
た
め
に
こ
の
子こ

供ど
も

を
受う

け
入い

れ
る
者も
の

は
、
わ
た
し
を
受う

け
入い

れ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
を

受う

け
入い

れ
る
者も
の

は
、
わ
た
し
を
お
遣つ
か

わ
し
に
な
っ
た
方か
た

を
受う

け
入い

れ
る
の
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
皆み
な

の
中な
か

で
最
も
っ
と
も
小ち
い

さ
い
者も
の

こ
そ
、
最
も
っ
と
も
偉え
ら

い
者も
の

で
あ
る
。」

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
二
二
章
二
四
〜
三
十
節

  

24
ま
た
、
使し

徒と

た
ち
の
間
あ
い
だ
に
、
自じ

分ぶ
ん

た
ち
の
う
ち
で
だ
れ
が
い
ち
ば
ん
偉え
ら

い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
議ぎ

論ろ
ん

も

起お

こ
っ
た
。
25
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
異い

邦ほ
う

人じ
ん

の
間
あ
い
だ
で
は
、
王お
う

が
民た
み

を
支し

配は
い

し
、
民た
み

の
上う
え

に
権け
ん

力り
ょ
くを
振ふ

る
う
者も
の

が
守し
ゅ

護ご

者し
ゃ

と
呼よ

ば
れ
て
い
る
。
26
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
は
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
あ
な

た
が
た
の
中な
か

で
い
ち
ば
ん
偉え
ら

い
人ひ
と

は
、
い
ち
ば
ん
若わ
か

い
者も
の

の
よ
う
に
な
り
、
上う
え

に
立た

つ
人ひ
と

は
、
仕つ
か

え
る
者も
の
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の
よ
う
に
な
り
な
さ
い
。
27

食
し
ょ
く

事じ

の
席せ
き

に
着つ

く
人ひ
と

と
給
き
ゅ
う

仕じ

す
る
者も
の

と
は
、
ど
ち
ら
が
偉え
ら

い
か
。
食
し
ょ
く

事じ

の
席せ
き

に
着つ

く
人ひ
と

で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
の
中な
か

で
、
い
わ
ば
給
き
ゅ
う

仕じ

す
る
者も
の

で
あ
る
。
28

あ
な
た
が
た
は
、
わ
た
し
が
種し
ゅ

々じ
ゅ

の
試し

練れ
ん

に
遭あ

っ
た
と
き
、
絶た

え
ず
わ
た
し
と
一い
っ

緒し
ょ

に
踏ふ

み
と
ど
ま
っ
て

く
れ
た
。
29
だ
か
ら
、
わ
た
し
の
父ち
ち

が
わ
た
し
に
支し

配は
い

権け
ん

を
ゆ
だ
ね
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
も

あ
な
た
が
た
に
そ
れ
を
ゆ
だ
ね
る
。
30
あ
な
た
が
た
は
、
わ
た
し
の
国く
に

で
わ
た
し
の
食
し
ょ
く

事じ

の
席せ
き

に
着つ

い
て

飲の

み
食く

い
を
共と
も

に
し
、
王お
う

座ざ

に
座す
わ

っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
十
じ
ゅ
う

二に

部ぶ

族ぞ
く

を
治お
さ

め
る
こ
と
に
な
る
。」

こ
の
夜
間
主
礼
拝
で
は
只
今
お
読
み
い
た
し
ま
し
た
二
箇
所
を
神
様
か
ら
今
夕
与
え
ら
れ
た
御
言
葉
と
信
じ
て
、

神
様
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
耳
を
傾
け
、
皆
さ
ん
と
共
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
弟
子
達
の
間
で
誰

が
い
ち
ば
ん
偉
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
方
に
「
い
ち
ば
ん
偉
い
者
」
と
い
う

小
見
出
し
が
つ
い
て
い
ま
す
。

二
二
章
の
方
か
ら
先
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
議
論
は
イ
エ
ス
が
十
字
架
に
か
か
る
直
前
の

最
後
の
晩
餐
の
席
上
で
起
き
た
も
の
で
し
た
。
弟
子
達
は
イ
エ
ス
の
死
後
の
聖
餐
の
記
念
式
の
指
導
ま
で
受
け
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
達
の
中
か
ら
裏
切
り
者
が
出
る
と
い
う
仲
間
内
の
人
間
関
係
に
囚
わ
れ
て
し
ま
い
、

イ
エ
ス
が
何な
に

故ゆ
え

に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
今
は
思
い
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
直
前
の
一
九
節
か
ら
二
三
節
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ま
で
に
こ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
19
そ
れ
か
ら
イ
エ
ス
は
パ
ン
を
取
り
、
感
謝
の
祈
り
を
唱
え
て
、
そ
れ
を
裂
き
、

使
徒
た
ち
に
与
え
て
言
わ
れ
た
。『
こ
れ
は
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
与
え
ら
れ
る
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
。
わ

た
し
の
記
念
と
し
て
こ
の
よ
う
に
行
な
い
な
さ
い
。』
20
食
事
を
終
え
て
か
ら
、
杯
も
同
じ
よ
う
に
し
て
言
わ
れ
た
。

『
こ
の
杯
は
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
流
さ
れ
る
、
わ
た
し
の
血
に
よ
る
新
し
い
契
約
で
あ
る
。
21
し
か
し
、
見
よ
、

わ
た
し
を
裏
切
る
者
が
、
わ
た
し
と
一
緒
に
手
を
食
卓
に
置
い
て
い
る
。
22
人
の
子
は
、
定
め
ら
れ
た
と
お
り
去
っ

て
行
く
。
だ
が
、人
の
子
を
裏
切
る
者
は
不
幸
だ
。』23
そ
こ
で
使
徒
た
ち
は
、自
分
た
ち
の
う
ち
、い
っ
た
い
だ
れ
が
、

そ
ん
な
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
互
い
に
議
論
を
し
始
め
た
。」

そ
し
て
、
こ
の
後
に
、
自
分
た
ち
の
う
ち
で
だ
れ
が
い
ち
ば
ん
偉
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
議
論
も
起
こ
っ
た
と
今

読
ん
だ
二
四
節
以
降
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
の
死
後
自
分
達
が
迫
害
に
遭
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
機

感
や
そ
の
た
め
の
心
の
準
備
を
す
る
と
い
う
気
持
ち
は
一
切
な
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。

今
回
の
震
災
で
、「
楽
観
バ
イ
ア
ス
」
な
い
し
「
正
常
性
バ
イ
ア
ス
」
英
語
で
はnorm

alcy bias

と
い
う
「
災

害
や
事
故
は
他
人
に
起
こ
っ
て
も
自
分
の
身
に
降
り
か
か
る
確
率
は
少
な
い
」
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
災

厄
の
反
省
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
し
た
。「
正
常
性
バ
イ
ア
ス
」
に
よ
る
災
害
へ
の
被
害
を
抑
制
し
て
し
ま
っ
た
人
間

の
心
理
状
態
か
ら
、
不
幸
に
し
て
、
逃
げ
遅
れ
た
り
よ
り
安
全
な
場
所
に
移
動
し
な
か
っ
た
り
、
一
旦
避
難
し
た

後
で
片
付
け
に
戻
り
第
二
波
で
被
災
を
受
け
た
方
が
残
念
な
が
ら
か
な
り
多
く
お
ら
れ
た
と
の
分
析
が
あ
り
ま
す
。
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一
種
の
自
己
愛
（
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
）
で
、
平
常
時
は
心
の
安
定
や
安
心
感
に
通
じ
る
心
理
状
態
で
あ
り
私
た
ち
の

こ
こ
ろ
の
安
定
を
保
つ
た
め
に
大
切
な
心
理
状
態
で
あ
り
ま
す
が
、
危
機
の
と
き
に
は
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
場
合
が

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

私
の
義
理
の
弟
は
多
賀
城
の
ソ
ニ
ー
に
派
遣
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
津
波
が
押
し
寄
せ
る
中
、
車
の
渋
滞
に
つ

か
ま
り
、車
を
捨
て
、辛か
ら

く
も
あ
る
家
の
二
階
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
逃
げ
込
み
命
が
助
か
り
ま
し
た
。
話
を
聞
き
ま
す
と
、

逃
げ
る
途
中
で
、渋
滞
で
動
け
な
く
な
っ
た
車
の
運
転
席
の
若
い
女
性
か
ら「
逃
げ
た
方
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」

と
声
を
か
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
急
い
で
車
を
捨
て
さ
せ
一
緒
に
必
死
で
逃
げ
た
と
い
う
話
で
し
た
。「
正
常
性
バ

イ
ア
ス
」
と
パ
ニ
ッ
ク
状
態
が
そ
の
女
性
を
自
力
で
は
動
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

弟
子
達
も
ま
た
「
正
常
性
バ
イ
ア
ス
」
状
態
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
民
衆
や
弟
子
達
を
現
に
力
強
く

導
い
て
い
る
イ
エ
ス
の
死
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
認
め
た
く
な
か
っ
た
も
の
で
し
た
。

そ
れ
は
、
イ
エ
ス
が
二
度
も
ご
自
身
の
死
と
復
活
を
予
告
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
度
目
の
予
告
の
後
で

も
「
自
分
た
ち
の
う
ち
で
だ
れ
が
い
ち
ば
ん
偉
い
か
と
い
う
議
論
が
起
き
た
」
と
、
こ
れ
も
今
読
ん
だ
「
ル
カ
に

よ
る
福
音
書
」の
第
九
章
四
六
節
に
記
さ
れ
、そ
の
前
の
四
四
節
以
下
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

「（
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
こ
う
言
わ
れ
た
。）
44
『
こ
の
言
葉
を
よ
く
耳
に
入
れ
て
お
き
な
さ
い
。
人
の
子
は
人
々

の
手
に
引
き
渡
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。』
45
弟
子
た
ち
は
そ
の
言
葉
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
は
理
解
で
き



− 10 −− 11 −

な
い
よ
う
に
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
怖
く
て
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
な
か
っ
た
。」
弟
子
た

ち
は
自
分
た
ち
仲
間
内
の
人
間
関
係
に
、
よ
り
関
心
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
誰
が
一
番
弟
子
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

先
生
に
認
め
ら
れ
る
か
が
、
よ
り
問
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
イ
エ
ス
の
言
葉
を
聞
い
て
も
聞
か
ず

の
状
態
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

人
間
の
共
同
生
活
の
秩
序
を
保
つ
に
は
、
ど
う
し
て
も
責
任
や
権
限
の
分
担
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
命

令
系
統
が
重
視
さ
れ
ま
す
。
危
機
的
状
況
以
外
で
は
、
こ
れ
を
守
る
の
が
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
は
必
要
な
こ

と
で
す
。
上
位
の
地
位
に
あ
る
者
が
常
識
的
に
は
偉
い
人
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
余
り
に
執
着
し
す
ぎ
る
と

イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
の
よ
う
に
物
事
の
本
質
を
見
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

イ
エ
ス
は
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
の
第
九
章
の
四
七
節
以
下
で
は
、
一
人
の
子
供
の
手
を
取
り
ご
自
分
の
そ

ば
に
立
た
せ
「
わ
た
し
の
名
の
た
め
に
こ
の
子
供
を
受
け
入
れ
る
者
は
、
わ
た
し
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
わ

た
し
を
受
け
入
れ
る
者
は
、
わ
た
し
を
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
方
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
皆
の
中

で
最
も
小
さ
い
者
こ
そ
、
最
も
偉
い
者
で
あ
る
」
と
述
べ
ま
す
。
二
二
章
で
は
、
一
番
偉
い
と
さ
れ
る
人
は
「
い

ち
ば
ん
若
い
者
の
よ
う
に
な
り
」、
社
会
的
に
上
に
立
つ
人
は
「
仕
え
る
者
の
よ
う
に
な
り
な
さ
い
」
と
教
え
て
い

ま
す
。
食
事
の
席
で
給
仕
す
る
人
の
立
場
で
お
客
で
あ
る
隣
人
を
も
て
な
し
な
さ
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

子
供
の
よ
う
に
誰
か
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
社
会
的
に
は
小
さ
い
者
の
立
場
に
あ
る
人
を
虐
待
し
た
り
、
暴
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行
を
加
え
た
り
、
苛
め
た
り
す
る
こ
と
は
本
当
に
偉
い
人
の
や
る
こ
と
で
は
な
く
、
最
低
の
人
間
の
す
る
こ
と
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
当
に
偉
い
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知
ら
な
い
と
、
人
間
の
生

き
方
の
本
質
を
失
い
、
ル
ー
ル
違
反
さ
え
起
こ
し
、
愛
の
な
い
暗
い
一
生
に
な
り
ま
す
。
イ
エ
ス
は
人
間
関
係
で

の
権
力
欲
や
名
誉
欲
を
超
え
て
、
小
さ
き
者
を
愛
し
、
隣
人
に
仕
え
る
人
に
な
り
な
さ
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
本
当
の
幸
せ
に
通
じ
る
道
な
の
で
す
。

名
誉
や
権
力
の
虜
に
な
り
が
ち
な
わ
た
し
達
で
す
が
、
神
様
へ
の
礼
拝
を
通
し
て
、
日
々
自
分
の
姿
を
知
り
、

神
様
の
教
え
を
聞
き
、
自
己
抑
制
を
図
り
続
け
た
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
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「
一
匹
の
迷
え
る
羊
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常　

任　

理　

事　

宮　

城　

光　

信

　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
八
章
一
〇
〜
一
四
節

10「
こ
れ
ら
の
小ち
い

さ
な
者も
の

を
一ひ
と

人り

で
も
軽か
ろ

ん
じ
な
い
よ
う
に
気き

を
つ
け
な
さ
い
。
言い

っ
て
お
く
が
、
彼か
れ

ら

の
天て
ん

使し

た
ち
は
天て
ん

で
い
つ
も
わ
た
し
の
天て
ん

の
父ち
ち

の
御み

顔か
お

を
仰あ
お

い
で
い
る
の
で
あ
る
。
12
あ
な
た
が
た
は
ど

う
思お
も

う
か
。
あ
る
人ひ
と

が
羊
ひ
つ
じ
を
百
匹ぴ
き

持も

っ
て
い
て
、
そ
の
一
匹ぴ
き

が
迷ま
よ

い
出で

た
と
す
れ
ば
、
九
十
九
匹ひ
き

を
山や
ま

に

残の
こ

し
て
お
い
て
、
迷ま
よ

い
出で

た
一
匹ぴ
き

を
捜さ
が

し
に
行い

か
な
い
だ
ろ
う
か
。
13
は
っ
き
り
言い

っ
て
お
く
が
、
も
し
、

そ
れ
を
見み

つ
け
た
ら
、
迷ま
よ

わ
ず
に
い
た
九
十
九
匹ひ
き

よ
り
、
そ
の
一
匹ぴ
き

の
こ
と
を
喜
よ
ろ
こ
ぶ
だ
ろ
う
。
14
そ
の
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
小ち
い

さ
な
者も
の

が
一ひ
と

人り

で
も
滅ほ
ろ

び
る
こ
と
は
、
あ
な
た
が
た
の
天て
ん

の
父ち
ち

の
御み

心こ
こ
ろで
は
な
い
。」

　
　
　

今
日
の
聖
書
の
箇
所
は
、
太
字
の
見
出
し
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、『「
迷
い
出
た
羊
」
の
た
と
え
』
と
し
て
有
名

な
と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
羊
は
弱
い
動
物
で
す
。

も
し
、
迷
っ
た
ま
ま
夜
を
過
ご
す
と
命
を
失
う
危
険
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
迷
っ
た
羊
は
、
自
分
で
帰
る
道
を

見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
羊
を
捜
し
、
見
つ
け
て
く
れ
る
の
は
羊
飼
い
だ
け
で
す
。
羊
飼
い
は
失
わ
れ
た
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一
匹
の
羊
の
こ
と
を
い
か
に
大
切
に
思
っ
て
お
ら
れ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
一
匹
が
探
し
出
さ
れ
て
群
れ
へ
と
回
帰

で
き
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
聖
書
の
こ
の
箇
所
は
、
イ
エ
ス
様
は
、
こ
の
迷
え
る
一
匹

の
羊
を
、
迷
え
る
人
間
私
達
一
人
一
人
に
、
そ
し
て
羊
飼
い
は
私
達
の
罪
の
た
め
に
十
字
架
に
か
か
り
、
よ
み
が

え
ら
れ
た
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
神
様
そ
の
も
の
で
あ
る
と
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
箇
所
を
一
読
し
て
見
ま
す
と
、
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
羊

飼
い
は
一
匹
の
迷
え
る
羊
を
大
事
に
す
る
あ
ま
り
、
残
さ
れ
た
他
の
九
九
匹
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
考
え

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
、
羊
の
集
団
か
ら
一
匹
、
ま
た
一
匹
と
迷
い
出
て
行
く
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
へ
の
疑
問
で
す
。
も
っ
と
広
げ
て
考
え
れ
ば
、
そ

れ
は
大
多
数
を
犠
牲
に
し
て
も
、
全
く
の
少
数
の
こ
と
だ
け
を
大
事
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で

す
。
し
か
し
聖
書
を
よ
く
読
み
ま
す
と
、
当
時
の
人
に
は
、「
九
九
匹
を
山
に
残
し
て
お
い
て
迷
い
出
た
一
匹
を
探

す
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
大
き
な
不
思
議
な
価
値
観

の
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
こ
れ
は
本
当
に
当

た
り
前
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
な
当
時
の
こ
と
を
知
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
当
時
、
羊
の
多
く
は
個
人
の
所
有
物
で
は
な
く
、
共
同
の
所
有
物
と
し
て
村
に
所
属
す
る
も
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の
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
大
き
な
羊
の
群
れ
に
は
通
常
二
、三
人
の
羊
飼
い
が
つ
い
て
い
ま
し
た
の
で
、
九
九
匹

を
残
し
て
お
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
羊
飼
い
の
一
人
は
神
に
捧
げ
る
こ
と
の
出
来
る
大
事
な

大
事
な
迷
っ
た
一
匹
の
羊
を
見
つ
け
出
す
ま
で
探
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
達
は
聖
書
の
こ
の

箇
所
を
純
粋
に
、
九
九
匹
の
羊
と
そ
の
世
話
を
し
て
い
る
羊
飼
い
達
、
一
匹
の
迷
え
る
羊
と
そ
れ
を
探
し
出
し
て

い
る
一
人
の
羊
飼
い
、
と
い
う
こ
と
で
聖
書
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
学
ん
で
い
け
ば
い
い
の
で
す
。
迷
い
出
た
羊

も
羊
飼
い
の
も
と
に
あ
り
、
そ
の
他
の
九
九
匹
の
羊
も
羊
飼
い
の
も
と
に
あ
る
の
で
す
。

イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
は
羊
飼
い
で
す
。
迷
い
出
た
た
っ
た
一
人
の
人
を
も
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の

存
在
を
覚
え
て
探
し
出
し
て
く
だ
さ
る
方
で
す
。
私
達
が
ど
ん
な
に
小
さ
な
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
が
誰

一
人
自
分
に
目
を
と
め
て
く
れ
ず
、
寂
し
い
中
に
あ
り
、
迷
い
、
悲
嘆
に
く
れ
、
悲
し
み
、
自
分
の
気
持
ち
や
思
い
・

主
張
を
認
め
て
く
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
一
人
も
も
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
存
在
を
大
切
に
思
っ
て
く
だ
さ
る

の
で
す
。
そ
し
て
私
達
一
人
一
人
の
訴
え
に
耳
を
傾
け
て
心
配
し
て
く
だ
さ
る
救
い
主
な
る
キ
リ
ス
ト
、
創
造
主

な
る
神
様
が
お
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。

私
達
人
間
は
弱
く
、
迷
い
や
す
い
者
で
す
。
そ
の
迷
い
は
青
年
期
の
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
多
く
あ
り
ま
す
。
今
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皆
さ
ん
は
ま
さ
に
将
来
へ
の
人
生
の
大
き
な
転
換
の
時
で
、
自
分
自
身
に
関
し
て
悩
み
、
将
来
に
悩
み
、
人
間
関

係
に
つ
い
て
悩
み
、
悶
悶
と
し
て
時
を
過
ご
す
こ
と
が
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
青
春
の
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

の
迷
い
も
深
く
あ
り
ま
す
。
自
分
自
身
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
他
人
と
の
関
係
を
ス
ム
ー
ス
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
、
難
し
さ
に
も
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
社
会
の
状
況
は
驚
く
ほ
ど
、
加
速
度
的

な
ス
ピ
ー
ド
で
変
化
し
、
進
ん
で
い
ま
す
。
皆
さ
ん
方
は
そ
の
ス
ピ
ー
ド
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
あ
る
い
は
対
応
す
る
の
が
困
難
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
ま
た
今
日
の
時
代
は
、
先
が
見
え
ず
、
不
安
で

「
迷
い
の
時
代
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
は
予
想
も
で
き
な
い
よ
う
な
大
き
な
事
件
、
事
故
、
災
害
が
矢

継
ぎ
早
に
起
き
て
い
ま
す
。
一
〇
〇
〇
年
に
一
度
と
言
わ
れ
る
大
震
災
も
経
験
し
、
ま
だ
そ
の
復
興
の
途
中
段
階

で
も
あ
り
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
出
来
事
の
意
味
を
ゆ
っ
く
り
考
え
、
対
処
す
る
の
が
難
し
い
時
代
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
私
た
ち
も
こ
の
よ
う
な
中
で
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

私
達
の
人
生
に
は
岐
路
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
の
選
択
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
全
く
の
自
由
に

基
づ
く
選
択
が
い
つ
も
可
能
で
す
。
聖
書
の
言
葉
を
自
分
自
身
と
全
く
関
係
の
な
い
言
葉
と
し
て
聞
き
流
す
の
も

一
つ
の
選
択
で
す
し
、
ま
た
聖
書
の
言
葉
の
只
中
に
自
分
自
身
を
置
く
の
も
一
つ
の
選
択
で
す
。
迷
っ
て
い
る
子

羊
は
実
は
自
分
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
、
自
分
の
こ
と
と
関
係
付
け
て
考
え
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
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私
達
の
人
生
に
大
き
な
差
が
出
る
と
思
い
ま
す
。
い
つ
い
か
な
る
時
で
あ
っ
て
も
、
私
達
一
人
一
人
を
見
て
い
て

く
だ
さ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
私
達
が
迷
い
、
失
意
の
中
に
あ
る
時
に
、
私
達
の
心
の
中
を
見
通
し
、
ケ
ア
し

て
く
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
本
当
に
な
ん
と
心
強
く
、
幸
せ
な
こ
と
か
な
と
思
い
ま
す
。

イ
エ
ス
様
は
、「
私
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
命
で
あ
る
」
と
宣
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
き
る
源
の
命
を
私

達
に
与
え
、
子
羊
の
よ
う
に
迷
う
こ
と
の
多
い
私
達
に
道
を
示
し
、
何
が
真
理
で
あ
る
か
の
判
断
基
準
を
私
達
に

示
し
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
確
か
な
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を

是
非
、
心
に
留
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
皆
さ
ん
が
九
九
匹
の
羊
に
属
し
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
迷
え
る
一
匹
の
小
さ
な
羊
に
目
を
留
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
は
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
お
話
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
傷
つ
い
て
、
誰
に
も
面
倒
を
み
て
も
ら
え

ず
苦
し
ん
で
い
る
人
を
手
厚
く
み
て
く
れ
た
、
一
人
の
サ
マ
リ
ア
人
の
物
語
で
す
。
ま
た
、「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の

法
」（good Sam

aritan law

）
と
い
う
の
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、「
災
難
に
遭
っ
た
り

急
病
に
な
っ
た
り
し
た
人
な
ど(

窮
地
の
人
）
を
救
う
た
め
に
無
償
で
善
意
の
行
動
を
と
っ
た
場
合
、
良
識
的
か

つ
誠
実
に
そ
の
人
が
で
き
る
こ
と
を
し
た
の
な
ら
、
た
と
え
失
敗
し
て
も
そ
の
結
果
に
つ
き
責
任
を
問
わ
れ
な
い
」
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（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
）
と
い
う
法
律
で
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
で
施
行
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

東
北
学
院
大
学
は
、
建
学
の
精
神
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
土
台
に
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
「
善
き
サ
マ
リ

ア
人
の
法
」
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
し
か
し
、
私
は
皆
さ
ん
に
強
く
望
む
こ
と
は
、
東
北
学
院
の
キ
ャ

ン
パ
ス
に
学
ぶ
一
人
一
人
の
皆
さ
ん
が
、
神
様
に
よ
っ
て
い
つ
も
守
ら
れ
、
謙
虚
な
気
持
ち
を
い
つ
も
持
ち
、
そ

の
心
の
中
に
は
、「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
法
」
が
あ
り
、
学
生
生
活
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
社
会
生
活
を
こ
の
法

の
も
と
に
皆
さ
ん
が
勇
気
を
持
っ
て
行
動
し
て
貰
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
皆
さ
ん
の
一
人
で
も
多
く

の
人
が
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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「
東
北
学
院
崩
壊
の
危
機
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
院
長
（
大
学
長
）　

星　

宮　
　
　

望

　

コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
一
、　

第
一
〇
章
十
三
節

13 

あ
な
た
が
た
を
襲お
そ

っ
た
試し

練れ
ん

で
、
人に
ん

間げ
ん

と
し
て
耐た

え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

神か
み

は
真し
ん

実じ
つ

な
方か
た

で
す
。
あ
な
た
が
た
を
耐た

え
ら
れ
な
い
よ
う
な
試し

練れ
ん

に
遭あ

わ
せ
る
こ
と
は
な
さ
ら
ず
、
試し

練れ
ん

と
共と
も

に
、
そ
れ
に
耐た

え
ら
れ
る
よ
う
、
逃の
が

れ
る
道み
ち

を
も
備そ
な

え
て
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。　
　
　

東
北
学
院
は
、
二
〇
一
一
年
の
五
月
に
創
立
百
二
五
年
を
迎
え
ま
し
た
。
多
く
の
先
輩
た
ち
の
ご
努
力
に
感
謝

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
特
別
の
事
態
、
す
な
わ
ち
「
東
北
学
院
崩
壊
の
危
機
」
を
回
避
し
た
い
き

さ
つ
に
つ
い
て
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
三
月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
東
北
学
院
同
窓
会
東
京
支
部
一
〇
〇
周
年

記
念
祝
賀
会
で
、
東
京
支
部
長
の
紺
野
稔
氏
（
東
京
弁
護
士
会
所
属
）
が
式
典
に
お
け
る
実
行
委
員
長
の
挨
拶
と

し
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
に
関
連
し
た
事
情
を
、「
東
北
学
院
資
料
室
」
と
い
う
本
学
の
冊

子
のV

ol.7

（2007.12

）
に
工
学
部
教
授
の
鶴
本
勝
夫
先
生
が
詳
細
に
記
述
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
に
加
え
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て
、「
東
北
学
院
一
〇
〇
年
史
」
を
も
参
考
に
し
て
こ
れ
ら
の
事
情
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も

し
、「
東
北
学
院
資
料
室
」
と
い
う
本
学
の
冊
子
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
な
い
と
い
う
学
生
諸
君
が
い
ま
し
た
ら
、

是
非
、
土
樋
の
ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
礼
拝
堂
の
地
下
に
あ
る
東
北
学
院
資
料
室
を
訪
れ
て
展
示
品
を
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
、
こ
の
「
東
北
学
院
資
料
室
」
と
い
う
本
学
の
冊
子
を
入
手
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

時
は
、
太
平
洋
戦
争
の
末
期
の
昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
年
）
で
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
日
本
の
敗
戦
の
兆
し
が
濃
厚
に
な
っ
た
昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
八
日
に
、
東
北
軍

管
区
司
令
官
東
海
林
俊
成
少
将
か
ら
東
北
学
院
に
対
し
て
、「
東
北
学
院
は
時
局
柄
、
不
要
不
急
の
教
育
機
関
で
あ

る
か
ら
、今
年
（
昭
和
一
八
年
）
限
り
廃
校
と
し
、校
舎
は
軍
に
お
い
て
接
収
す
る
」
と
の
命
令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
当
時
の
軍
の
命
令
は
絶
対
的
で
あ
り
、
回
避
は
不
可
能
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
東
北
学
院
は

廃
校
に
な
る
こ
と
が
決
定
的
で
し
た
。

そ
の
と
き
に
立
ち
上
が
り
、
こ
の
危
機
を
救
っ
た
の
が
、
東
北
学
院
卒
業
生
で
あ
っ
た
萱
場
資
郎
氏
で
し
た
。

彼
は
、
仙
台
市
の
出
身
で
、
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
年
）
四
月
、
東
北
学
院
中
学
部
に
入
学
し
、
第
二
代
院
長

の
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
先
生
の
薫
陶
を
受
け
た
卒
業
生
で
、
当
時
、
軍
に
対
し
て
も
発
言
力
が
あ
る
ほ
ど
の
“
ハ
イ
テ
ッ

ク
軍
需
企
業
”
で
あ
る｢

萱
場
製
作
所｣

の
経
営
者
で
し
た
。
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こ
の
軍
か
ら
の
回
避
不
可
能
と
思
え
る
命
令
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
は
極
め
て
困
難
で
し
た
。
そ
こ
で
、

す
ぐ
に
、
当
時
の
東
北
学
院
の
出
村
悌
三
郎
院
長
が
、
急
遽
、
萱
場
資
郎
氏
に
相
談
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
萱

場
資
郎
氏
は
、
当
時
、
陸
海
軍
の
機
密
兵
器
の
特
許
を
多
数
保
有
し
て
お
り
、
萱
場
製
作
所
は
新
兵
器
の
製
造
も

盛
ん
に
実
施
し
て
お
り
、
軍
に
と
っ
て
も
重
要
な
人
物
で
、
軍
に
対
す
る
発
言
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。

こ
の
未
曾
有
の
危
機
に
対
し
て
、
同
窓
生
と
し
て
の
萱
場
資
郎
氏
の
献
身
的
な
努
力
が
始
ま
り
ま
し
た
。

萱
場
氏
は
出
村
院
長
と
相
談
し
、
こ
の
軍
の
暴
挙
と
も
い
う
べ
き
命
令
を
撤
回
さ
せ
る
方
策
を
考
え
ま
し
た
。

最
終
的
に
は
、
東
北
学
院
を
、
当
時
必
要
で
あ
っ
た
「
航
空
技
術
学
校
」
に
転
進
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
具

体
的
な
萱
場
氏
の
提
案
は
、「
陸
軍
航
空
本
部
、
海
軍
技
術
部
は
、
東
北
学
院
航
空
工
業
専
門
学
校
の
設
立
を
支
持

す
る
。
萱
場
製
作
所
仙
台
工
場
は
学
生
の
実
習
工
場
と
す
る
。
よ
っ
て
、
東
北
学
院
の
廃
校
、
校
舎
の
接
収
は
取

り
や
め
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
当
時
の
東
海
林
東
北
軍
管
区
司
令
官
に
対
し
て
強
力
に

要
請
し
た
結
果
、
最
終
的
に
は
、「
廃
校
と
校
舎
の
接
収
命
令
」
は
撤
回
さ
れ
、
東
北
学
院
は
非
常
事
態
を
よ
う
や

く
免
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

具
体
的
な
「
東
北
学
院
航
空
工
業
専
門
学
校
」
開
設
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
東
北
帝
国
大
学
工
学
部
長
の
宮

城
音
五
郎
教
授
が
、
東
北
学
院
航
空
工
業
専
門
学
校
長
を
兼
務
す
る
こ
と
も
決
定
し
、
萱
場
製
作
所
か
ら
の
全
面

的
な
援
助
を
前
提
と
し
た
計
画
が
策
定
さ
れ
、
具
体
的
な
専
門
学
校
の
発
足
が
推
進
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
十
九
年
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三
月
二
三—

二
五
日
に
入
学
試
験
を
行
い
、
昭
和
一
九
年
四
月
に
開
学
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
開
学
の

目
的
は
。「
本
学
は
専
門
学
校
令
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
依
り
、
航
空
工
業
に
従
事
す
べ
き
者
に
高
等
の
学
術
技
芸
を

授
け
、
国
家
有
用
の
人
物
を
練
成
す
る
を
も
っ
て
目
的
と
す
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
入
学
定
員
は
、
航
空
機

科
一
〇
〇
名
、
発
動
機
科
五
十
名
、
修
業
年
限
三
年
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
が
功
を
奏
し
、
最
終
的
に
は
、
隈
部
少
将
に
よ
る
軍
管
区
司
令
官
へ
の
進
言
も

あ
っ
て
、「
東
北
学
院
の
廃
校
」
は
撤
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
、
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
に
、「
無

条
件
降
伏
」
を
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
策
に
し
た
が
っ
て
開
設
さ
れ
た
「
東
北
学
院
航
空
工
業
専
門
学
校
」

も
用
を
成
さ
な
く
な
り
、
同
年
九
月
一
八
日
に
は
「
東
北
学
院
工
業
専
門
学
校
」
と
名
称
を
変
更
し
、
大
幅
な
学

科
改
組
を
行
な
い
ま
し
た
。
定
員
は
、
機
械
科
七
〇
名
、
建
築
科
七
〇
名
、
工
業
経
営
科
六
〇
名
と
な
っ
た
よ
う

で
す
。

そ
し
て
、
昭
和
二
二
年
三
月
、
東
北
学
院
工
業
専
門
学
校
も
廃
止
さ
れ
、
同
年
四
月
に
新
た
に
文
経
の
専
門
学

校
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
昭
和
二
四
年
に
発
足
し
た
新
制
東
北
学
院
大
学
の
始
ま
り
に
つ
な
が
り

ま
す
。

こ
れ
ら
の
一
連
の
激
動
の
事
件
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
究
極
の
試
練
」
を
経
た
後
に
、
萱
場
氏
は
次
の
よ
う
に
述
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べ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
東
北
学
院
航
空
工
業
専
門
学
校
は
二
年
、
工
業
専
門
学
校
は
一
年
と
短
命
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
東
北
学
院
大

学
工
学
部
創
設
の
礎
石
と
な
っ
た
。」

こ
の
よ
う
な
経
緯
と
歴
史
を
ふ
ま
え
て
設
立
さ
れ
た
東
北
学
院
大
学
工
学
部
は
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
東
北
学
院
大
学
工
学
部
に
所
属
す
る
教
員
・
職

員
は
も
と
よ
り
、
そ
の
他
の
学
部
に
所
属
す
る
教
員
・
職
員
に
と
っ
て
も
共
有
す
る
べ
き
重
要
な
こ
と
で
す
。
工

学
部
が
多
賀
城
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
こ
と
で
、
地
理
的
に
不
利
な
条
件
を
抱
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
最

近
に
な
っ
て
、
セ
ン
ト
ラ
ル
自
動
車
、
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
社
な
ど
が
宮
城
県
に
本
拠
地
を
設
定
し
ま
し
た
。
今

こ
そ
、
東
北
学
院
大
学
と
し
て
は
、
建
学
の
精
神
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
理
解
し
た
高
レ
ベ
ル
の
技
術
者
が

力
を
発
揮
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
巡
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
他
に
、
こ
れ
ら
の
企
業
で
は
技
術
者
ば
か
り
で
な
く
、
経

済
学
、
法
学
、
文
学
、
そ
の
他
の
広
い
分
野
で
学
ん
だ
多
く
の
高
レ
ベ
ル
の
大
学
卒
業
生
の
採
用
も
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
さ
に
、
東
北
学
院
大
学
の
卒
業
生
が
活
躍
す
る
場
が
備
え
ら
れ
た
と
認
識
し
、
そ
れ
に
き
ち
っ
と
対

応
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
萱
場
資
郎
氏
は
戦
時
中
の
極
め
て
困
難
な
時
期
に
、
母
校
東
北
学
院
の
た
め
に
心
身
を
賭
し
て
支
え
る

努
力
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
、
昭
和
四
六
年
五
月
一
五
日
の
東
北
学
院
八
五
周
年
記
念
の
一
五
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日
会
で
の
講
演
会
の
席
上
で
始
め
て
ご
本
人
か
ら
同
窓
生
に
対
し
て
語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
さ
に
、
こ
こ
で
拝
読
し
ま
し
た
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
一
に
記
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、「
あ
な
た
が
た

を
襲
っ
た
試
練
で
、
人
間
と
し
て
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
神
は
真
実
な
方
で
す
。

あ
な
た
が
た
を
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
試
練
に
遭
わ
せ
る
こ
と
は
な
さ
ら
ず
、
試
練
と
共
に
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ

る
よ
う
、
逃
れ
る
道
を
も
備
え
て
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。」
と
い
う
御
言
葉
が
実
態
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

萱
場
資
郎
さ
ん
は
、
ま
さ
に
「
地
の
塩
」
の
役
割
を
果
た
さ
れ
た
先
輩
で
あ
り
ま
す
。
我
々
も
そ
の
後
を
辿
り

た
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
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「
豊
か
な
他
者
感
覚
」　

仙
台
松
陵
教
会　

協
力
牧
師　

深　

田　
　
　

寛

　

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
、
八
章
一
節
〜
十
節

 

1
そ
の
こ
ろ
、
ま
だ
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うが
大お
お

勢ぜ
い

い
て
、
何な
に

も
食た

べ
る
物も
の

が
な
か
っ
た
の
で
、
イ
エ
ス
は
弟で

子し

た
ち
を

呼よ

び
寄よ

せ
て
言い

わ
れ
た
。

2
「
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うが
か
わ
い
そ
う
だ
。
も
う
三み
っ

日か

も
わ
た
し
と
一い
っ

緒し
ょ

に
い
る
の
に
、
食た

べ
物も
の

が
な
い
。

3
空く
う

腹ふ
く

の
ま
ま
家い
え

に
帰か
え

ら
せ
る
と
、
途と

中ち
ゅ
うで
疲つ
か

れ
き
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
中な
か

に
は
遠と
お

く

か
ら
来き

て
い
る
者も
の

も
い
る
。」

4
弟で

子し

た
ち
は
答こ
た

え
た
。「
こ
ん
な
人ひ
と

里ざ
と

離は
な

れ
た
所
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
い
ど
こ
か

ら
パ
ン
を
手て

に
入い

れ
て
、
こ
れ
だ
け
の
人ひ
と

に
十
じ
ゅ
う

分ぶ
ん

食た

べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。」

5
イ
エ
ス

が
「
パ
ン
は
幾い
く

つ
あ
る
か
」
と
お
尋た
ず

ね
に
な
る
と
、
弟で

子し

た
ち
は
、「
七
つ
あ
り
ま
す
」
と
言い

っ
た
。

6
そ

こ
で
、
イ
エ
ス
は
地じ

面め
ん

に
座す

わ

る
よ
う
に
群ぐ

ん

衆し
ゅ
うに

命め
い

じ
、
七
つ
の
パ
ン
を
取と

り
、
感か

ん

謝し
ゃ

の
祈い

の

り
を
唱と

な

え
て
こ

れ
を
裂さ

き
、
人ひ
と

々び
と

に
配く
ば

る
よ
う
に
と
弟で

子し

た
ち
に
お
渡わ
た

し
に
な
っ
た
。
弟で

子し

た
ち
は
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うに
配く
ば

っ
た
。

7

ま
た
、
小ち
い

さ
い
魚
さ
か
な
が
少す
こ

し
あ
っ
た
の
で
、
賛さ
ん

美び

の
祈い
の

り
を
唱と
な

え
て
、
そ
れ
も
配く
ば

る
よ
う
に
と
言い

わ
れ
た
。

8
人ひ
と

々び
と

は
食た

べ
て
満ま
ん

腹ぷ
く

し
た
が
、
残の
こ

っ
た
パ
ン
の
屑く
ず

を
集あ
つ

め
る
と
、
七
籠か
ご

に
な
っ
た
。

9
お
よ
そ
四
千
人に
ん

の

人ひ
と

が
い
た
。
イ
エ
ス
は
彼か
れ

ら
を
解か
い

散さ
ん

さ
せ
ら
れ
た
。
10
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
、弟で

子し

た
ち
と
共と
も

に
舟ふ
ね

に
乗の

っ
て
、
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ダ
ル
マ
ヌ
タ
の
地ち

方ほ
う

に
行い

か
れ
た
。

誰
に
で
も
心
に
残
る
、
忘
れ
ら
れ
な
い
光
景
が
幾
つ
か
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ほ
ほ
え
ま
し
い
光
景
も
あ
れ
ば
、

目
を
覆
い
た
く
な
る
悲
惨
な
光
景
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
人
生
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
感
動
的
な
光

景
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
に
も
幾
つ
か
の
忘
れ
ら
れ
な
い
光
景
が
あ
り
ま
す
。今
か
ら
七
十
年
ほ
ど
前
、私
は
小
学
校
低
学
年
で
し
た
が
、

手
首
を
骨
折
し
て
し
ま
い
近
所
の
小
さ
な
医
院
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
当
時
の
病
院
は
現
在
の
よ
う
な
施
設
も
完

備
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
医
療
技
術
も
進
歩
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

お
そ
る
お
そ
る
病
院
の
待
合
室
に
入
る
と
、
診
察
室
か
ら
悲
鳴
と
も
思
え
る
、
子
供
の
泣
き
叫
ぶ
声
が
響
き
渡
っ

て
い
ま
し
た
。
泣
き
声
か
ら
推
測
す
る
に
、
幼
い
子
供
が
怪
我
の
治
療
を
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
に
忘
れ
ら
れ
な
い
光
景
を
見
ま
し
た
。
そ
の
子
の
母
親
と
思
え
る
人
が
、
助
け
を
求
め
る
子
供
の
泣
き

声
に
、
い
た
た
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
診
察
室
の
入
り
口
の
傍
ら
に
置
か
れ
て
い
た
木
製
の
ベ
ン
チ
に
、

両
耳
を
手
で
覆
い
、
頭
を
左
右
に
振
り
な
が
ら
に
う
つ
伏
し
て
、
必
死
に
わ
が
子
の
泣
き
声
を
耐
え
て
い
る
姿
で

し
た
。

母
親
に
と
っ
て
わ
が
子
の
痛
み
や
不
安
が
自
分
の
も
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
母
親
に
と
っ
て
わ
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が
子
の
悲
痛
な
叫
び
は
自
分
の
叫
び
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
母
親
の
心
に
は
わ
が
子
に
限
り
な
く
接
近
し
て
い
る
、
豊
か
な
心
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
心
を
「
他
者
感
覚
」
と
表
現
出
来
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
人
間
に
は
こ
の
よ
う
な
心
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

冒
頭
に
記
し
ま
し
た
マ
ル
コ
福
音
書
の
中
に
、イ
エ
ス
の
豊
か
な
「
他
者
感
覚
」
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

イ
エ
ス
の
話
を
聞
く
た
め
に
各
地
か
ら
人
々
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
人
々
は
三
日
も
イ
エ
ス
と
行
動
を
共
に
し

て
い
た
結
果
、彼
ら
が
持
っ
て
い
た
食
料
も
底
を
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。人
々
は
空
腹
を
抱
え
は
じ
め
た
の
で
す
。

イ
エ
ス
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
い
る
人
々
を
見
ら
れ
「
群
衆
が
か
わ
い
そ
う
だ
」
と
語
り
は
じ
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
「
か
わ
い
そ
う
」
と
言
う
字
は
同
情
す
る
意
味
よ
り
、
更
に
深
い
「
腸
が
ち
ぎ
れ
る
」
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
群
衆
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
深
い
思
い
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
思
い
は
さ
ら
に
「
空
腹
の
ま
ま
家
に
帰
ら
せ
る
と
、
途
中
で
疲
れ
き
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
中
に
は
遠
く

か
ら
来
て
い
る
者
も
い
る
。」
と
語
ら
れ
ま
す
。
イ
エ
ス
は
人
々
を
「
群
衆
」
と
言
う
言
葉
で
ひ
と
か
ら
げ
に
せ
ず
、

一
人
一
人
人
に
思
い
を
傾
注
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
人
の
死
は
悲
し
み
と
な
る
が
多
く
の
人
の
死
は
統
計
と
な
る
、

と
言
わ
れ
ま
す
が
イ
エ
ス
は
一
人
一
人
に
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
言
葉
に
対
し
て
弟
子
達
は
「
こ
ん
な
人
里
離
れ
た
所
で
、
こ
れ
だ
け
の
人
に
十
分
食
べ
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さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
」
と
語
り
ま
す
。
確
か
に
弟
子
の
語
る
よ
う
に
現
実
は
厳
し
く
困
難
な
状
況

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
イ
エ
ス
の
豊
か
な
他
者
を
思
う
感
覚
は
奇
跡
を
生
み
ま
し
た
。

イ
エ
ス
は
手
も
と
に
あ
る
七
つ
の
パ
ン
と
数
少
の
魚
で
四
千
人
に
給
食
を
提
供
さ
れ
、
人
々
は
十
分
に
食
べ
、

残
っ
た
パ
ン
は
七
籠
も
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
数
に
つ
い
て
は
誇
張
や
象
徴
的
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
奇
跡
の
記
述
は
豊
か
な
他
者
感
覚
を
持
た

れ
て
い
る
、
イ
エ
ス
を
中
心
に
し
た
集
ま
り
が
、
い
か
に
豊
か
で
あ
っ
た
か
を
指
示
し
て
い
ま
す
。

昔
の
教
育
は
「
寺
子
屋
」
と
称
さ
れ
る
場
所
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
学
ぶ
こ
と
は
「
読
み
」「
書
き
」「
算

盤
」
で
し
た
。
こ
の
科
目
は
日
常
生
活
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
す
。

な
ぜ
「
読
み
」「
書
き
」「
算
盤
」
と
い
う
順
序
な
の
で
し
ょ
う
。
語
呂
が
よ
い
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
現
代
社
会
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
順
序
に
深
い
意
味
を
感
じ
ま
す
。

「
読
み
」
は
相
手
の
意
見
を
聴
く
こ
と
で
す
。「
書
き
」
は
自
分
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
で
す
。「
算
盤
」
は
数

量
を
数
え
損
得
を
確
認
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
順
序
が
守
ら
れ
る
な
ら
ば
「
他
者
感
覚
」
も
豊
か
に
な
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

現
在
の
社
会
傾
向
は
「
読
み
」「
書
き
」「
算
盤
」
が
逆
に
な
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
先
ず
損
得
と
い
う
「
算

盤
」、
次
に
他
者
よ
り
自
分
を
優
先
す
る
「
書
き
」
が
き
て
、
最
後
に
他
者
の
こ
と
も
聞
こ
う
と
い
う
「
読
み
」
に
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な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
続
く
と
「
他
者
感
覚
」
は
希
薄
に
な
り
、
自
己
中
心
に
よ
る
争
い
が
起
こ
り
、
自
ら
の
手

で
自
ら
を
破
滅
に
落
と
し
い
け
て
し
ま
う
結
果
に
な
り
ま
す
。

イ
エ
ス
の
言
動
は
「
豊
か
な
他
者
感
覚
」
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
「
愛
の
行
動
」
と

言
い
換
え
る
事
が
出
来
ま
す
。
そ
の
行
動
の
頂
点
が
人
間
の
罪
責
の
責
任
を
担
っ
て
十
字
架
に
付
か
れ
た
贖
罪
行

為
な
の
で
す
。
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無
条
件
・
無
制
限
の
愛
に
育
ま
れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
北
学
院
中
学
校
・
高
等
学
校 

宗
教
主
任　

松　

井　

浩　

樹

　

コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
、　

第
一
三
章
一
節
〜
一
三
節

  

1
た
と
え
、
人ひ
と

々び
と

の
異い

言げ
ん

、
天て
ん

使し

た
ち
の
異い

言げ
ん

を
語か
た

ろ
う
と
も
、
愛あ
い

が
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
は
騒さ
わ

が
し
い

ど
ら
、
や
か
ま
し
い
シ
ン
バ
ル
。 

2
た
と
え
、
預よ

言げ
ん

す
る
賜た
ま

物も
の

を
持も

ち
、
あ
ら
ゆ
る
神し
ん

秘ぴ

と
あ
ら
ゆ
る
知ち

識し
き

に
通つ
う

じ
て
い
よ
う
と
も
、
た
と
え
、
山や
ま

を
動う
ご

か
す
ほ
ど
の
完か
ん

全ぜ
ん

な
信し
ん

仰こ
う

を
持も

っ
て
い
よ
う
と
も
、
愛あ
い

が

な
け
れ
ば
、
無む

に
等ひ
と

し
い
。

3
全ぜ
ん

財ざ
い

産さ
ん

を
貧ま
ず

し
い
人ひ
と

人び
と

の
た
め
に
使つ
か

い
尽つ

く
そ
う
と
も
、
誇ほ
こ

ろ
う
と
し
て

わ
が
身み

を
死し

に
引ひ

き
渡わ
た

そ
う
と
も
、
愛あ
い

が
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
に
何な
ん

の
益え
き

も
な
い
。

 

4
愛あ
い

は
忍に
ん

耐た
い

強づ
よ

い
。
愛あ
い

は
情な
さ

け
深ぶ
か

い
。
ね
た
ま
な
い
。
愛あ
い

は
自じ

慢ま
ん

せ
ず
、
高た
か

ぶ
ら
な
い
。 

5
礼れ
い

を
失し
っ

せ
ず
、

自じ

分ぶ
ん

の
利り

益え
き

を
求も
と

め
ず
、
い
ら
だ
た
ず
、
恨う
ら

み
を
抱い
だ

か
な
い
。 

6
不ふ

義ぎ

を
喜
よ
ろ
こ
ば
ず
、
真し
ん

実じ
つ

を
喜
よ
ろ
こ
ぶ
。

7
す
べ

て
を
忍し
の

び
、
す
べ
て
を
信し
ん

じ
、
す
べ
て
を
望の
ぞ

み
、
す
べ
て
に
耐た

え
る
。

 

8
愛あ
い

は
決け
っ

し
て
滅ほ
ろ

び
な
い
。
預よ

言げ
ん

は
廃す
た

れ
、
異い

言げ
ん

は
や
み
、
知ち

識し
き

は
廃す
た

れ
よ
う
、 

9
わ
た
し
た
ち
の
知ち

識し
き

は
一い
ち

部ぶ

分ぶ
ん

、
預よ

言げ
ん

も
一い
ち

部ぶ

分ぶ
ん

だ
か
ら
。 

10
完か
ん

全ぜ
ん

な
も
の
が
来き

た
と
き
に
は
、
部ぶ

分ぶ
ん

的て
き

な
も
の
は
廃す
た

れ
よ
う
。 

11

幼
お
さ
な

子ご

だ
っ
た
と
き
、
わ
た
し
は
幼
お
さ
な

子ご

の
よ
う
に
話は
な

し
、
幼
お
さ
な

子ご

の
よ
う
に
思お
も

い
、
幼
お
さ
な

子ご

の
よ
う
に
考
か
ん
が
え
て
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い
た
。
成せ
い

人じ
ん

し
た
今い
ま

、
幼
お
さ
な

子ご

の
こ
と
を
棄す

て
た
。
12
わ
た
し
た
ち
は
、
今い
ま

は
、
鏡
か
が
み
に
お
ぼ
ろ
に
映う
つ

っ
た
も

の
を
見み

て
い
る
。
だ
が
そ
の
と
き
に
は
、
顔か
お

と
顔か
お

と
を
合あ

わ
せ
て
見み

る
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
は
、
今い
ま

は

一い
ち

部ぶ

し
か
知し

ら
な
く
と
も
、
そ
の
と
き
に
は
、
は
っ
き
り
知し

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
っ
き
り
知し

る
こ
と
に

な
る
。
13
そ
れ
ゆ
え
、
信し
ん

仰こ
う

と
、
希き

望ぼ
う

と
、
愛あ
い

、
こ
の
三
つ
は
、
い
つ
ま
で
も
残の
こ

る
。
そ
の
中な
か

で
最
も
っ
と
も
大お
お

い
な
る
も
の
は
、
愛あ
い

で
あ
る
。

　
　
　

新
学
期
が
始
ま
っ
て
、
し
ば
ら
く
が
経
ち
ま
し
た
。
新
し
い
環
境
に
随
分
と
な
れ
て
き
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
今
日
は
初
め
に
、
こ
の
「
礼
拝
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
皆
さ
ん
か
ら
見
て
む
か
っ
て
右
に
あ
る
ボ
ー
ド
に
従
っ
て
、
礼
拝
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ

の
順
序
に
も
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
、
今
日
は
お
話
を
し
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
こ
こ
に
来
る
と
奏
楽
者
が
オ
ル
ガ
ン
を
弾
い
て
い
る
、
な
い
し
弾
き
始
め
ま
す
。
ボ
ー
ド
に
は
記

さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
実
は
こ
の
「
前
奏
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
礼
拝
は
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
き
ち
ん
と
聞
け
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
中
に
は
、
楽
し
そ
う
な
話
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ

て
い
る
人
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
の
た
め
の
バ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
で
は
な
い
の
で
す
。
神
か

ら
の
呼
び
か
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
正
式
な
礼
拝
の
前
奏
曲
を
プ
ロ
の
奏
楽
者
が
弾
く
の
で
す
。
礼
拝
で
す
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か
ら
、
と
に
か
く
オ
ル
ガ
ン
を
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
オ
ル
ガ
ン
が
鳴
り
終
わ
る
と
、
今
度
は
讃
美
歌

を
歌
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
神
の
語
り
か
け
の
オ
ル
ガ
ン
を
聞
き
ま
す
。
今
度
は
、
そ
れ
に
応
え
て
私
た
ち
の

側
が
、
神
に
対
し
て
ほ
め
た
た
え
の
歌
を
歌
う
。
だ
か
ら
起
立
し
て
、
全
員
で
歌
う
の
で
す
。

次
に
聖
書
朗
読
と
話
が
続
き
ま
す
。
こ
れ
は
み
な
さ
ん
静
か
に
聞
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
聞
い
た
次
は
、

お
祈
り
と
頌
栄
讃
美
歌
を
歌
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
聖
書
朗
読
と
話
を
聞
い
て
応
え
る
と
い
う
、
先
ほ
ど
と
同
じ

行
為
と
な
り
ま
す
。

礼
拝
が
終
わ
る
と
、
ま
た
オ
ル
ガ
ン
の
後
奏
が
鳴
り
、
退
場
し
ま
す
。
こ
れ
も
礼
拝
に
よ
っ
て
励
ま
し
を
受
け

て
の
こ
と
で
す
か
ら
静
か
に
聞
き
つ
つ
退
場
を
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
礼
拝
は
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
「
神
」
が
私
た
ち
に
語
る
、
そ
れ
に
対
し
て
、
私
た
ち
が
聞
い

て
応
え
て
い
く
、
と
い
う
「
対
話
形
式
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
と
に
か
く

オ
ル
ガ
ン
を
聞
い
て
、
心
を
落
ち
着
け
て
か
ら
礼
拝
に
臨
ん
で
い
た
だ
き
た
い
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
せ
っ
か
く
の

礼
拝
が
成
り
立
た
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
す
。
短
い
時
間
で
す
か
ら
、
き
ち
ん
と
礼
拝
を
さ

さ
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

さ
て
、
今
読
み
ま
し
た
聖
書
の
言
葉
は
、「
愛
の
賛
歌
」
と
い
わ
れ
る
聖
書
の
中
で
も
大
変
に
有
名
な
言
葉
で
あ

り
ま
す
。
特
に
四
節
以
下
の
言
葉
は
、
キ
リ
ス
ト
教
式
の
結
婚
式
で
読
ま
れ
、
聖
書
を
知
ら
な
い
人
で
も
耳
に
し
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た
記
憶
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、私
た
ち
が「
愛
の
賛
歌
」と
聞
き
ま
す
と
何
を
思
う
で
し
ょ

う
か
。
テ
レ
ビ
の
ド
ラ
マ
な
ら
と
も
か
く
、
私
た
ち
が
日
常
で
「
愛
す
る
」
と
は
、
な
か
な
か
現
実
味
が
な
い
漠

然
と
し
た
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
実
は
私
た
ち
人
間
は
、
時
々
強
烈
な
愛
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
親
し
い
友
人
に

対
す
る
愛
で
す
。
友
人
の
た
め
に
時
間
を
割
き
、
相
談
に
の
り
、
援
助
を
惜
し
ま
な
い
自
己
犠
牲
の
行
動
を
と
り

ま
す
。
ま
た
、
保
護
者
が
子
供
の
た
め
に
、
こ
れ
も
大
変
な
犠
牲
を
払
っ
て
長
い
期
間
、
子
供
を
育
て
て
い
く
、

こ
れ
も
大
き
な
愛
の
一
つ
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
私
た
ち
が
想
像
し
や
す
い
男
女
の
愛
で
す
。
こ
れ
も
、

は
た
か
ら
見
る
と
、
自
己
犠
牲
を
伴
う
尋
常
で
は
な
い
愛
を
発
揮
し
、
時
に
は
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
さ
え
も
起
こ
り

か
ね
な
い
ほ
ど
の
愛
で
あ
り
ま
す
。

で
は
、
今
朝
聖
書
で
言
わ
れ
る
「
愛
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
ま
ず
初
め
に
、
な
ぜ
「
愛
」
が

語
ら
れ
る
の
か
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
答
え
は
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
人
間
は
、

基
本
的
に「
愛
」を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、聖
書
で「
愛
」が
語
ら
れ
る
の
で
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た「
愛
」

の
形
は
、
あ
く
ま
で
例
外
と
し
て
、
条
件
付
き
の
愛
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
友
人
に
対
す
る
愛
も
、
自
分
の
親
し

い
間
柄
の
み
に
限
定
さ
れ
ま
す
。
保
護
者
が
子
供
の
た
め
に
、
と
い
う
の
も
自
分
の
子
供
の
た
め
と
い
う
制
限
が

あ
り
ま
す
。
男
女
の
愛
も
、
自
分
が
好
き
に
な
っ
た
人
と
い
う
こ
と
で
し
か
発
揮
さ
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
私
た
ち
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が
も
ち
あ
わ
せ
る
と
こ
ろ
の
愛
は
、
自
分
中
心
の
「
愛
」
に
か
た
よ
り
が
ち
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
一
方
で
、

私
た
ち
人
間
が
持
ち
合
わ
せ
る
「
愛
」
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
「
愛
」
を
示
す
の
が
、
聖
書
の
主
人
公
、
神
で
あ
り

ま
す
。

そ
の
神
の
示
す
「
愛
」
と
は
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
十
字
架
に
つ
け
て
ま
で
も
「
あ
な
た
」
を
愛
し
て
く

だ
さ
る
と
い
う
、
一
言
に
尽
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
条
件
付
き
の
愛
で
し
か
な
い
の
に
対
し
て
、
神
の
愛

は
無
条
件
・
無
制
限
に
私
た
ち
一
人
一
人
に
注
が
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
で
す
。　

そ
れ
ゆ
え
に
七
節
の
言

葉
に
つ
な
が
る
の
で
す
。「
神
は
私
た
ち
の
す
べ
て
を
忍
ぶ
」、
つ
ま
り
守
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

し
て
す
べ
て
を
信
じ
る
で
す
か
ら
、私
た
ち
を
全
面
的
に
信
じ
抜
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、「
す
べ
て
を
望
み
」、

つ
ま
り
私
た
ち
の
将
来
の
す
べ
て
に
期
待
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
最
後
、「
す
べ
て
に
耐
え
る
」
と
は
、
私

た
ち
の
す
べ
て
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
愛
が
あ

る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
愛
が
私
た
ち
一
人
一
人
に
注
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
、
な
い
し
受
け
入
れ
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
今
日
の
聖
書
の
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

六
月
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
新
し
い
環
境
で
、
慣
れ
な
い
こ
と
が
連
続
し
て
い
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今

は
一
番
気
候
の
良
い
季
節
で
あ
り
ま
す
。環
境
に
も
慣
れ
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
に
は
、

よ
い
時
期
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
今
日
の
聖
書
に
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
一
人
一
人
に
、
無
条
件
・
無
制
限
に
神
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の
愛
が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
を
心
に
と
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
神
の
愛
を
励
み
に
、
一
つ
一
つ
の
事
柄
に
恐

れ
る
こ
と
な
く
、
誠
実
に
向
き
あ
う
大
学
生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
の
で
あ
り
ま
す
。

主
な
る
神
、
礼
拝
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
神
の
言
葉
を
聞
き
、
祈
り
を
も
っ
て
、
あ
な
た
の
御
心
に
答
え
て
い

く
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
、ど
う
か
こ
こ
に
集
う
一
人
ひ
と
り
を
豊
か
に
祝
福
し
、そ
の
歩
み
を
導
い
て
下
さ
い
。

主
の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
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「
神
の
言
葉
を
聴
く
心
」

東
北
学
院
榴
ケ
岡
高
等
学
校 

宗
教
主
任　

西
間
木　
　
　

順

　
皆
さ
ん
は
、
ミ
レ
ー
の
「
種
ま
く
人
」
と
い
う
絵
を
見
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
ミ
レ
ー
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
聖
書
や
信
仰
生
活
を
題
材
に
し
た
絵
を
書
い
て
い
ま
す
。「
種
ま
く
人
」
は
、
主
イ
エ
ス
の
「
種

ま
く
人
の
た
と
え
」
を
題
材
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
主
イ
エ
ス
の
「
種
ま
く
人
の
た
と
え
」
は
、
今
日
共
に

読
み
ま
し
た
箇
所
の
前
に
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。

今
日
の
箇
所
は
、
主
イ
エ
ス
が
、「
種
ま
く
人
の
た
と
え
」
を
語
り
終
え
た
後
、
主
イ
エ
ス
と
弟
子
と
の
問
答
で
あ

り
ま
す
。
弟
子
た
ち
が
、
主
イ
エ
ス
に
質
問
い
た
し
ま
す
。「
な
ぜ
、
あ
の
人
た
ち
に
は
た
と
え
を
用
い
て
お
話
し
に

な
る
の
で
す
か
。」
弟
子
た
ち
は
疑
問
に
思
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
自
分
た
ち
に
は
、
た
と
え
を
用
い
て
教

え
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
か
。
で
す
か
ら
、
主
イ
エ
ス
に
直
接
聞
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

弟
子
た
ち
の
言
う
「
あ
の
人
た
ち
」
と
は
誰
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
主
イ
エ
ス
の
教
え
を
聴
き
に
来
た

人
た
ち
で
あ
り
ま
す
。
聞
き
に
来
た
か
ら
と
い
っ
て
、
一
生
懸
命
話
を
聴
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
私
た

ち
は
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

高
校
で
授
業
を
し
て
い
ま
す
と
、
生
徒
の
授
業
に
臨
む
態
度
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
、
あ
る
い
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は
聞
い
て
い
る
振
り
を
し
て
、
別
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
生
徒
も
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
教
室
に
い
る
だ
け
で
、
授

業
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
生
徒
も
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
知
り
た
い
、
学
び
た
い
と
、
授
業
か

ら
新
し
い
知
識
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
生
徒
も
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
態
度
で
授
業
に
臨
む
か
は
、
実
は
、
自
分
の

決
断
に
よ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

確
か
に
主
イ
エ
ス
の
教
え
を
聞
こ
う
と
、
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
が
、
主
イ
エ
ス
は
そ
の
人
た
ち

の
こ
と
を
、「
見
て
も
、
見
ず
、
聞
い
て
も
聞
か
ず
、
理
解
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
主
イ
エ
ス
が
語
る
神
様
の
言
葉
を
聞
く
だ
け
で
終
わ
る
人
た
ち
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ス
と
い

う
有
名
な
人
の
話
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
行
っ
て
み
よ
う
か
、
何
か
面
白
い
話
を
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
か

ら
行
っ
て
み
よ
う
か
、
あ
る
い
は
、
周
り
の
人
が
行
く
か
ら
自
分
も
行
こ
う
か
、
と
い
う
程
度
で
集
ま
っ
て
来
た
人

た
ち
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
主
イ
エ
ス
の
教
え
を
心
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
な
い

人
た
ち
だ
、
と
言
え
ま
す
。
心
を
か
た
く
な
に
し
、
自
分
の
今
ま
で
の
歩
み
を
振
り
返
ろ
う
と
し
な
い
、
自
分
の
心

と
向
き
合
お
う
と
し
な
い
。
主
イ
エ
ス
の
言
葉
を
聞
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
屁
理
屈
を
な
ら
べ
、
受
け
入
れ
よ
う
と
は

し
な
い
。
素
直
に
聞
い
て
い
る
け
ど
、
心
の
中
で
は
拒
絶
す
る
。
そ
ん
な
人
た
ち
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
心
を
か
た
く
な
に
し
て
い
る
人
た
ち
に
対
し
、
主
イ
エ
ス
は
、
弟
子
た
ち
に
は
、「
あ
な
た
が
た
の
目

は
見
て
い
る
か
ら
幸
い
だ
。
あ
な
た
が
た
の
耳
は
聞
い
て
い
る
か
ら
幸
い
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
弟
子
た
ち
と
主
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イ
エ
ス
の
話
を
聞
き
に
集
ま
っ
て
来
て
い
る
人
と
の
違
い
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

弟
子
た
ち
は
、
主
イ
エ
ス
に
従
っ
た
人
た
ち
で
あ
り
ま
す
。
弟
子
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
っ
た
ペ
ト
ロ
は
、
も
と
も

と
は
漁
師
で
あ
り
ま
し
た
。
主
イ
エ
ス
の
「
わ
た
し
に
つ
い
て
来
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
、自
分
の
職
を
捨
て
、

主
イ
エ
ス
に
従
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
他
の
弟
子
達
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
弟
子
達
は
、
今
ま
で
の
自
分
の
生
き
方

を
変
え
よ
う
、
主
イ
エ
ス
に
従
お
う
、
と
い
う
決
断
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

主
イ
エ
ス
の
教
え
を
聞
い
た
だ
け
で
は
、
神
の
国
の
秘
密
が
、
実
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。「
主
イ
エ
ス
に

従
う
」
と
い
う
決
断
を
し
な
け
れ
ば
、
決
し
て
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

弟
子
達
は
、
神
様
の
秘
密
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
主
イ
エ
ス
に
従
う
と
い
う
決
断
を
し
、
主

イ
エ
ス
に
従
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
決
断
を
し
た
弟
子
た
ち
に
対
し
て
、
主
イ
エ
ス
が
、
わ
か
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
主
イ
エ
ス
が
、
神
様
の
秘
密
を
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
言
葉
だ

け
で
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
は
な
い
。
主
イ
エ
ス
は
身
を
も
っ
て
教
え
て
く
だ
さ
る
。
主
イ
エ
ス
は
、
病
気
の
人
の

そ
ば
へ
直
接
行
か
れ
ま
し
た
。
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
人
の
と
こ
ろ
へ
入
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
弟
子
た
ち
は
、
常

に
主
イ
エ
ス
の
そ
ば
に
い
て
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
直
接
見
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
イ
エ
ス
の
行
動
を
見
、

お
語
り
な
る
言
葉
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
弟
子
た
ち
は
、
神
の
国
の
秘
密
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。
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私
達
に
も
、
弟
子
達
と
同
じ
よ
う
な
決
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
群
集
の
よ
う
に
、

た
だ
見
て
い
る
、
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
自
分
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い

か
ら
、
聞
か
な
く
て
も
い
い
」、「
聖
書
に
は
、
い
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
、
で
も
自
分
に
は
関
係
が
な
い
」
と
思
っ

て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
、
礼
拝
で
神
の
言
葉
を
聞
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
学
と
い
う
授
業
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト

教
に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
、「
神
の
愛
」
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ

う
に
、
主
イ
エ
ス
は
、
身
を
持
っ
て
、
私
た
ち
に
「
神
の
愛
」
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た

ち
は
、「
神
の
愛
」
を
知
っ
て
い
る
。
主
イ
エ
ス
を
通
し
て
示
さ
れ
た
「
神
の
愛
」
を
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の

「
愛
」
に
応
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
決
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
主
イ
エ
ス
に
従
う
歩

み
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

東
北
学
院
の
第
二
代
院
長
で
あ
っ
た
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
先
生
は
、
宣
教
師
を
日
本
へ
派
遣
す
る
働
き
を
し
て
い
た
、

ア
メ
リ
カ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
手
紙
を
書
い
て
い
ま
す
。They are christian in their 

thinking and living. They

と
は
、
東
北
学
院
の
卒
業
生
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。christian

は
小
文
字
で
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
東
北
学
院
の
卒
業
生
は
大
部
分
は
思
想
的
に
も
生
き
方
や
考
え
方
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
的
人
生
観
な
の
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
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こ
の
学
校
で
、
学
ぶ
私
た
ち
の
決
断
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
ど
ん
な
に
「
決
断
」
を
し
て
も
、
順
風
満
帆
な
歩
み
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、

迷
う
こ
と
も
あ
る
、
絶
望
す
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
疑
う
こ
と
も
あ
る
。
信
じ
て
も
信
じ
き
れ
な
い
と
い
う

よ
う
な
思
い
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
茨
の
中
に
蒔
か
れ
た
種
、
石
の
上
に
蒔
か
れ
た
種
の
よ
う
な
も
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
に
お
い
て
で
も
、
主
イ
エ
ス
は
、
神
の
言
葉
と
い
う
種
を
、
私
た
ち
の
心
に
蒔
き
続
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
実
り
の
多
い
よ
い
土
地
に
な
る
よ
う
に
、
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
耕
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
心
は
、
よ
い
土
地
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
実
を
た
く
さ
ん
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。

決
断
に
は
信
頼
が
伴
い
ま
す
。
す
べ
て
を
主
に
委
ね
て
従
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、「
主
よ
、
お
話
し
く
だ
さ
い
。
僕

は
聞
い
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
心
で
、
主
イ
エ
ス
の
お
語
り
に
な
る
神
の
言
葉
を
聞
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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「
主
を
待
ち
望
む
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
宗　

教　

部　

長　

佐
々
木　

哲　

夫

　

詩
編
一
三
〇
編
一
〜
八
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
都み
や
こに
上の
ぼ

る
歌う
た

。

　

深ふ
か

い
淵ふ
ち

の
底そ
こ

か
ら
、
主し
ゅ

よ
、
あ
な
た
を
呼よ

び
ま
す
。

　
2
主し
ゅ

よ
、
こ
の
声こ
え

を
聞き

き
取と

っ
て
く
だ
さ
い
。

　

嘆な
げ

き
祈い
の

る
わ
た
し
の
声こ
え

に
耳み
み

を
傾
か
た
む
け
て
く
だ
さ
い
。

　
3
主し
ゅ

よ
、
あ
な
た
が
罪つ
み

を
す
べ
て
心
こ
こ
ろ
に
留と

め
ら
れ
る
な
ら

　

主し
ゅ

よ
、
誰だ

れ

が
耐た

え
え
ま
し
ょ
う
。

　
4
し
か
し
、
赦ゆ
る

し
は
あ
な
た
の
も
と
に
あ
り

　

人ひ
と

は
あ
な
た
を
畏お
そ

れ
敬
う
や
ま
う
の
で
す
。

　
5
わ
た
し
は
主し
ゅ

に
望の
ぞ

み
を
お
き
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わ
た
し
の
魂
た
ま
し
いは
望の
ぞ

み
を
お
き

　

御み

言こ
と

葉ば

を
待ま

ち
望の
ぞ

み
ま
す
。　

　
6
わ
た
し
の
魂
た
ま
し
いは
主し
ゅ

を
待ま

ち
望の
ぞ

み
ま
す

　

見み

張は

り
が
朝あ
さ

を
待ま

つ
に
も
ま
し
て

　

見み

張は

り
が
朝あ
さ

を
待ま

つ
に
も
ま
し
て
。

　　
7
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
主し
ゅ

を
待ま

ち
望の
ぞ

め
。

　

慈
い
つ
く
し
み
は
主し
ゅ

の
も
と
に

　

豊ゆ
た

か
な
贖
あ
が
な
い
も
主し
ゅ

の
も
と
に
。

　
8
主し
ゅ

は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を

　
　
　
　

す
べ
て
の
罪つ
み

か
ら
贖
あ
が
な

っ
て
く
だ
さ
る
。

　

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
章
一
四
〜
一
八
節

 

14
言こ
と
ばは
肉に
く

と
な
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
間
あ
い
だ
に
宿や
ど

ら
れ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
栄え
い

光こ
う

を
見み

た
。
そ
れ
は

父ち
ち

の
独ひ
と

り
子ご

と
し
て
の
栄え
い

光こ
う

で
あ
っ
て
、
恵め
ぐ

み
と
真し
ん

理り

と
に
満み

ち
て
い
た
。
15
ヨ
ハ
ネ
は
、
こ
の
方か
た

に
つ
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い
て
証あ
か

し
を
し
、
声こ
え

を
張は

り
上あ

げ
て
言い

っ
た
。「『
わ
た
し
の
後あ
と

か
ら
来こ

ら
れ
る
方か
た

は
、
わ
た
し
よ
り
優す
ぐ

れ

て
い
る
。
わ
た
し
よ
り
も
先さ
き

に
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
』
と
わ
た
し
が
言い

っ
た
の
は
、
こ
の
方か
た

の
こ
と
で

あ
る
。」
16
わ
た
し
た
ち
は
皆み
な

、
こ
の
方か
た

の
満み

ち
あ
ふ
れ
る
豊ゆ
た

か
さ
の
中な
か

か
ら
、
恵め
ぐ

み
の
上う
え

に
、
更さ
ら

に
恵め
ぐ

み

を
受う

け
た
。
17
律り
っ

法ぽ
う

は
モ
ー
セ
を
通と
お

し
て
与あ
た

え
ら
れ
た
が
、
恵め
ぐ

み
と
真し
ん

理り

は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通と
お

し

て
現
あ
ら
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
18
い
ま
だ
か
つ
て
、
神か
み

を
見み

た
者も
の

は
い
な
い
。
父ち
ち

の
ふ
と
こ
ろ
に
い
る
独ひ
と

り
子ご

で
あ
る
神か
み

、
こ
の
方か
た

が
神か
み

を
示し
め

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　最

初
の
ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
既
に
二
千
年
ほ
ど
の
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
今
日
の
私
た
ち
は
、
昔
の
時
代
と
違
っ
て

自
由
に
聖
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
、
福
音
書
を
読
む
こ
と
で
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
羊
飼
い
た
ち
に
現
れ
た
天
の
大
軍
、
占
星
術
の
学
者
た
ち
の
宝
物
、
家
畜
小
屋
に

寝
か
さ
れ
た
赤
子
、し
か
も
、こ
の
赤
子
が
最
後
に
十
字
架
に
つ
く
こ
と
ま
で
十
分
に
承
知
し
て
い
ま
す
。
ま
る
で
、

未
来
を
見
る
預
言
者
の
よ
う
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
誕
生
以
前
の
人
々
、
旧
約
聖
書
の
時
代
の
人
々
は
、
そ
う
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

彼
ら
は
メ
シ
ア
の
到
来
を
信
じ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
何
時
な
の
か
、
ま
た
、
そ
の
と
き
何
が
起
き
る
の
か

に
つ
い
て
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
っ
ぱ
ら
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
羊
飼
い
や
占
星
術
の
学
者
の
こ
と
で
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は
な
く
メ
シ
ア
誕
生
の
本
質
で
し
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
本
質
的
意
義
を
一
生
懸
命
に
見
て
い

た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
旧
約
聖
書
の
人
物
の
中
に
本
日
開
き
ま
し
た
聖
書
の
箇
所
、
詩
編
一
三
〇
編
の
詩
人
も

い
ま
し
た
。
詩
編
一
三
〇
編
を
中
心
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
意
義
に
つ
い
て
ご
一
緒
に
考
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

＊

さ
て
、
詩
編
一
三
〇
編
一
節
〜
六
節
の
部
分
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
部
分
の
内
容
を
六
つ
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
に
鍵
と
な
る
言
葉
に
注
目
し
な
が
ら
、
階
段
に
譬
え
て
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

最
初
に
三
つ
の
階
段
を
下
が
る
よ
う
に
読
み
、
そ
れ
か
ら
三
段
上
が
る
よ
う
に
読
む
と
い
う
組
み
立
て
で
す
。

ま
ず
一
段
目
で
す
。
こ
の
段
の
鍵
と
な
る
言
葉
は
一
節
の
「
深
い
淵
の
底
」
で
す
。「
深
い
淵
の
底
」
と
い
う
表

現
は
、「
海
の
底
」
や
「
沼
の
底
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
表
現
で
、
恐
ら
く
光
も
届
か
な
い
深
い
場
所
だ
と
推
測
さ

れ
ま
す
。
心
の
奥
底
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
真
っ
暗
な
心
の
底
か
ら
「
主
よ
」
と
叫
ん
で
い
る
詩
人
の
姿

が
連
想
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
一
段
下
が
る
と
第
二
段
目
の
鍵
と
な
る
言
葉
が
現
れ
て
き
ま
す
。
二
節
の
「
嘆
き
祈
る
わ
た
し
の
声
」

で
す
。「
嘆
き
祈
る
」
は
、
た
だ
祈
る
の
で
は
な
く
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
懇
願
す
る
祈
り
、
嘆
願
の
叫
び
で
す
。
詩

人
は
、「
私
の
声
を
聞
い
て
く
れ
」「
あ
な
た
の
耳
を
そ
ば
だ
て
て
く
れ
」
と
叫
ん
で
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
に
、
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詩
人
は
切
羽
詰
ま
っ
て
叫
び
祈
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
下
が
り
三
段
目
に
く
る
と
、詩
人
の
嘆
く
理
由
が
は
っ
き
り
と
し
ま
す
。
鍵
の
言
葉
は
罪
で
す
。「
主
よ
、

あ
な
た
が
罪
を
す
べ
て
心
に
留
め
ら
れ
る
な
ら
、
主
よ
、
誰
が
耐
え
え
ま
し
ょ
う
」（
三
節
）
と
詩
人
は
嘆
き
ま
す
。

自
ら
の
罪
を
問
題
に
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
こ
で
の
罪
と
は
、
ね
じ
曲
が
っ
た
行
い
、
裁
き
が
必
要
な
ほ
ど
の
堕

落
の
こ
と
で
す
。
詩
人
は
、
誰
も
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
の
奥
底
に
あ
る
自
分
の
罪
を
見
つ
め
て
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
深
い
淵
の
底
か
ら
叫
ぶ
者
と
な
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
真
っ
暗
な
闇
は
、
真
っ
暗
な
ま
ま
で
広
が
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
目
の
前
に
う
っ
す
ら
と
上
り
の
階
段
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
す
。
詩
人
は
、
た
め

ら
わ
ず
そ
の
階
段
を
上
り
ま
す
。

さ
て
、
上
り
階
段
の
一
段
目
の
鍵
は
、
赦
し
で
す
。「
赦
し
は
あ
な
た
の
も
と
に
あ
り
」（
四
節
）
と
断
言
し
て

い
ま
す
。
紀
元
五
世
紀
の
頃
で
す
が
、
自
分
の
罪
を
自
分
の
能
力
や
努
力
に
よ
っ
て
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
た
神
学
者
が
い
ま
し
た
。
健
康
で
能
力
抜
群
、
品
行
方
正
で
意
志
が
強
く
、
寸
分
の
隙
も
な
い
指
導
者
だ
っ

た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
彼
は
、功
徳
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
罪
の
赦
し
に
参
与
で
き
る
と
考
え
た
の
で
す
。
し
か
し
、

詩
編
一
三
〇
編
の
詩
人
は
「
罪
の
赦
し
は
、
主
に
あ
る
」
と
断
言
し
て
い
ま
す
。

も
う
一
段
上
る
と
、
深
い
淵
の
暗
闇
の
中
に
異
な
る
景
色
が
見
え
て
き
ま
す
。
五
節
と
六
節
の
言
葉
、
望
み
、

そ
し
て
希
望
で
す
。
主
に
望
み
を
置
き
、
主
の
言
葉
を
待
ち
望
む
と
い
う
の
で
す
。
詩
人
は
、
叫
び
求
め
る
こ
と
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を
や
め
、
罪
を
赦
す
主
の
到
来
を
待
ち
望
み
始
め
ま
す
。

さ
ら
に
一
段
の
ぼ
り
三
段
目
ま
で
く
る
と
、
そ
こ
は
も
は
や
絶
望
の
暗
闇
で
は
な
く
、
詩
人
は
見
張
り
番
の
気

持
ち
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
朝
日
の
光
が
差
し
込
む
の
を
待
つ
見
張
り
番
の
気
持
ち
で
す
。
光
の
到
来
、
罪

の
赦
し
の
到
来
、
そ
れ
が
詩
人
が
見
つ
め
た
ク
リ
ス
マ
ス
の
本
質
的
意
義
で
し
た
。

＊
＊

旧
約
聖
書
の
人
々
に
と
っ
て
、
罪
を
ど
の
よ
う
に
贖
う
か
は
、
実
存
的
な
重
要
問
題
で
し
た
。
命
を
も
っ
て
罪

を
贖
う
べ
き
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
の
で
す
が
、
自
分
の
命
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
自
分
の
存
在
が
消
え
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
、
牛
や
羊
な
ど
の
動
物
の
命
で
贖
い
の
儀
式
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
身
代

わ
り
の
動
物
で
は
不
完
全
で
す
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
赦
し
も
ま
た
不
完
全
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
、

繰
り
返
し
贖
い
の
犠
牲
を
捧
げ
た
の
で
し
た
。
他
方
、
彼
ら
は
完
全
な
赦
し
の
実
現
を
望
み
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、

罪
を
完
全
に
贖
う
こ
と
の
で
き
る
メ
シ
ア
の
到
来
を
待
ち
望
ん
だ
の
で
す
。
ま
る
で
、
朝
の
光
を
待
ち
望
む
見
張

り
の
よ
う
に
待
ち
望
ん
だ
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
新
約
聖
書
時
代
の
使
徒
た
ち
、
既
に
最
初
の
ク
リ
ス
マ
ス
を
体
験
し
た
者
た
ち
は
、
罪
の
贖
い
に

つ
い
て
、
詳
細
な
言
及
を
残
し
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
使
徒
パ
ウ
ロ
は
次
の
よ
う
に
記
し
ま
し
た
。　
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律
法
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
だ
れ
一
人
神
の
前
で
義
と
さ
れ
な
い
。

　
　
　

律
法
に
よ
っ
て
は
、
罪
の
自
覚
し
か
生
じ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
、第
三
章
二
〇
節
）

　
　
　

た
だ
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
る
贖
い
の
業
を
通
し
て
、

　
　
　

神
の
恵
み
に
よ
り
無
償
で
義
と
さ
れ
る
の
で
す
。

（
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
、
第
三
章
二
四
節
）

ま
た
、
使
徒
ペ
テ
ロ
も
記
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

キ
リ
ス
ト
は
、
…
十
字
架
に
か
か
っ
て
、

　
　
　

自
ら
そ
の
身
に
わ
た
し
た
ち
の
罪
を
担
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
　
　

わ
た
し
た
ち
が
、
罪
に
対
し
て
死
ん
で
、
義
に
よ
っ
て
生
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
す
。

　
　
　
　
（
ペ
ト
ロ
の
手
紙
第
一
、
第
二
章
二
四
節
）

彼
ら
が
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
こ
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
が
、
罪
を
完
全
に
贖
う
こ
と
の
で
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き
る
メ
シ
ア
の
到
来
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、「
言
は
肉
と
な
っ
て
、
わ
た
し
た
ち

の
間
に
宿
ら
れ
た
。
…
恵
み
と
真
理
と
に
満
ち
て
い
た
」
と
表
現
し
、
ま
た
、「
光
は
、
ま
こ
と
の
光
で
、
世
に
来

て
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
」「
光
は
暗
闇
の
中
で
輝
い
て
い
る
」
と
表
現
し
た
の
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕

生
を
、
暗
闇
の
中
に
差
し
込
ん
だ
一
条
の
光
に
譬
え
た
の
で
す
。
ま
さ
に
そ
れ
は
、
見
張
り
が
目
撃
し
た
朝
日
と

重
な
り
合
う
表
現
で
す
。

今
日
、
私
た
ち
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
誕
生
か
ら
二
千
年
ほ
ど
後
の
時
代
に
生
き
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
十
字
架
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
教
会
二
千
年
の
盛
衰
な
ど
多
く
の
こ
と
を
知
る
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
祝
う
者
の
見
つ
め
る
と
こ
ろ
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
ず
た
だ
一
点
で
す
。

そ
れ
は
、
恵
み
と
真
理
と
に
満
ち
た
ま
こ
と
の
光
の
到
来
、
罪
を
消
し
去
る
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来

と
い
う
一
点
で
す
。
今
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
、
私
た
ち
も
ま
た
そ
の
一
点
に
集
中
し
つ
つ
お
祝
い
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
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「
逆
転
し
た
立
ち
位
置
」

大
学
宗
教
主
任　

永　

井　

義　

之

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
九
章
一
節
〜
一
〇
節　

 

1
イ
エ
ス
は
エ
リ
コ
に
入は
い

り
、
町ま
ち

を
通と
お

っ
て
お
ら
れ
た
。

2
そ
こ
に
ザ
ア
カ
イ
と
い
う
人ひ
と

が
い
た
。
こ
の

人ひ
と

は
徴
ち
ょ
う

税ぜ
い

人に
ん

の
頭
か
し
ら
で
、
金か
ね

持も

ち
で
あ
っ
た
。

3
イ
エ
ス
が
ど
ん
な
人ひ
と

か
見み

よ
う
と
し
た
が
、
背せ

が
低ひ
く

か
っ

た
の
で
、
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うに
遮
さ
え
ぎ
ら
れ
て
見み

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

4
そ
れ
で
、
イ
エ
ス
を
見み

る
た
め
に
、
走は
し

っ

て
先さ
き

回ま
わ

り
し
、
い
ち
じ
く
桑ぐ
わ

の
木き

に
登の
ぼ

っ
た
。
そ
こ
を
通と
お

り
過す

ぎ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

5
イ
エ
ス
は
そ
の
場ば

所し
ょ

に
来く

る
と
、
上う
え

を
見み

上あ

げ
て
言い

わ
れ
た
。「
ザ
ア
カ
イ
、
急い
そ

い
で
降お

り
て
来き

な
さ
い
。

今き
ょ

日う

は
、
ぜ
ひ
あ
な
た
の
家い
え

に
泊と

ま
り
た
い
。」

6
ザ
ア
カ
イ
は
急い
そ

い
で
降お

り
て
来き

て
、
喜
よ
ろ
こ
ん
で
イ
エ
ス
を

迎む
か

え
た
。7
こ
れ
を
見み

た
人ひ

と

た
ち
は
皆み

な

つ
ぶ
や
い
た
。｢

あ
の
人ひ

と

は
罪つ

み

深ぶ
か

い
男

お
と
こ

の
と
こ
ろ
に
行い

っ
て
宿や

ど

を
と
っ

た
。｣

8
し
か
し
、
ザ
ア
カ
イ
は
立た

ち
上あ

が
っ
て
、
主し
ゅ

に
言い

っ
た
。｢

主し
ゅ

よ
、
わ
た
し
は
財ざ
い

産さ
ん

の
半は
ん

分ぶ
ん

を
貧ま
ず

し
い
人ひ
と

々び
と

に
施
ほ
ど
こ
し
ま
す
。
ま
た
、
だ
れ
か
か
ら
何な
に

か
だ
ま
し
取と

っ
て
い
た
ら
、
そ
れ
を
四
倍ば
い

に
し
て
返か
え

し

ま
す
。｣

9
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
今き
ょ

日う

、
救す
く

い
が
こ
の
家い
え

を
訪
お
と
ず
れ
た
。
こ
の
人ひ
と

も
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子こ

な

の
だ
か
ら
。
10
人ひ
と

の
子こ

は
、
失
う
し
な
わ
れ
た
も
の
を
捜さ
が

し
て
救す
く

う
た
め
に
来き

た
の
で
あ
る
。」
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エ
リ
コ
の
町
を
通
り
抜
け
よ
う
と
し
て
い
た
主
イ
エ
ス
に
徴
税
人
ザ
ア
カ
イ
が
出
会
っ
て
回
心
し
た
と
い
う
記

事
で
す
。
こ
の
記
事
で
注
目
す
べ
き
言
葉
は
イ
エ
ス
が
ザ
ア
カ
イ
を
「
見
上
げ
た
（
五
節
）」
と
い
う
言
葉
で
す
。

こ
れ
は
道
を
通
り
過
ぎ
よ
う
と
す
る
イ
エ
ス
を
群
衆
に
遮
ら
れ
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
背
の
低
い
ザ
ア
カ

イ
が
先
回
り
を
し
て
、
道
路
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
木
に
登
り
そ
こ
か
ら
イ
エ
ス
を
見
よ
う
と
し
た
、
そ
の
と
き
、
イ

エ
ス
が
下
か
ら
木
に
登
っ
て
見
お
ろ
し
て
い
る
ザ
ア
カ
イ
に
語
り
か
け
た
と
い
う
状
況
で
す
。
イ
エ
ス
は
道
路
を

歩
い
て
お
り
、
ザ
ア
カ
イ
は
木
に
登
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
当
然
イ
エ
ス
は
上
を
見
上
げ
て
ザ
ア
カ
イ
に
語
り

か
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
「
見
上
げ
る
」
と
い
う
言
葉
は
原
文
で
は
「
ア
ナ
ブ
レ
ポ
ー
」
と

い
う
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
は
「
見
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
「
再
び
見
え
る
（
視

力
回
復
）」
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ザ
ア
カ
イ
の
記
事
の
直
前
に
書
か
れ
て
い
た
の
は
ひ
と
り
の
盲
人
の
話
で
す

（
一
八
章
三
五
〜
四
三
節
）。
そ
こ
で
は
道
端
に
座
し
て
通
り
過
ぎ
る
人
々
に
物
乞
い
を
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た

盲
人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
今
イ
エ
ス
が
道
を
通
っ
て
行
か
れ
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
、
大
声
を
張
り
上
げ
て

憐
れ
み
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
イ
エ
ス
が
立
ち
止
ま
っ
て｢
何
を
し
て
ほ
し
い
の
か｣

と
尋
ね
ら
れ
た
、
そ
の
時
、

盲
人
は
「
主
よ
、
見
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
の
で
す｣

と
答
え
た
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
の
「
見
え
る
よ
う
に

な
る
」
と
い
う
言
葉
は
先
程
の
「
ア
ナ
ブ
レ
ポ
ー
」
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
盲
人
に
と
っ
て
自
分
と
イ
エ
ス
の
位
置
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関
係
は
、
盲
人
が
道
端
に
座
っ
て
前
に
立
っ
て
い
る
イ
エ
ス
を
見
上
げ
る
と
い
う
構
図
で
す
。
目
の
見
え
な
い
盲

人
が
自
分
の
前
に
立
っ
て
い
る
イ
エ
ス
を
見
上
げ
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
彼
の
視
力
が
回
復
さ
れ
再
び
見
え

る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
は
ず
で
す
。
こ
の
「
ア
ナ
ブ
レ
ポ
ー
」
は
読
む
人
に
二
重
の
意
味
、
か
け
言
葉

の
よ
う
に
作
用
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
、
そ
れ
は
主
イ
エ
ス
を
見
上

げ
る
こ
と
、
イ
エ
ス
を
ダ
ビ
デ
の
子
イ
エ
ス
と
崇
め
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
は
ず
で
す
。

さ
て
、
ザ
ア
カ
イ
の
話
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
ザ
ア
カ
イ
は
イ
エ
ス
を
見
よ
う
と
し
て
道
路
上
の
木
に
登
り
、
そ

こ
か
ら
「
見
お
ろ
そ
う
」
と
し
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
こ
の
行
動
は
ザ
ア
カ
イ
の
人
生
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
徴
税
人
と
し
て
同
胞
か
ら
は
軽
蔑
さ
れ
、
背
の
低
い
小
男
の
せ
い
で
嫌
が
ら
せ
に
も
会
っ

て
き
た
彼
に
は
、
同
胞
を
見
返
す
手
段
と
し
て
は
税
金
の
違
法
な
過
剰
と
り
た
て
に
よ
り
私
腹
を
肥
や
し
、
財
力

に
も
の
を
言
わ
せ
る
形
で
人
々
を「
見
お
ろ
す
」こ
と
が
彼
に
残
さ
れ
た
生
き
方
で
あ
り
ま
し
た
。「
見
お
ろ
す
」「
見

く
だ
す
」
人
生
を
送
っ
て
き
た
ザ
ア
カ
イ
に
突
然
、
下
か
ら
ザ
ア
カ
イ
を
見
上
げ
る
形
で
言
葉
を
か
け
て
き
た
の

は
主
イ
エ
ス
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
ザ
ア
カ
イ
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
し
た
。
い
つ
も
の
通
り
に
自
分

よ
り
「
下
に
」
世
の
中
を
見
て
き
た
の
で
、
こ
の
日
も
自
分
の
下
を
イ
エ
ス
と
か
い
う
有
名
人
が
通
っ
て
行
く
の

を
た
だ
眺
め
た
い
だ
け
で
し
た
。
し
か
し
今
や
、
見
上
げ
て
い
る
の
は
イ
エ
ス
の
方
で
、
自
分
は
見
お
ろ
す
位
置

に
い
る
こ
と
に
ザ
ア
カ
イ
は
気
付
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
リ
コ
の
盲
人
の
位
置
、
構
図
と
は
全
く
逆
で
す
。
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見
く
だ
し
て
い
た
自
分
が
今
や
見
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
居
心
地
の
悪
さ
か
ら
急
い
で
木
か
ら
下
り
て
イ
エ
ス

を
自
分
の
家
に
招
き
入
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
回
心
を
し
今
ま
で
の
生
活
を
一
新
す
る
の
で
す
。

ザ
ア
カ
イ
が
樹
上
で
感
じ
た
で
あ
ろ
う
居
心
地
の
悪
さ
と
は
何
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
イ
エ
ス
に
声
を
か
け

ら
れ
る
ま
で
の
彼
は
、
何
の
違
和
感
も
な
く
人
々
を
、
そ
し
て
世
の
中
を
見
く
だ
し
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
木
の
上
で
、
イ
エ
ス
に
見
上
げ
ら
れ
て
声
を
か
け
ら
れ
る
自
分
を
客
観
視
し
た
と
き
初
め
て
、
自
分
の

い
る
場
が
違
う
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
が
イ
エ
ス
を
見
お
ろ
し
、
イ
エ
ス
が
ザ
ア
カ
イ
を
見

上
げ
る
の
は
逆
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
来
見
上
げ
ら
れ
る
べ
き
方
で
あ
る
イ
エ
ス
が
低
い
位
置
に
立
っ
て
お

ら
れ
る
。
本
当
は
自
分
こ
そ
が
低
い
位
置
に
い
る
べ
き
で
あ
り
そ
こ
か
ら
イ
エ
ス
を
見
上
げ
る
の
が
筋
で
は
な
い

か
。
ザ
ア
カ
イ
が
感
じ
た
で
あ
ろ
う
違
和
感
の
実
態
は
、
人
間
と
し
て
あ
る
べ
き
位
置
に
い
な
い
自
分
を
ま
ざ
ま

ざ
と
知
ら
さ
れ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
イ
エ
ス
を
見
た
い
と
木
に
登
り
、
眺
め
を
一
人
占
め

し
よ
う
と
す
る
行
為
は
自
分
本
位
の
行
動
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
れ
を
何
と
も
思
わ
ず
実
行
に
移
し
人
が

ど
う
思
お
う
が
意
に
介
し
な
い
。
イ
エ
ス
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
る
ま
で
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
ザ
ア
カ

イ
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
イ
エ
ス
の
声
掛
け
を
受
け
て
初
め
て
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
彼
は
知
る
に
至
っ
た

の
で
す
。

主
イ
エ
ス
が
立
っ
て
お
ら
れ
る
低
い
場
所
、
そ
れ
は
聖
書
の
語
り
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
十
字
架
の
死
と
い
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う
低
い
場
所
で
あ
り
ま
す
。
ザ
ア
カ
イ
に
声
を
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
主
イ
エ
ス
は
十
字
架
の
死
と
い
う
低
い
所
か

ら
私
た
ち
を
見
上
げ
て
、声
を
か
け
て
下
さ
る
。そ
の
御
声
は
私
た
ち
が
本
来
い
る
べ
き
位
置
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

私
た
ち
が
勘
違
い
を
し
間
違
っ
た
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
修
正
で
き
る
よ
う
導
い
て
く
れ
ま
す
。

低
い
位
置
に
下
ら
れ
た
主
イ
エ
ス
は
同
時
に
ま
た
死
に
打
ち
勝
ち
復
活
さ
れ
た
主
イ
エ
ス
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
復

活
の
主
イ
エ
ス
を
見
上
げ
る
私
た
ち
を
共
に
立
ち
上
が
ら
せ
復
活
の
命
に
わ
た
し
た
ち
を
生
か
し
て
下
さ
る
の
で

す
。

　

祈
り
ま
し
ょ
う
。

憐
れ
み
深
い
神
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
共
に
復
活
に
あ
ず
か
ら
せ
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
を
生
か
し

て
く
だ
さ
る
救
い
の
恵
み
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
ど
う
か
、
私
た
ち
の
日
々
の
歩
み
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。
あ
な

た
の
御
声
を
聞
こ
う
と
し
な
い
と
き
、
私
た
ち
は
自
分
の
真
実
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
に
的
外
れ
な
生
き
方

を
し
て
い
て
も
そ
れ
と
気
づ
か
な
い
私
た
ち
で
す
。
ど
う
か
あ
な
た
の
御
声
を
聞
き
、
そ
れ
に
従
う
歩
み
が
で
き

ま
す
よ
う
導
い
て
く
だ
さ
い
。
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
よ
っ
て
お
願
い
し
ま
す
。
ア
ー
メ
ン

（
二
〇
一
一
年
九
月
二
〇
日
、
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
礼
拝
説
教
）
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「
砂
漠
で
祈
る
キ
リ
ス
ト
」

大
学
宗
教
主
任　

野　

村　
　
　

信

　

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
、　

第
一
章
三
五
〜
三
九
節

　

35
朝あ
さ

早は
や

く
ま
だ
暗く
ら

い
う
ち
に
、
イ
エ
ス
は
起お

き
て
、
人ひ
と

里ざ
と

離は
な

れ
た
所
と
こ
ろ
へ
出で

て
行い

き
、
そ
こ
で
祈い
の

っ
て
お

ら
れ
た
。
36
シ
モ
ン
と
そ
の
仲な
か

間ま

は
イ
エ
ス
の
後あ
と

を
追お

い
、
37
見み

つ
け
る
と
、「
み
ん
な
が
捜さ
が

し
て
い
ま
す
」

と
言い

っ
た
。
38
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
近ち
か

く
の
ほ
か
の
町ま
ち

や
村む
ら

へ
行い

こ
う
。
そ
こ
で
も
、
わ
た
し
は
宣せ
ん

教
き
ょ
う

す
る
。
そ
の
た
め
に
わ
た
し
は
出で

て
来き

た
の
で
あ
る
。」
39
そ
し
て
、ガ
リ
ラ
ヤ
中
じ
ゅ
う
の
会か
い

堂ど
う

に
行い

き
、宣せ
ん

教き
ょ
うし
、

悪あ
く

霊れ
い

を
追お

い
出だ

さ
れ
た
。

主
イ
エ
ス
は
、
暗
闇
の
中
、
砂
漠
で
祈
っ
て
お
ら
れ
た
、
と
今
、
読
み
ま
し
た
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
安

息
日
に
教
え
、
癒い
や

し
、
そ
の
夜
に
も
大
勢
の
人
々
の
病
や
苦
し
み
を
治
し
た
後
に
、
翌
日
、
ま
だ
暗
い
時
間
に
、

人
里
離
れ
た
所
で
祈
っ
て
お
ら
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
が
、
人
里
離
れ
た
所
と
は
、
荒
れ
野
、
砂
漠
と
訳
さ
れ
る
言

葉
で
す
。

な
ぜ
そ
ん
な
場
所
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。
人
々
の
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
祈
れ
な
い
の
で
し
ょ
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う
か
、騒
が
し
か
っ
た
の
で
す
か
。あ
る
い
は
、荒
れ
野
は
自
分
を
鍛き
た

え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
少
々
、
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
他
の
聖
書
の
箇
所
を
見
る
と
実
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
が
こ
の
荒
れ
野
、
砂
漠
で
起
き
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
有
名
な
五
〇
〇
〇
人
の
人
々
を
パ
ン
五
つ
と
魚
二
匹
で
養
う
と
い
う
奇
跡
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
人
里

離
れ
た
淋
し
い
と
こ
ろ
起
き
た
出
来
事
で
し
た
。
弟
子
た
ち
が
、
夕
方
に
な
っ
て
、
心
配
に
な
り
、
主
イ
エ
ス
に

「
こ
こ
は
人
里
離
れ
た
寂
し
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
砂
漠
で
す
か
ら
、
群
集
を
解
散
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
願
っ
た

の
で
す
。
そ
の
荒
れ
野
で
多
く
の
人
々
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
、養
わ
れ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
荒
れ
野
と
は
、

主
イ
エ
ス
が
初
期
の
こ
ろ
四
〇
日
間
断
食
を
し
た
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。

荒
れ
野
、
な
い
し
は
砂
漠
は
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
寂
し
い
、
孤
独
な
場
所
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

も
っ
と
深
い
意
味
を
持
つ
世
界
で
あ
り
、
こ
の
荒
れ
野
に
お
い
て
、
主
イ
エ
ス
は
、
父
な
る
神
に
近
づ
か
れ
た
と

聖
書
は
示
し
ま
す
。

旧
約
聖
書
の
中
に
お
い
て
も
、
砂
漠
は
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
聖
書
に
お
け
る
最
初
の
信

仰
の
人
と
言
わ
れ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
、
当
時
繁
栄
し
た
大
都
会
で
あ
っ
た
バ
ビ
ロ
ン
の
ウ
ル
と
い
う
町
か
ら
、
ハ

ラ
ン
と
い
う
町
に
行
っ
た
時
、
神
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
さ
ら
に
旅
を
し
て
、
カ
ナ
ン
の
地
へ
と
下
っ
て
い
く
よ
う
に

命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
恐
ら
く
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
目
の
前
に
は
、
果
て
し
な
く
広
が
る
砂
漠
が
あ
り
、
そ
れ
を
通
っ
て
、
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見
知
ら
ぬ
カ
ナ
ン
の
地
へ
と
移
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
す
。
し
か
も
あ
な
た
の
子
孫
は
、

星
の
数
の
よ
う
に
、
海
辺
の
砂
の
よ
う
に
増
や
す
と
神
か
ら
約
束
さ
れ
た
の
で
す
が
、
当
時
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
は

子
供
す
ら
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
と
に
か
く
砂
漠
を
越
え
て
、
見
知
ら
ぬ
カ
ナ
ン
の
地
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
過
ご
し

ま
し
た
。

そ
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
孫
に
あ
た
る
ヤ
コ
ブ
と
い
う
人
物
で
す
が
、
こ
の
人
は
家
の
中
で
、
も
め
ご
と
を
起
こ
し
、

家
か
ら
逃
げ
出
し
て
ハ
ラ
ン
へ
向
っ
て
行
き
ま
す
が
、
そ
の
旅
の
途
中
、
砂
漠
で
石
を
枕
に
し
て
寝
て
い
る
と
、

夢
の
中
に
天
と
地
を
つ
な
ぐ
階
段
が
現
れ
、
天
使
た
ち
が
そ
れ
を
上
っ
た
り
降
り
た
り
し
て
い
る
様
子
を
見
た
の

で
す
。
目
が
覚
め
て
か
ら
、
こ
ん
な
砂
漠
に
、
誰
も
い
な
い
は
ず
の
寂
し
い
所
に
、
神
の
世
界
へ
の
入
り
口
が
あ
っ

た
と
驚
い
て
、
そ
の
場
所
を
べ
テ
ル
（
天
の
門
）
と
名
付
け
た
の
で
す
。

こ
の
後
、
だ
い
ぶ
た
っ
て
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
は
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
カ
ナ
ン
の
地
へ
向
か
う
出
エ
ジ
プ
ト

と
い
う
出
来
事
を
体
験
し
ま
す
が
、
四
〇
年
間
、
荒
れ
野
、
砂
漠
を
旅
し
な
が
ら
、
神
に
様
々
に
働
き
か
け
ら
れ
、

導
か
れ
て
、
し
っ
か
り
鍛
え
ら
れ
て
故
郷
カ
ナ
ン
の
地
へ
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。　

他
に
も
砂
漠
で
起
こ
っ
た
驚
く
べ
き
出
来
事
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

に
と
り
、
そ
し
て
神
を
信
じ
る
人
々
に
と
っ
て
、
砂
漠
は
決
し
て
寂
し
い
、
人
気
の
な
い
恐
ろ
し
い
場
所
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
い
や
む
し
ろ
砂
漠
の
よ
う
な
世
界
に
あ
っ
て
こ
そ
、
全
能
な
る
神
に
出
会
う
こ
と
が
出
来
る
と
、
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こ
の
こ
と
は
私
た
ち
に
告
げ
て
き
ま
す
。

本
日
は
、
砂
漠
、
荒
れ
野
と
い
う
言
葉
を
強
調
し
て
、
こ
の
言
葉
の
も
つ
意
味
を
考
え
た
い
の
で
す
が
、
実
は
、

こ
の
こ
と
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
は
神
な
ど
い

な
い
、
何
の
良
い
も
の
も
な
い
、
と
思
え
る
よ
う
な
世
界
に
あ
っ
て
、
実
は
、
神
は
豊
か
に
働
い
て
下
さ
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

昔
、
東
京
砂
漠
と
い
う
言
葉
が
は
や
り
ま
し
た
。
大
都
会
に
多
く
の
人
が
い
る
の
に
、
誰
も
知
ら
な
い
、
気
付

か
な
い
、
拘か
ま

っ
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
孤
独
な
都
会
の
生
活
を
、
い
わ
ば
東
京
砂
漠
と
呼
ん
だ
の
で
す
。
今
も
、

実
際
あ
ま
り
変
わ
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
す
。
別
段
、
東
京
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
お

い
て
も
、
孤
独
で
、
寂
し
い
、
あ
る
い
は
、
何
も
面
白
く
な
く
、
退
屈
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
と
思
う
時
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
聖
書
は
私
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
世
界
に
置
か
れ
て
い
る
時
に
こ
そ
、
ま
さ
に
神
は
豊
か
に
働
き
、
祈

り
を
聞
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。　

本
日
は
、
一
二
月
一
日
で
あ
り
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
今
年
も
最
後
の
月
を
迎
え
、
い
さ
さ
か
時
の
た
つ
速
さ
に
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驚
い
て
し
ま
い
ま
す
。
今
年
一
年
を
振
り
返
る
と
、
本
当
に
大
変
な
年
で
あ
り
ま
し
た
し
、
ま
だ
明
る
い
話
題
や
、

光
が
見
え
な
い
、
厳
し
い
状
態
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
今
月
は
ク
リ
ス
マ
ス
を
迎
え
る
月
で
も
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
祝
う
時
で
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス

ト
の
生
ま
れ
た
時
代
は
、
ま
さ
に
暗
闇
が
立
ち
こ
め
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
は
馬
小
屋
と
い
う
と
て
も
人
間
が
住
む

よ
う
な
場
所
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、「
暗
闇
」
で
あ
り
「
砂
漠
」
の
中
で
の
キ
リ

ス
ト
の
誕
生
で
あ
る
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
行
く
手
に
暗
雲
が
垂た

れ
込
め
よ
う
と
も
、
無
味
乾
燥
な
世
界
が
広
が
っ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
奥
に
、

あ
る
い
は
、
そ
の
先
に
神
の
約
束
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
後
の
教
会
の
歴
史
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

こ
と
で
す
。
そ
し
て
私
た
ち
と
っ
て
も
希
望
な
の
で
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
荒
れ
野
、
砂
漠
へ
と
向
か
い
、
イ
ス
ラ

エ
ル
の
民
は
砂
漠
を
通
っ
て
故
郷
カ
ナ
ン
の
地
へ
と
帰
り
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
馬
小
屋
で
生
ま
れ
、
し
か

も
最
後
は
十
字
架
と
い
う
最
も
暗
い
闇
の
中
に
置
か
れ
た
の
で
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
無
意
味
の
な
い
こ
と
で
も
、
無
駄
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
光
は
暗
闇
に

輝
き
、
平
凡
で
な
ん
の
変
哲
も
な
い
世
界
に
か
け
が
え
の
な
い
豊
か
さ
と
、
尊
さ
が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
日
、
ま
だ
暗
い
う
ち
に
出
て
行
っ
て
砂
漠
で
祈
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
姿
は
、
何
よ
り
も
、
私
た
ち
に
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希
望
と
勇
気
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
私
た
ち
も
ま
た
、
厳
し
い
、
暗
い
、
大
変
に
見
え
る
現
実
の
中
に
あ
っ
て
、

な
お
キ
リ
ス
ト
が
そ
し
て
多
く
の
先
人
達
が
模
範
を
示
し
て
、
私
た
ち
に
勇
気
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で

す
。こ

の
時
、
ま
た
ク
リ
ス
マ
ス
を
迎
え
る
こ
の
時
期
、
私
た
ち
は
、
暗
闇
に
光
が
照
っ
た
こ
と
、
砂
漠
の
よ
う
な

無
味
乾
燥
な
世
界
に
神
は
豊
か
に
働
い
て
下
さ
る
こ
と
を
、
改
め
て
心
に
留
め
、
一
人
一
人
の
内
に
、
真
の
光
、

恵
み
が
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
祈
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
日　

大
学
礼
拝
説
教
）
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「
主
の
祈
り
」

大
学
宗
教
主
任　

佐
々
木　

勝
彦

　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
第
六
章
九
節

　

9
だ
か
ら
、
こ
う
祈い
の

り
な
さ
い
。

『
天て
ん

に
お
ら
れ
る
わ
た
し
た
ち
の
父ち
ち

よ
、

御み

名な

が
崇あ
が

め
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。』

今
日
は
、「
主
の
祈
り
」と
呼
ば
れ
る
個
所
の
最
初
の
部
分
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。こ
こ
で
言
う「
主
」と
は
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
で
あ
り
、「
主
の
祈
り
」
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
教
え
た
祈
り
と
い
う
意
味
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
祈
り
と
は
神
と
の
「
対
話
」
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
対
話
の
際
に
ま
ず
語
る
べ
き
言

葉
お
よ
び
そ
の
順
序
を
教
え
て
い
る
の
が
こ
の
祈
り
で
す
。

し
か
し
、
祈
り
は
「
対
話
」
で
あ
る
と
い
う
説
明
そ
の
も
の
が
ピ
ン
と
来
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の

思
い
浮
か
べ
る
祈
り
は
、
神
社
や
お
寺
で
の
祈
り
や
、
知
人
や
友
人
の
幸
せ
、
あ
る
い
は
世
界
の
平
和
を
祈
る
と

い
う
形
の
祈
り
だ
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
は
、「
私
」
が
祈
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
私
」
が
願
う
の
で
あ
り
、
極
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端
な
こ
と
を
言
え
ば
、「
私
」が
祈
る
必
要
が
な
い
と
思
え
ば
、祈
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
何
の
問
題
も
起
こ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
聖
書
は
、「
絶
え
ず
祈
り
な
さ
い
」（
Ⅰ
テ
サ
ロ
ニ
ケ
五
・
一
六
）
と
勧
め
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
感
覚

で
、
祈
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
祈
れ
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
聖
書
の
世
界
観
が
現
れ

て
い
ま
す
。
創
世
記
の
最
初
の
記
事
に
よ
る
と
、
世
界
も
、
月
も
、
星
も
、
太
陽
も
、
つ
ま
り
宇
宙
も
、
人
間
も
、

神
の
意
志
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
被
造
物
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
単
独
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ら
は
神
と
の
応
答
関
係
の
中
に
置
か
れ
て
お
り
、
神
は
す
べ
て
の
被
造
物
と
の
対
話
を
望
ん
で
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
祈
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
神
社
や
お
寺
で
、
荘
厳
な
雰
囲
気
の
中
で
祈
る
と
い
う
私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
、「
主
の
祈
り
」

の
前
提
と
す
る
世
界
観
は
大
き
く
違
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
祈
り
の
最
初
に
出
て
く
る
「
天
」
も
、
天

と
地
と
い
う
表
現
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
物
理
的
空
間
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
も
神
の
被
造
物
で
あ
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
、
神
御
自
身
の
力
が
及
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
指
し
ま
す
。
創
造
者
と
被
造
物
の
質
的
相
違
が
強
調
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
「
天
」
は
、
物
理
的
空
間
さ
え
越
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
同
じ
「
主

の
祈
り
」
が
記
さ
れ
て
い
る
ル
カ
福
音
書
の
記
事
に
は
、
こ
の
「
天
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
句
は
あ
り
ま
せ
ん
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
創
造
者
を
「
わ
た
し
た
ち
の
父
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
に
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お
け
る
祈
り
」（
マ
ル
コ
一
四
・
三
六
）
の
中
で
は
こ
う
祈
っ
て
い
ま
す
。「
ア
ッ
バ
、
父
よ
、
あ
な
た
は
何
で
も
お

で
き
に
な
り
ま
す
。
こ
の
杯
を
わ
た
し
か
ら
取
り
の
け
て
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
願
う
こ
と
で
は
な
く
、

御
心
に
適
う
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
。
こ
の
「
ア
ッ
バ
」
は
ア
ラ
ム
語
で
、「
父
」
に
親
し
み
を
込

め
て
呼
び
か
け
る
と
き
に
用
い
る
言
葉
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
個
所
を「
お
父
さ
ん
」と
訳
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
表
現
は
旧
約
聖
書
に
は
見
当
た
ら
ず
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
独
自
の
用
法
で
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

表
現
が
可
能
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
神
の
子
だ
か
ら
、
と
い
う
の
が
聖
書
の
答
え
で
す
。
彼
だ

け
が
被
造
物
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
神
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
神
の
子
で
あ
り
、
父
な
る
神
に
親
し
く
呼
び
か
け

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
「
主
の
祈
り
」
は
、
私
た
ち
に
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
、
そ
う

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。
信
頼
を
も
っ
て
呼
び
か
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　「
み
名
が
崇
め
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
の
祈
り
は
、
他
の
翻
訳
で
は
「
あ
な
た
の
名
が
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
ま
す

よ
う
に
」（
岩
波
訳
）
と
か
「
み
名
が
聖
と
さ
れ
ま
す
よ
う
に
」（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
）
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
が
「
名
」
と
い
う
表
現
と
「
崇
め
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
で
す
。
ま
ず
「
名
」

の
方
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

創
造
者
な
る
神
は
、
人
間
に
呼
び
か
け
、
ま
た
答
え
る
と
い
う
意
味
で
人
格
的
な
神
で
す
。
こ
の
神
は
、
モ
ー
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セ
に
対
し
て
「
わ
た
し
は
あ
る
。
わ
た
し
は
あ
る
と
い
う
者
だ
」（
出
エ
ジ
プ
ト
三
・
一
四
） 

と
自
ら
名
の
っ
た
神

で
す
。「
主
の
祈
り
」
の
中
で
と
な
え
ら
れ
る
「
名
」
は
、
世
界
を
作
り
、
歴
史
を
導
き
、
そ
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
を
遣
わ
し
た
神
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

「
崇
め
る
」
と
い
う
語
は
「
聖
と
す
る
」
と
も
訳
さ
れ
る
語
で
あ
り
、「
聖
」
は
「
人
間
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
被
造

物
と
の
隔
た
り
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
「
聖
」
は
神
の
本
性
を
表
す
語
で
す
が
、
こ
の
神
と
被
造

物
の
区
別
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
こ
の
神
の
「
聖
」
に
対
応
す
る
被
造
物
の
あ
り
方
を
指
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
そ
も
そ
も
こ
の
応
答
関
係
が
破
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ま
ず
こ
の
関
係
を
修
復
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

聖
書
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
創
造
者
な
る
神
の
働
き
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
神
は
救

い
の
神
あ
る
い
は
和
解
の
神
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
和
解
の
た
め
に
、
父
な
る
神
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ

た
の
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
す
。

し
た
が
っ
て「
み
名
が
崇
め
ら
れ
る
」と
は
、神
と
人
間
を
明
確
に
区
別
し
、し
か
も
こ
の
人
間
の
た
め
に
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
救
い
の
道
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
神
、
つ
ま
り
祈
り
の
可
能
性
を
生
み
だ
し
て
く
だ
さ
っ
た

神
を
覚
え
、
感
謝
し
、
讃
美
す
る
こ
と
で
す
。

「
主
の
祈
り
」
が
私
た
ち
の
一
般
の
祈
り
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
祈
り
に
お
い
て
ま
ず
私
た
ち
の
思
い
を
語
る

の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
た
め
に
救
い
の
業
を
実
現
さ
れ
る
神
を
思
い
起
こ
す
よ
う
に
勧
め
て
い
る
こ
と
で
す
。
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つ
ま
り
祈
り
は
、
そ
の
祈
り
へ
の
道
を
備
え
て
く
だ
さ
っ
た
神
御
自
身
へ
の
感
謝
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
し
か
し
も

ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
思
い
を
ぶ
つ
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
こ
の
祈

り
が
必
ず
聞
き
届
け
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
語
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
主

の
祈
り
」
の
後
半
部
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
主
の
祈
り
」
の
勧
め
る
方
向
と
私
た
ち
の
求
め
る
祈
り
の
方
向
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
ま
す
。

今
日
は
ま
ず
こ
の
違
い
に
注
目
し
て
み
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
の
中
で
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
祈
る
姿
を
目
に
し
ま
し
た
。
祈
り
は
、
人
間
に
と
っ
て
極
め
て

自
然
な
行
為
で
す
。
し
か
し
一
方
で
、
祈
り
と
は
何
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
が
出
て
く
る
の
も
事
実
で
す
。

次
回
は
、「
御
国
」
と
「
御
心
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、
一
緒
に
こ
の
「
主
の
祈
り
」
を
唱
和
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
き
っ
と
新
し
い
世
界
が
開
か
れ

て
く
る
は
ず
で
す
。
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私
は
こ
こ
に
い
る

大
学
宗
教
主
任　

北　
　
　
　
　

博

　

列
王
記
上
、
第
一
九
章
一
〜
一
二
節

　

1
ア
ハ
ブ
は
、
エ
リ
ヤ
の
行
お
こ
な

っ
た
す
べ
て
の
事こ
と

、
預よ

言げ
ん

者し
ゃ

を
剣
つ
る
ぎ
で
皆み
な

殺ご
ろ

し
に
し
た
次し

第だ
い

を
す
べ
て
イ
ゼ

ベ
ル
に
告つ

げ
た
。

2
イ
ゼ
ベ
ル
は
、
エ
リ
ヤ
に
使し

者し
ゃ

を
送お
く

っ
て
こ
う
言い

わ
せ
た
。「
わ
た
し
が
明あ

日す

の
こ
の

時じ

刻こ
く

ま
で
に
、
あ
な
た
の
命
い
の
ち
を
あ
の
預よ

言げ
ん

者し
ゃ

た
ち
の
一ひ
と

人り

の
命
い
の
ち
の
よ
う
に
し
て
い
な
け
れ
ば
、
神か
み

々が
み

が
幾い
く

重え

に
も
わ
た
し
を
罰ば
っ

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
。」

 

3
そ
れ
を
聞き

い
た
エ
リ
ヤ
は
恐お
そ

れ
、
直た
だ

ち
に
逃に

げ
た
。
ユ
ダ
の
ベ
エ
ル
・
シ
ェ
バ
に
来き

て
、
自じ

分ぶ
ん

の
従
じ
ゅ
う

者し
ゃ

を
そ
こ
に
残の
こ

し
、

4
彼か
れ

自じ

身し
ん

は
荒あ

れ
野の

に
入は
い

り
、
更さ
ら

に
一
日に
ち

の
道み
ち

の
り
を
歩あ
る

き
続つ
づ

け
た
。
彼か
れ

は
一
本ぽ
ん

の

え
に
し
だ
の
木き

の
下し

た

に
来き

て
座す

わ

り
、
自じ

分ぶ
ん

の
命

い
の
ち

が
絶た

え
る
の
を
願ね

が

っ
て
言い

っ
た
。「
主し

ゅ

よ
、
も
う
十

じ
ゅ
う

分ぶ
ん

で
す
。

わ
た
し
の
命
い
の
ち
を
取と

っ
て
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
は
先せ
ん

祖ぞ

に
ま
さ
る
者も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

5
彼か
れ

は
え
に
し
だ

の
木き

の
下し
た

で
横よ
こ

に
な
っ
て
眠ね
む

っ
て
し
ま
っ
た
。
御み

使つ
か

い
が
彼か
れ

に
触ふ

れ
て
言い

っ
た
。「
起お

き
て
食た

べ
よ
。」

6
見み

る
と
、
枕
ま
く
ら
も
と
に
焼や

き
石い
し

で
焼や

い
た
パ
ン
菓が

子し

と
水み
ず

の
入は
い

っ
た
瓶か
め

が
あ
っ
た
の
で
、
エ
リ
ヤ
は
そ
の
パ
ン

菓が

子し

を
食た

べ
、
水み
ず

を
飲の

ん
で
、
ま
た
横よ
こ

に
な
っ
た
。

7
主し
ゅ

の
御み

使つ
か

い
は
も
う
一
度ど

戻も
ど

っ
て
来き

て
エ
リ
ヤ
に
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触ふ

れ
、「
起お

き
て
食た

べ
よ
。
こ
の
旅た
び

は
長な
が

く
、
あ
な
た
に
は
耐た

え
難が
た

い
か
ら
だ
」
と
言い

っ
た
。

8
エ
リ
ヤ
は

起お

き
て
食た

べ
、
飲の

ん
だ
。
そ
の
食た

べ
物も
の

に
力
ち
か
ら
づ
け
ら
れ
た
彼か
れ

は
、
四
十
日に
ち

四
十
夜や

歩あ
る

き
続つ
づ

け
、
つ
い
に
神か
み

の
山や
ま

ホ
レ
ブ
に
着つ

い
た
。

9
エ
リ
ヤ
は
そ
こ
に
あ
っ
た
洞ほ
ら

穴あ
な

に
入は
い

り
、
夜よ

を
過す

ご
し
た
。
見み

よ
、
そ
の
と
き
、

主し
ゅ

の
言こ
と

葉ば

が
あ
っ
た
。「
エ
リ
ヤ
よ
、
こ
こ
で
何な
に

を
し
て
い
る
の
か
。」
10
エ
リ
ヤ
は
答こ
た

え
た
。「
わ
た
し
は

万ば
ん

軍ぐ
ん

の
神か
み

、
主し
ゅ

に
情
じ
ょ
う

熱ね
つ

を
傾
か
た
む
け
て
仕つ
か

え
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人ひ
と

々び
と

は
あ
な
た
と
の

契け
い

約や
く

を
捨す

て
、祭さ
い

壇だ
ん

を
破は

壊か
い

し
、預よ

言げ
ん

者し
ゃ

た
ち
を
剣
つ
る
ぎ
に
か
け
て
殺こ
ろ

し
た
の
で
す
。
わ
た
し
一ひ
と

人り

だ
け
が
残の
こ

り
、

彼か
れ

ら
は
こ
の
わ
た
し
の
命
い
の
ち
を
も
奪う
ば

お
う
と
ね
ら
っ
て
い
ま
す
。」
11
主し
ゅ

は
、「
そ
こ
を
出で

て
、
山や
ま

の
中な
か

で
主し
ゅ

の
前ま
え

に
立た

ち
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ
た
。
見み

よ
、
そ
の
と
き
主し
ゅ

が
通と
お

り
過す

ぎ
て
行い

か
れ
た
。
主し
ゅ

の
御み

前ま
え

に
は

非ひ

常じ
ょ
うに
激は
げ

し
い
風か
ぜ

が
起お

こ
り
、
山や
ま

を
裂さ

き
、
岩い
わ

を
砕く
だ

い
た
。
し
か
し
、
風か
ぜ

の
中な
か

に
主し
ゅ

は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。

風か
ぜ

の
後の
ち

に
地じ

震し
ん

が
起お

こ
っ
た
。
し
か
し
、
地じ

震し
ん

の
中な
か

に
も
主し
ゅ

は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
12
地じ

震し
ん

の
後の
ち

に
火ひ

が

起お

こ
っ
た
。
し
か
し
、
火ひ

の
中な
か

に
も
主し
ゅ

は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
火ひ

の
後の
ち

に
、
静し
ず

か
に
さ
さ
や
く
声こ
え

が
聞き

こ

え
た
。

エ
リ
ヤ
物
語
に
は
、
多
く
の
地
名
が
出
て
来
ま
す
。
エ
リ
ヤ
は
か
な
り
広
い
範
囲
を
歩
き
回
っ
た
末
、
遂
に
サ

マ
リ
ア
で
ア
ハ
ブ
王
の
前
に
姿
を
現
し
ま
す
。
当
時
の
サ
マ
リ
ア
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
、
つ
ま
り
分
裂
し
た
イ
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ス
ラ
エ
ル
の
北
王
国
の
首
都
で
、
宮
廷
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
エ
リ
ヤ
は
ア
ハ
ブ
王
に
対
し
て
、
バ
ア
ル
の

預
言
者
達
と
対
決
す
る
こ
と
を
告
げ
ま
す
。
そ
し
て
対
決
は
、
北
西
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
と
の
国
境
付
近
に
位
置
す
る

カ
ル
メ
ル
山
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
エ
リ
ヤ
が
こ
の
対
決
に
際
し
て
行
な
っ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル

十
二
部
族
連
合
の
原
点
に
立
っ
て
、古
い
壊
れ
た
祭
壇
を
修
復
す
る
こ
と
で
し
た
。エ
リ
ヤ
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
が
ヤ
ハ
ウ
ェ
で
あ
り
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
シ
ド
ン
出
身
の
王
妃
イ
ゼ
ベ
ル
が
自
分
の
出
身
地
か
ら

持
ち
込
ん
だ
バ
ア
ル
で
は
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
で
エ
リ
ヤ
は
、
イ
ゼ
ベ
ル
の

恨
み
を
買
い
、
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
以
上
が
こ
の
場
面
の
背
景
で
す
。

エ
リ
ヤ
は
北
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
南
の
ユ
ダ
王
国
の
そ
の
ま
た
南
の
は
ず
れ
に
あ
る
ベ
エ
ル
・
シ
ェ
バ
と
い
う
乾

燥
地
帯
ま
で
必
死
に
逃
走
し
た
末
、
遂
に
覚
悟
を
決
め
ま
す
。
し
か
し
神
の
御
使
い
に
食
物
と
飲
み
物
を
与
え
ら

れ
て
励
ま
さ
れ
、
力
を
得
て
更
に
南
へ
南
へ
と
荒
れ
地
を
ひ
た
す
ら
歩
き
続
け
ま
す
。
そ
し
て
四
十
日
四
十
夜
の

苛
酷
な
行
軍
の
末
、
遂
に
神
の
山
ホ
レ
ブ
に
辿
り
着
き
、
そ
こ
で
神
に
出
会
う
の
で
す
。

し
か
し
、
神
の
顕
現
は
意
外
な
形
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
山
を
裂
き
、
岩
を
も
砕
く
よ
う
な
激
し
い
風

が
吹
き
ま
し
た
が
、
神
は
そ
の
中
に
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
続
い
て
地
震
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
も
神
は

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
更
に
火
が
起
こ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
も
神
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
一
連
の
天
変

地
異
が
す
っ
か
り
過
ぎ
去
り
、
す
べ
て
が
静
ま
り
返
っ
た
後
に
、
静
か
に
さ
さ
や
く
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
。
そ
こ
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で
や
っ
と
エ
リ
ヤ
は
神
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
を
確
信
し
、
外
套
で
顔
を
隠
し
て
洞
穴
の
外
に
出
た
の
で
す
。
外
套

で
顔
を
隠
し
た
の
は
、
神
と
の
出
会
い
の
た
め
で
す
。
あ
ま
り
に
清
い
存
在
で
あ
る
神
を
直
接
目
に
す
る
と
、
人

間
は
死
ん
で
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
物
語
で
は
、
神
の
本
質
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
神
が
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
周

到
に
練
ら
れ
た
表
現
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
、
ま
ず
こ
こ
で
は
、
神
を
天
変
地
異
と
結
び
付
け
る
考
え
が
拒
否
さ
れ

て
い
ま
す
。
確
か
に
神
は
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
天
変
地
異
を
起
こ
す
こ
と
も
出
来
ま
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
神
の
本

質
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
の
神
た
る
ゆ
え
ん
は
、
奇
跡
を
起
こ
す
力
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
は
、
奇
跡

を
起
こ
す
力
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
服
従
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。も
っ

と
も
、
人
間
の
側
は
そ
れ
を
望
む
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
。
同
時
に
こ
こ
で
は
、
神
を
あ
る
特
定
の
場
所
、
聖
な

る
地
と
結
び
付
け
る
考
え
も
、
注
意
深
く
避
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
は
、
あ
る
人
物
や
人
々
の
集

団
を
既
存
の
場
所
か
ら
別
の
見
知
ら
ぬ
土
地
に
移
動
さ
せ
、
そ
の
旅
を
導
く
神
、
つ
ま
り
「
共
に
歩
む
神
」
で
あ
っ

て
、
特
定
の
場
所
と
結
び
付
い
た
土
地
の
守
り
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
旧
約
聖
書
の
神
の
一
つ
の
大
き
な

特
徴
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
エ
リ
ヤ
は
静
か
に
さ
さ
や
く
声
を
聞
い
た
時
、
な
ぜ
神
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
を
確
信
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
こ
で
少
し
、出
エ
ジ
プ
ト
記
三
章
に
書
か
れ
た
モ
ー
セ
の
召
命
記
事
を
読
み
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
モ
ー
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セ
は
、
羊
の
放
牧
を
し
て
い
ま
し
た
。
場
所
は
エ
リ
ヤ
の
場
合
と
同
じ
、
神
の
山
ホ
レ
ブ
で
す
。
燃
え
尽
き
な
い

柴
の
中
に
顕
現
し
た
神
は
、
モ
ー
セ
に
向
か
っ
て
虐
げ
ら
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
出
す

よ
う
命
じ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
尻
込
み
す
る
モ
ー
セ
に
、神
は
こ
う
言
い
ま
す
。「
私
は
在
る
、あ
な
た
と
共
に
」。

更
に
、
神
に
そ
の
名
を
明
か
す
よ
う
求
め
る
モ
ー
セ
に
対
し
て
、
神
は
な
ぜ
か
「
私
は
在
る
」
を
何
度
も
繰
り
返

し
ま
す
。
こ
の
謎
め
い
た
言
葉
、「
私
は
在
る
」
は
、あ
る
意
味
で
は
モ
ー
セ
の
求
め
に
対
す
る
拒
絶
で
し
た
。
モ
ー

セ
は
神
の
名
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
奇
跡
を
起
こ
す
力
に
自
分
も
与
り
た
い
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
が
、

神
は
自
分
が
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
形
式
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
示

し
た
の
で
す
。「
私
は
在
る
」。
そ
れ
に
よ
っ
て
神
は
、
自
分
の
存
在
が
人
間
の
側
の
あ
ら
ゆ
る
概
念
化
を
許
さ
な

い
、
存
在
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
ま
す
。
そ
う
し
た
後
、
初
め
て
神
は
自
己
限
定
し
、
自
ら
の
名

を
開
示
し
ま
す
。「
ヤ
ハ
ウ
ェ
」、
つ
ま
り
「
彼
は
在
ら
し
め
る
」、
こ
れ
が
神
の
示
し
た
自
ら
の
名
で
す
。
す
な
わ

ち
、
在
ら
し
め
る
者
、
出
来
事
を
起
こ
し
新
し
い
事
態
を
来
た
ら
せ
る
者
と
し
て
、
神
は
自
ら
の
存
在
を
具
体
化

す
る
の
で
す
。
そ
し
て
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
」
は
、そ
の
名
の
通
り
、出
エ
ジ
プ
ト
と
い
う
新
し
い
事
態
を
起
こ
し
ま
し
た
。

神
が
モ
ー
セ
に
対
し
て
繰
り
返
し
告
げ
た「
私
は
在
る
」と
い
う
言
葉
は
、原
語
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は「
エ
フ
イ
エ
」

と
い
う
柔
ら
か
い
響
き
を
持
つ
音
で
す
。
そ
れ
は
静
か
な
風
の
そ
よ
ぎ
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
音
で
す
。
エ
リ
ヤ

が
天
変
地
異
の
後
、
そ
の
中
に
神
が
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
失
望
を
味
わ
い
な
が
ら
静
寂
の
中
に
か
す
か
に
聞
き
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取
っ
た
の
は
、
実
に
は
頬
に
感
じ
た
微
か
な
風
の
音
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
エ
リ
ヤ
は
こ
の

微
か
な
風
の
中
に
、「
エ
フ
イ
エ
」、
私
は
今
こ
こ
に
、
あ
な
た
と
共
に
在
る
、
と
い
う
神
の
語
り
か
け
を
聞
き
取
っ

た
の
で
す
。

エ
リ
ヤ
が
追
い
込
ま
れ
た
状
況
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
上
も
な
く
絶
望

的
な
状
況
で
し
た
。
事
態
を
一
転
さ
せ
る
奇
跡
的
事
態
も
起
こ
ら
ず
、
絶
体
絶
命
の
危
機
の
中
で
、
彼
は
死
を
覚

悟
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
究
極
的
状
況
の
中
に
、
エ
リ
ヤ
は
神
を
こ
の
上
も
な
く
身
近
に
感
じ
取
り
、

今
こ
こ
に
神
が
い
る
こ
と
を
確
信
し
た
の
で
す
。

私
達
は
大
き
な
災
害
に
見
舞
わ
れ
、心
身
と
も
に
深
い
傷
を
負
い
ま
し
た
。あ
る
人
は
肉
親
や
親
し
い
友
を
失
い
、

あ
る
人
は
家
を
失
い
、
あ
る
人
は
仕
事
を
失
い
ま
し
た
。
誰
し
も
、
な
ぜ
自
分
達
が
こ
ん
な
目
に
遭
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
神
不
在
の
状
況
で
す
。
し
か
し
悲
し
み
と
苦

し
み
の
果
て
で
、
神
が
共
に
い
る
こ
と
を
感
じ
た
人
、
そ
れ
を
実
感
し
た
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
絶
望
の
中
に

微
か
な
希
望
を
感
じ
、
ふ
と
小
さ
な
力
が
沸
い
て
来
た
瞬
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
瞬
間
の
希
望
の
実
感
こ
そ
、

神
が
今
こ
こ
に
、
わ
た
し
と
共
に
い
る
、
と
い
う
し
る
し
な
の
で
す
。
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「
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
成
り
ま
す
よ
う
に
」

　
　
　
　

大
学
宗
教
主
任　

出　

村　

み
や
子

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
章
二
六
〜
三
八
節

  

26
六
か
月げ
つ

目め

に
、
天て
ん

使し

ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
ナ
ザ
レ
と
い
う
ガ
リ
ラ
ヤ
の
町ま
ち

に
神か
み

か
ら
遣つ
か

わ
さ
れ
た
。
27
ダ

ビ
デ
家け

の
ヨ
セ
フ
と
い
う
人ひ
と

の
い
い
な
ず
け
で
あ
る
お
と
め
の
と
こ
ろ
に
遣つ
か

わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

お
と
め
の
名な

は
マ
リ
ア
と
い
っ
た
。
28
天て
ん

使し

は
、
彼か
の

女じ
ょ

の
と
こ
ろ
に
来き

て
言い

っ
た
。「
お
め
で
と
う
、
恵め
ぐ

ま

れ
た
方か
た

。
主し
ゅ

が
あ
な
た
と
共と
も

に
お
ら
れ
る
。」
29
マ
リ
ア
は
こ
の
言こ
と

葉ば

に
戸と

惑ま
ど

い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨あ
い

拶さ
つ

は

何な
ん

の
こ
と
か
と
考
か
ん
が
え
込こ

ん
だ
。
30
す
る
と
、
天て
ん

使し

は
言い

っ
た
。「
マ
リ
ア
、
恐お
そ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
な
た

は
神か
み

か
ら
恵め
ぐ

み
を
い
た
だ
い
た
。
31
あ
な
た
は
身み

ご
も
っ
て
男
お
と
こ
の
子こ

を
産う

む
が
、
そ
の
子こ

を
イ
エ
ス
と
名な

付づ

け
な
さ
い
。
32
そ
の
子こ

は
偉い

大だ
い

な
人ひ

と

に
な
り
、
い
と
高た

か

き
方か

た

の
子こ

と
言い

わ
れ
る
。
神か

み

で
あ
る
主し

ゅ

は
、
彼か

れ

に
父ち

ち

ダ
ビ
デ
の
王お
う

座ざ

を
く
だ
さ
る
。
33
彼か
れ

は
永え
い

遠え
ん

に
ヤ
コ
ブ
の
家い
え

を
治お
さ

め
、
そ
の
支し

配は
い

は
終お

わ
る
こ
と
が
な
い
。」

34
マ
リ
ア
は
天て
ん

使し

に
言い

っ
た
。「
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
男
お
と
こ
の

人ひ
と

を
知し

り
ま
せ
ん
の
に
。」
35
天て
ん

使し

は
答こ
た

え
た
。「
聖せ
い

霊れ
い

が
あ
な
た
に
降く
だ

り
、
い
と
高た
か

き
方か
た

の
力
ち
か
ら
が
あ
な
た

を
包つ
つ

む
。
だ
か
ら
、生う

ま
れ
る
子こ

は
聖せ
い

な
る
者も
の

、神か
み

の
子こ

と
呼よ

ば
れ
る
。36
あ
な
た
の
親し
ん

類る
い

の
エ
リ
サ
ベ
ト
も
、
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年と
し

を
と
っ
て
い
る
が
、
男
お
と
こ
の
子こ

を
身み

ご
も
っ
て
い
る
。
不ふ

妊に
ん

の
女
お
ん
な
と
言い

わ
れ
て
い
た
の
に
、
も
う
六
か
月げ
つ

に
な
っ
て
い
る
。
37
神か
み

に
で
き
な
い
こ
と
は
何な
に

一ひ
と

つ
な
い
。」
38
マ
リ
ア
は
言い

っ
た
。「
わ
た
し
は
主し
ゅ

の
は
し

た
め
で
す
。
お
言こ
と

葉ば

ど
お
り
、
こ
の
身み

に
成な

り
ま
す
よ
う
に
。」
そ
こ
で
、
天て
ん

使し

は
去さ

っ
て
行い

っ
た
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
会
の
暦
で
あ
る
教
会
暦
で
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
を
待
ち
望
む
待
降
節
（
ア
ド
ヴ
ェ
ン
ト
）
に
入
り
、

夜
の
街
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
見
る
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
語
で
待
降
節
と
訳
さ
れ
る
ア
ド
ヴ
ェ
ン
ト
（advent

）
は
、
ラ
テ
ン
語
で
到
来
を
意
味
す
るadvenio

と
い

う
動
詞
に
由
来
す
る
言
葉
で
、
教
会
で
は
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
の
期
間
を
ア
ド
ヴ
ェ
ン
ト
キ
ャ
ン
ド
ル
に
毎
週
一
本

ず
つ
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯
し
つ
つ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
人
類
の
も
と
に
到
来
し
た
意
味
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
静

か
に
過
ご
し
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
国
で
は
な
い
日
本
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
も
例
年
な
ら
ば
待
ち
遠
し
い
ク
リ
ス

マ
ス
で
す
が
、3.11

の
大
震
災
で
多
く
の
方
々
が
犠
牲
に
な
り
、
故
郷
や
住
む
家
を
失
っ
て
い
ま
だ
不
自
由
な
生

活
を
続
け
て
い
る
方
々
が
身
近
に
い
る
こ
と
を
思
う
時
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
前
に
悲
し
み
や
戸
惑
い
を
覚
え
る
学
生

も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
大
学
で
学
ぶ
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
今
年
は
特
に

神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
こ
の
世
に
到
来
し
た
ク
リ
ス
マ
ス
の
意
味
を
静
か
に
問
う
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
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本
日
お
読
み
し
た
聖
書
の
箇
所
は
、
受
難
・
復
活
の
記
事
と
並
ん
で
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
中
で
神
学
的
に
も

文
化
史
的
に
も
大
変
重
要
な
箇
所
の
一
つ
で
す
。
こ
の
記
事
は
、
突
然
に
救
い
主
を
身
ご
も
る
と
い
う
出
来
事
に

直
面
し
て
、
戸
惑
い
、
考
え
込
み
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
神
の
ご
計
画
と
し
て
喜
び
を
も
っ
て
受
け
入

れ
よ
う
と
す
る
一
人
の
若
き
女
性
マ
リ
ア
の
心
の
葛
藤
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
事
に
描
い
て
い
ま
す
。
二
八
節
を
ご
覧

下
さ
い
。
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
マ
リ
ア
に
「
お
め
で
と
う
、
恵
ま
れ
た
方
、
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と

告
げ
た
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
マ
リ
ア
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
あ
ま
り
に
突
然
の
出
来
事
に
当
惑
し
た
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
九
節
に
は
「
マ
リ
ア
は
こ
の
言
葉
に
戸
惑
い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨
拶
は
何
の
こ
と
か
と
考

え
込
ん
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
リ
ア
は
天
使
の
告
知
を
受
け
た
際
に
、
な
ぜ
自
分
が
天
使
の
祝
福
を
受
け

る
の
か
当
惑
し
、
考
え
込
ん
で
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
場
面
に
直
面
し
た
の
で
す
。

お
と
め
の
マ
リ
ア
に
天
使
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
人
類
の
救
い
主
と
な
る
べ
き
男
の
子
の
誕
生
を
告
げ
る
こ
の
場
面

は
「
受
胎
告
知
」
と
し
て
知
ら
れ
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
を
始
め
と
し
て
多

く
の
宗
教
画
家
が
手
掛
け
て
い
ま
す
。
喜
び
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
天
使
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
対
し
て
、
両
手
を

胸
の
前
で
組
ん
で
従
順
に
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
と
る
マ
リ
ア
を
描
い
た
「
受
胎
告
知
」
の
美
し
い
絵
を
、
こ
れ
ま

で
皆
さ
ん
も
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
扱
っ
た
絵
画
に
は
も
ち
ろ
ん
、
当

惑
し
、
考
え
込
ん
で
い
る
マ
リ
ア
の
姿
は
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
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次
に
三
〇
節
以
下
に
記
さ
れ
た
天
使
の
告
知
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
天
使
は
「
マ
リ
ア
、
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。

あ
な
た
は
神
か
ら
恵
み
を
い
た
だ
い
た
。
あ
な
た
は
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
が
、
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
名
付

け
な
さ
い
。
そ
の
子
は
偉
大
な
人
に
な
り
、
い
と
高
き
方
の
子
と
言
わ
れ
る
。
神
で
あ
る
主
は
、
彼
に
父
ダ
ビ
デ

の
王
座
を
く
だ
さ
る
。
彼
は
永
遠
に
ヤ
コ
ブ
の
家
を
お
さ
め
、
そ
の
支
配
は
終
わ
る
こ
と
が
な
い
」
と
高
ら
か
に

告
げ
る
の
で
す
。
天
使
の
告
知
の
言
葉
に
は
、
救
い
主
と
な
る
イ
エ
ス
の
誕
生
が
は
っ
き
り
と
告
げ
ら
れ
、
こ
こ

で
は
当
時
の
人
々
が
メ
シ
ア
の
誕
生
を
ダ
ビ
デ
の
家
系
と
結
び
付
け
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
北
学

院
大
学
の
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝
で
は
毎
年
ヘ
ン
デ
ル
の
『
メ
サ
イ
ア
』
が
高
ら
か
に
歌
わ
れ
ま
す
が
、
ま
さ
に
救
い

主
メ
シ
ア
の
誕
生
は
人
類
に
対
し
て
な
さ
れ
た
神
の
大
い
な
る
恵
み
の
業
な
の
で
す
。

し
か
し
マ
リ
ア
は
天
使
の
こ
の
告
知
に
対
し
て
も
、「
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。

わ
た
し
は
男
の
人
を
知
り
ま
せ
ん
の
に
」
と
当
惑
し
、
天
使
の
言
葉
に
反
問
し
て
い
る
の
で
す
。
マ
リ
ア
に
は
通

常
の
出
産
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
出
来
事
が
告
知
さ
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
名
も
な
き
一
人
の
女
性
で
あ
る
自
分

に
神
が
目
を
留
め
、救
い
主
の
母
と
な
る
こ
と
な
ど
、マ
リ
ア
に
は
想
像
を
絶
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
天
使
は
三
度
目
に
、
マ
リ
ア
が
聖
霊
に
よ
っ
て
身
ご
も
っ
た
こ
と
、「
神
に
で
き
な
い
こ
と
は
何
一

つ
な
い
こ
と
」、
そ
し
て
そ
の
証
拠
と
し
て
マ
リ
ア
の
親
類
の
エ
リ
サ
ベ
ト
も
不
妊
の
女
性
の
ま
ま
高
齢
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
力
に
よ
っ
て
今
男
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
る
と
告
げ
た
の
で
す
。
洗
礼
者
ヨ
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ハ
ネ
の
誕
生
で
す
。
ル
カ
福
音
書
で
は
、
マ
リ
ア
は
最
終
的
に
「
神
に
で
き
な
い
こ
と
は
何
一
つ
な
い
」
と
の
天

使
の
言
葉
を
従
順
に
受
け
入
れ
ま
す
。
そ
し
て
三
八
節
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
わ
た
し
は
主
の
は
し
た
め

で
す
。
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
成
り
ま
す
よ
う
に
」
と
言
っ
て
天
使
の
告
知
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
い
る
の

で
す
。

こ
う
し
て
マ
リ
ア
が
天
使
の
告
知
を
従
順
に
受
け
入
れ
る
こ
の
最
後
の
場
面
が
、
有
名
な
「
受
胎
告
知
」
の
絵

画
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
際
に
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、
宗
教
画
家
た
ち
が
そ
の
場
面
に

一
様
に
、
マ
リ
ア
の
前
に
開
か
れ
た
聖
書
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
画
家
た
ち
は
、
マ
リ
ア
の
前
に
ち
ょ
う
ど

旧
約
聖
書
の
イ
ザ
ヤ
書
七
章
一
四
節
が
広
げ
て
あ
り
、
マ
リ
ア
は
天
使
の
告
知
を
聞
い
た
時
に
、
預
言
者
イ
ザ
ヤ

の
預
言
の
言
葉
、「
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
生
む
。
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
」
と

の
言
葉
が
自
ら
の
身
に
成
就
し
た
こ
と
を
悟
っ
た
の
だ
と
理
解
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
こ
と
は
マ
タ
イ
福
音

書
に
収
録
さ
れ
た
「
受
胎
告
知
」
の
記
事
に
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
こ
で
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
の
一
章
一
八
節
以
下
に
記
さ
れ
た
天
使
に
よ
る
受
胎
告
知
の
場
面
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
天
使
は
マ
リ
ア
の
婚
約
者
の
ヨ
セ
フ
に
対
し
て
、
夢
で
聖
霊
に
よ
る
救
い
主
イ
エ
ス
の
誕
生

を
告
げ
て
い
ま
す
が
、
二
二
節
で
「
こ
の
す
べ
て
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
は
、
主
が
預
言
者
を
通
し
て
言
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ
、
続
い
て
先
ほ
ど
の
預
言
者
イ
ザ
ヤ
の
「
見
よ
、
お
と
め
が
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身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
生
む
。
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
」
の
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
マ
リ
ア
の
「
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
成
り
ま
す
よ
う
に
」
と
の
言
葉
は
、「
聖
書
に
書
か
れ
た
言

葉
の
通
り
に
」
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
マ
リ
ア
は
聖
書
の
言
葉
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
信
仰
者
の
モ
デ
ル

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
教
会
の
歴
史
の
中
で
、
何
ら
明
る
い
未
来
の
到
来
を
信

じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
の
中
に
置
か
れ
た
多
く
の
人
々
は
、
不
安
や
苦
難
の
中
で
神
の
言
葉
に
希
望
を
託
し
、

神
に
の
み
信
頼
す
る
こ
と
を
マ
リ
ア
に
学
ん
で
き
た
の
で
す
。

ク
リ
ス
マ
ス
は
神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
地
上
へ
の
到
来
を
喜
び
祝
う
時
で
す
が
、
今
年
は3.11

の
大
震

災
以
来
そ
れ
ま
で
の
暮
ら
し
が
一
変
し
、
不
安
や
悲
し
み
の
中
で
ク
リ
ス
マ
ス
を
迎
え
る
人
々
が
私
た
ち
の
身
近

に
も
多
く
お
ら
れ
ま
す
。
東
北
地
方
に
住
む
わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
が
今
年
は
何
度
日
常
の
劇
的
変
化
に
戸
惑
い
、

考
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
遭
遇
し
た
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
今
日
選
ん
だ
聖
書
の
箇
所
を
読
み
な
が
ら
、

報
道
で
伝
え
ら
れ
た
、
震
災
時
に
出
産
し
た
あ
る
女
性
の
勇
気
を
思
い
、
ま
た
被
災
地
で
母
と
な
る
多
く
の
女
性

た
ち
の
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。
皆
マ
リ
ア
の
よ
う
に
多
く
の
不
安
と
困
難
の
中
で
命
を
は
ぐ
く
み
、
た
く
ま
し
く

母
と
な
っ
て
い
く
女
性
た
ち
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
自
ら
が
置
か
れ
た
状
況
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
な
が
ら
、
ク

リ
ス
マ
ス
を
迎
え
る
こ
の
準
備
の
時
で
あ
る
ア
ド
ヴ
ェ
ン
ト
の
期
間
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
意
味
に
つ
い
て
静
か
に
問

う
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
豊
か
な
世
界
へ
の
招
き
」

大
学
宗
教
主
任　

村　

上　

み　

か

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
四
章
一
五
〜
二
四
節

  

15

食
し
ょ
く

事じ

を
共と
も

に
し
て
い
た
客
き
ゃ
く
の
一ひ
と

人り

は
、
こ
れ
を
聞き

い
て
イ
エ
ス
に
、「
神か
み

の
国く
に

で
食
し
ょ
く

事じ

を
す
る
人ひ
と

は
、

な
ん
と
幸
さ
い
わ
い
な
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
言い

っ
た
。
16
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
あ
る
人ひ
と

が
盛せ
い

大だ
い

な
宴え
ん

会か
い

を
催
も
よ
お
そ
う
と
し
て
、
大お
お

勢ぜ
い

の
人ひ
と

を
招ま
ね

き
、
17
宴え
ん

会か
い

の
時じ

刻こ
く

に
な
っ
た
の
で
、
僕
し
も
べ
を
送お
く

り
、
招ま
ね

い
て
お
い

た
人ひ
と

々び
と

に
、『
も
う
用よ
う

意い

が
で
き
ま
し
た
か
ら
、
お
い
で
く
だ
さ
い
』
と
言い

わ
せ
た
。
18
す
る
と
皆み
な

、
次つ
ぎ

々つ
ぎ

に
断
こ
と
わ

っ
た
。
最さ
い

初し
ょ

の
人ひ
と

は
、『
畑
は
た
け
を
買か

っ
た
の
で
、
見み

に
行い

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
、
失し
つ

礼れ
い

さ
せ
て

く
だ
さ
い
』
と
言い

っ
た
。
19
ほ
か
の
人ひ
と

は
、『
牛う
し

を
二
頭と
う

ず
つ
五
組く
み

買か

っ
た
の
で
、
そ
れ
を
調し
ら

べ
に
行い

く
と

こ
ろ
で
す
。
ど
う
か
、
失し

つ

礼れ
い

さ
せ
て
く
だ
さ
い
』
と
言い

っ
た
。
20
ま
た
別べ

つ

の
人ひ

と

は
、『
妻つ

ま

を
迎む

か

え
た
ば
か
り

な
の
で
、
行い

く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
』
と
言い

っ
た
。
21
僕し
も
べは
帰か
え

っ
て
、
こ
の
こ
と
を
主し
ゅ

人じ
ん

に
報ほ
う

告こ
く

し
た
。
す

る
と
、
家い
え

の
主し
ゅ

人じ
ん

は
怒お
こ

っ
て
、
僕
し
も
べ
に
言い

っ
た
。『
急い
そ

い
で
町ま
ち

の
広ひ
ろ

場ば

や
路ろ

地じ

へ
出で

て
行い

き
、
貧ま
ず

し
い
人ひ
と

、
体
か
ら
だ

の
不ふ

自じ

由ゆ
う

な
人ひ
と

、目め

の
見み

え
な
い
人ひ
と

、足あ
し

の
不ふ

自じ

由ゆ
う

な
人ひ
と

を
こ
こ
に
連つ

れ
て
来き

な
さ
い
。』
22
や
が
て
、僕
し
も
べ
が
、

『
御ご

主し
ゅ

人じ
ん

様さ
ま

、
仰お
お

せ
の
と
お
り
に
い
た
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
席せ
き

が
あ
り
ま
す
』
と
言い

う
と
、
23
主し
ゅ

人じ
ん

は
言い

っ
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た
。『
通と
お

り
や
小こ

道み
ち

に
出で

て
行い

き
、
無む

理り

に
で
も
人ひ
と

々び
と

を
連つ

れ
て
来き

て
、
こ
の
家い
え

を
い
っ
ぱ
い
に
し
て
く
れ
。

24
言い

っ
て
お
く
が
、
あ
の
招ま
ね

か
れ
た
人ひ
と

た
ち
の
中な
か

で
、
わ
た
し
の
食
し
ょ
く

事じ

を
味あ
じ

わ
う
者も
の

は
一ひ
と

人り

も
い
な
い
。』」

日
々
の
生
活
を
し
て
い
る
と
、
瞬
く
間
に
時
が
経
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
社
会
人
は
仕
事
を
片
付
け
て
い
る
う
ち
に
、

そ
し
て
学
生
は
勉
強
や
部
活
動
、
あ
る
い
は
ア
ル
バ
イ
ト
を
こ
な
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
一
日
が
終

わ
り
、
い
つ
の
間
に
か
一
週
間
が
終
わ
っ
て
い
る
、
皆
さ
ん
も
そ
の
よ
う
な
経
験
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
多
く
の
課
題
を
抱
え
る
生
活
の
中
で
、
私
た
ち
は
な
す
べ
き
こ
と
と
、
そ
う

で
な
い
こ
と
を
、
意
識
的
に
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
取
捨
選
択
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
も
、
そ
れ

ぞ
れ
基
準
が
あ
っ
て
、
優
先
さ
せ
る
べ
き
こ
と
と
、
後
回
し
に
す
る
こ
と
を
判
断
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
際
、

皆
さ
ん
の
基
準
は
何
で
あ
る
の
か
、
考
え
て
み
た
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
自
分
に
と
っ
て
の
判
断
基
準
は
何

な
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
の
基
準
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
基
準
は
果
た
し
て
意
味
あ
る
も
の
な
の
か
、
改
め
て

考
え
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
先
の
聖
書
の
箇
所
は
考
え
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
あ
る
人
が
盛
大
な
宴
会
を
催
そ
う
と
多
く
の
人
を
招
き
、
そ
の
時
間
が
来
る
と
僕
を
送
っ
て
、「
用
意
が
で
き
ま

し
た
の
で
、
お
い
で
く
だ
さ
い
」
と
誘
っ
た
と
こ
ろ
、
皆
、
次
々
に
断
わ
り
ま
す
。
一
人
は
「
畑
を
買
っ
た
の
で
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見
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
あ
る
人
は
「
牛
を
飼
っ
た
の
で
調
べ
に
行
く
と
こ
ろ
だ
」
と
言
い
、
ま
た

別
の
人
は
「
妻
を
迎
え
た
ば
か
り
で
、
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
、
み
な
断
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ

れ
を
聞
い
た
主
人
は
怒
っ
て
、「
町
に
出
て
、
貧
し
い
人
、
体
の
不
自
由
な
人
、
目
の
見
え
な
い
人
、
足
の
不
自
由

な
人
」
を
連
れ
て
来
る
よ
う
に
と
命
じ
ま
す
。
そ
こ
で
僕
は
町
に
出
て
、
言
わ
れ
た
通
り
に
彼
ら
を
招
く
と
、
彼

ら
は
そ
の
招
き
に
応
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
招
い
た
の
に
来
な
か
っ
た
人
た
ち
に
つ
い
て
、
主
人
が
、
彼
ら
は
「
私

の
食
事
を
味
わ
う
こ
と
は
な
い
」
と
語
っ
た
と
い
う
お
話
で
す
。
こ
れ
は
イ
エ
ス
の
た
と
え
話
で
、「
神
の
国
」
に

つ
い
て
語
ら
れ
た
も
の
で
す
。

「
神
の
国
」
と
い
う
の
は
、
聖
書
で
は
「
天
の
国
」
と
も
表
現
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
死
後
に
行
く
世
界
の
こ
と

で
は
な
く
、
神
の
支
配
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
神
の
思
い
が
成
就
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
意
味
し
ま
す
。
イ
エ
ス
は
人
々

に
神
を
愛
す
る
こ
と
、
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
を
教
え
、
神
の
思
い
に
満
ち
た
真
実
の
世
界
に
生
き
る
あ
り
方
を
伝

え
ま
し
た
。
し
か
し
聞
い
た
人
々
は
、
な
か
な
か
こ
れ
を
理
解
し
な
い
の
で
す
。
人
と
し
て
豊
か
に
生
き
る
あ
り

方
へ
と
招
い
て
も
、
そ
の
意
味
を
理
解
せ
ず
、
他
に
や
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
と
、
な
か
な
か
応
じ
て
く
れ
な
い
、

そ
の
よ
う
な
人
々
の
反
応
を
、
イ
エ
ス
は
宣
教
活
動
の
中
で
経
験
し
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
の
嘆
き
が
、
こ
の
た
と

え
話
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。

私
た
ち
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
招
き
を
断
わ
る
人
た
ち
と
、
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
キ
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リ
ス
ト
教
学
の
授
業
や
礼
拝
で
聖
書
の
話
を
聞
い
て
も
、
こ
れ
は
自
分
と
は
違
う
生
き
方
と
考
え
る
、
自
分
と
は

違
う
世
界
の
、自
分
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
と
考
え
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、話
を
聞
い
た
と
き
に
は
、

確
か
に
そ
う
だ
と
納
得
し
て
も
、
礼
拝
堂
を
出
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
に
囚
わ
れ
て
、
い
つ
の

間
に
か
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
そ
の
結
果
、
そ
の
人
の
中
に
聖
書
の
言
葉
が
根
を
下
ろ
す
こ
と
は
な
い
…
こ
の

よ
う
な
人
々
の
無
理
解
や
無
関
心
を
イ
エ
ス
は
嘆
い
て
い
る
の
で
す
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

よ
う
な
心
の
問
題
よ
り
も
、
こ
の
厳
し
い
現
実
世
界
を
生
き
抜
い
て
い
く
た
め
に
は
、
知
識
や
技
術
を
身
に
つ
け
、

自
分
の
能
力
に
磨
き
を
か
け
る
こ
と
の
方
が
重
要
だ
と
思
う
人
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
社
会
に
出
て
か
ら

は
、「
神
を
愛
し
、
人
を
愛
す
」
な
ど
言
っ
て
い
て
は
、
競
争
に
負
け
て
し
ま
う
、
現
実
的
に
生
き
延
び
る
た
め
の

策
を
練
る
こ
と
の
方
が
大
切
だ
と
思
う
人
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
畑
や
牛
を
見
に
行
っ
た
り
、
家
庭
生
活
を

優
先
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
と
、
同
じ
よ
う
な
発
想
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
畑
や
牛
を
見
る
こ
と
も
、
家

庭
生
活
も
、
能
力
に
磨
き
を
か
け
る
こ
と
も
、
大
切
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
目
の
前
の
問
題
に
の
み
、

心
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
問
題
が
私
た
ち
の
生
き
る
目
標
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
人
は
、

人
と
し
て
豊
か
な
生
活
を
決
し
て
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
そ
う
イ
エ
ス
は
言
う
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な

人
々
の
中
に
は
、
彼
の
「
食
事
を
味
わ
う
者
は
一
人
も
い
な
い
」、
つ
ま
り
イ
エ
ス
の
教
え
る
豊
か
な
世
界
を
味
わ

う
こ
と
な
く
、
彼
ら
は
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
す
。
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し
か
し
、
全
て
の
人
が
招
き
を
断
わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
貧
し
い
人
々
、
体
の
不
自
由
な
人

た
ち
は
や
っ
て
来
た
の
で
す
。
彼
ら
は
、
当
時
の
イ
ス
ラ
エ
ル
社
会
で
は
、
評
価
さ
れ
な
い
人
間
、
軽
蔑
さ
れ
る

人
間
、
自
分
の
力
で
は
生
き
て
い
け
な
い
人
間
で
し
た
。
そ
の
彼
ら
は
、
イ
エ
ス
の
招
き
に
応
じ
た
の
で
す
。
な

ぜ
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
彼
ら
は
、
社
会
で
評
価
を
受
け
て
い
る
人
た
ち
と
は
異
な
っ
て
、
少
な
く
と
も
軽
蔑
さ

れ
ず
に
堂
々
と
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
る
人
た
ち
と
は
違
っ
て
、気
に
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
少
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
囚
わ
れ
る
も
の
が
少
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
彼
ら
は
大
切
な
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
、

そ
れ
に
素
直
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
彼
ら
は
自
分
の
貧
し
さ
に
苦
悩
し
て
い
た

は
ず
で
す
。
経
済
的
な
貧
し
さ
の
み
で
な
く
、
自
分
の
存
在
の
貧
し
さ
を
彼
ら
は
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

だ
か
ら
、
豊
か
な
食
事
、
つ
ま
り
豊
か
な
世
界
へ
の
招
き
は
、
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

す
ぐ
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
す
。

貧
し
さ
を
知
る
人
、
深
い
苦
悩
の
淵
に
突
き
落
と
さ
れ
た
人
々
が
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
よ
く
理
解
し
、
豊
か
な

世
界
へ
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
物
語
は
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
当
面
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

心
を
奪
わ
れ
て
い
る
人
々
は
、
な
か
な
か
真
実
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
面
の
課
題
を
こ
な
し
て
い
る
う

ち
に
時
が
た
ち
、
何
を
や
っ
て
き
た
の
か
分
か
ら
な
い
中
途
半
端
な
人
生
を
送
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
警

告
が
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
中
途
半
端
な
生
き
方
は
、
存
在
の
貧
し
さ
を
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知
る
こ
と
を
通
し
て
変
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
物
語
は
教
え
て
い
ま
す
。
自
分
と
い
う
存
在
の
貧
し
さ
を
知
る

こ
と
は
、
私
た
ち
に
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
感
性
を
育
み
、
人
間
と
し
て
豊
か
な
生
の
あ
り
方
へ
開

か
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
、全
て
の
人
に
可
能
な
こ
と
な
の
で
す
。
自
分
が
い
っ
た
い
、何
を
大
切
に
生
き
て
い
る
の
か
、

そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
は
ど
れ
だ
け
満
た
さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
い
始
め
た
い
と
思
い

ま
す
。
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人
生
を
変
え
る
出
会
い

大
学
宗
教
主
任
・
文
学
部
総
合
人
文
学
科
助
教　

原　

田　

浩　

司

　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
第
四
章
一
八
〜
二
二
節　

 

18
イ
エ
ス
は
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖こ

の
ほ
と
り
を
歩あ
る

い
て
お
ら
れ
た
と
き
、
二ふ
た

人り

の
兄
き
ょ
う

弟だ
い

、
ペ
ト
ロ
と
呼よ

ば
れ
る

シ
モ
ン
と
そ
の
兄
き
ょ
う

弟だ
い

ア
ン
デ
レ
が
、
湖
み
ず
う
みで
網あ
み

を
打う

っ
て
い
る
の
を
御ご

覧ら
ん

に
な
っ
た
。
彼か
れ

ら
は
漁
り
ょ
う

師し

だ
っ
た
。

19
イ
エ
ス
は
、「
わ
た
し
に
つ
い
て
来き

な
さ
い
。
人に
ん

間げ
ん

を
と
る
漁
り
ょ
う

師し

に
し
よ
う
」
と
言い

わ
れ
た
。
20
二ふ
た

人り

は

す
ぐ
に
網あ
み

を
捨す

て
て
従
し
た
が

っ
た
。
21
そ
こ
か
ら
進す
す

ん
で
、
別べ
つ

の
二ふ
た

人り

の
兄
き
ょ
う

弟だ
い

、
ゼ
ベ
ダ
イ
の
子こ

ヤ
コ
ブ
と
そ

の
兄
き
ょ
う

弟だ
い

ヨ
ハ
ネ
が
、
父ち
ち

親お
や

の
ゼ
ベ
ダ
イ
と
一い
っ

緒し
ょ

に
、
舟ふ
ね

の
中な
か

で
網あ
み

の
手て

入い

れ
を
し
て
い
る
の
を
御ご

覧ら
ん

に
な

る
と
、
彼か
れ

ら
を
お
呼よ

び
に
な
っ
た
。
22
こ
の
二ふ
た

人り

も
す
ぐ
に
、
舟ふ
ね

と
父ち
ち

親お
や

と
を
残の
こ

し
て
イ
エ
ス
に
従
し
た
が

っ
た
。

　
今
日
の
聖
書
は
、
ペ
ト
ロ
と
ア
ン
デ
レ
の
兄
弟
、
ヤ
コ
ブ
と
ヨ
ハ
ネ
の
兄
弟
が
は
じ
め
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

と
出
会
っ
た
と
い
う
場
面
で
す
。
今
日
の
聖
書
の
箇
所
か
ら
「
人
生
を
変
え
る
出
会
い
」
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ

に
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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今
日
の
聖
書
の
箇
所
に
登
場
し
た
四
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
漁
師
」
と
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、

先
祖
の
代
か
ら
ず
っ
と
漁
師
を
し
て
き
た
家
系
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
漁
師
以
外
の
生
き
方
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
来
る
日
も
来
る
日
も
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
に
漁
に
出
て
は
魚
を
獲
り
、

そ
し
て
獲
っ
た
魚
を
売
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
。
そ
れ
が
今
日
の
四
人
の
普
通
の
暮
ら
し
で
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
人
た
ち
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
を
通
し
て
、
彼
ら
の
生
き
方
が
が
ら
り
と
変
え
ら
れ
て
い
く
。

今
日
の
聖
書
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
場
面
で
す
。
そ
う
い
う
劇
的
な
場
面
な
の
で
す
が
、
今
日

の
聖
書
で
は
、
ご
く
さ
ら
り
と
し
か
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

さ
て
、
皆
さ
ん
の
多
く
は
、
東
北
学
院
大
学
に
入
っ
て
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
に
出
会
っ
た
と
い
う
学
生
が
ほ

と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
が
皆
さ
ん
に
期
待
し
た
い
こ
と
は
、
四
年
と
い
う
限
ら
れ
た
大
学
生
活
で
す
が
、

こ
の
期
間
に
、
皆
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
方
向
性
に
、
何
か
し
ら
決
定
的
な
意
味
を
与
え
る
よ
う
な
出
会
い

を
経
験
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

個
人
的
な
話
し
に
な
り
ま
す
が
、
わ
た
し
は
東
北
学
院
大
学
の
卒
業
生
で
す
。
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
の
先
輩
に
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な
り
ま
す
。
大
学
三
年
生
の
時
、
わ
た
し
に
と
っ
て
人
生
を
変
え
る
出
会
い
を
経
験
し
ま
し
た
。
わ
た
し
は
こ
う

し
て
礼
拝
で
聖
書
の
話
を
し
、
キ
リ
ス
ト
教
学
の
講
義
も
担
当
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
当
時
、
実
は
、
一
度
も
教

会
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
普
通
の
」
大
学
生
で
し
た
。
聖
書
の
内
容
と
か
キ
リ
ス
ト
教
が
教
え
て

い
る
内
容
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
さ
ほ
ど
興
味
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
生
き
方
に

は
、
問
題
意
識
と
い
う
か
、
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
大
学
に
入
学
し
て
か
ら
、
二
年
生
が
終
わ
る

ま
で
の
二
年
間
で
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
作
家
で
あ
る
三
浦
綾
子
さ
ん
が
書
い
た
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
な
ど
、
文
庫
本

で
発
表
さ
れ
て
い
る
作
品
を
全
て
読
破
し
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
心
の
片
隅
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
、
多
少

な
り
の
関
心
や
問
題
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。
大
学
三
年
生
の
夏
の
こ
と
で
す
が
、ひ
と
り
、自
転
車
で
十
日
間
ほ
ど
、

三
浦
綾
子
さ
ん
が
小
説
の
舞
台
で
書
い
た
場
所
を
予
め
ル
ー
ト
に
入
れ
な
が
ら
、
北
海
道
を
旅
行
し
ま
し
た
。

わ
た
し
が
大
学
に
入
学
し
た
春
に
、
最
初
に
読
ん
だ
三
浦
綾
子
さ
ん
の
小
説
が
『
塩
狩
峠
』
で
し
た
。
こ
の
小

説
に
衝
撃
を
受
け
、
次
へ
、
ま
た
次
へ
、
と
い
う
具
合
に
、
三
浦
綾
子
さ
ん
の
小
説
を
読
み
進
め
て
行
き
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
旅
行
を
計
画
し
た
時
、
こ
の
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
塩
狩
峠
を
訪
れ
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

当
時
は
、
今
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
本
屋
で
売
ら
れ
て
い
る
市
販
の
北
海
道
の

地
図
を
探
し
て
も
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
仙
台
を
出
発
す
る
時
の
ル
ー
ト
に
、
残
念
な



− 86 −− 87 −

が
ら
塩
狩
峠
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
旅
行
が
思
い
の
ほ
か
、
ペ
ー
ス
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
、
最
北
端
の
稚
内
に
つ
い
て
か
ら
、
家
路
を
急
ぐ
た
め
に
、
急
き
ょ
ル
ー
ト
を
変
更
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

稚
内
か
ら
旭
川
に
向
か
う
ル
ー
ト
に
変
更
し
、
自
転
車
の
ペ
ダ
ル
を
こ
い
で
い
た
時
、
そ
の
土
地
の
地
名
を
示
す

看
板
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。「
塩
狩
峠
」
で
し
た
。
わ
た
し
は
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
そ
の
日
は
、
本
当

に
想
定
外
の
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
上
回
る
の
想
定
外
の
こ
と
が
こ
の
後
起
き
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
話
し
た
い
経
緯
は
あ
り
ま
す
が
、
結
論
だ
け
を
言
い
ま
す
と
、
わ
た
し
は
こ
の
日
の
夜
、
三
浦
綾
子
さ

ん
本
人
の
自
宅
の
玄
関
に
い
ま
し
た
。
本
当
に
全
く
の
想
定
外
で
し
た
。
当
時
の
三
浦
綾
子
さ
ん
は
パ
ー
キ
ン
ソ

ン
病
が
進
行
し
て
い
て
、
既
に
絶
筆
状
態
で
し
た
。
亡
く
な
ら
れ
る
3
年
前
の
こ
と
で
す
。

玄
関
で
の
束
の
間
の
立
ち
話
で
し
た
が
、
三
浦
綾
子
さ
ん
と
直
接
お
会
い
し
、
お
話
し
を
し
た
の
で
す
が
、
別

れ
際
に
わ
た
し
に
言
っ
た
言
葉
を
今
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
わ
た
し
が
お
い
と
ま
す
る
最
後
に
、
こ
う
言
わ

れ
ま
し
た
。「
あ
な
た
は
こ
れ
ま
で
教
会
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」。
わ
た
し
は
答
え
ま
し
た
。「
い
い
え
、

一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
」。
す
る
と
「
わ
た
し
が
小
説
の
中
で
書
い
て
き
た
こ
と
は
み
な
、
教
会
で
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
す
。で
す
か
ら
、旅
行
か
ら
帰
っ
た
ら
、あ
な
た
も
教
会
へ
行
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」。「
は
い
、わ
か
り
ま
し
た
」。

そ
う
約
束
し
て
、
別
れ
ま
し
た
。
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わ
た
し
は
北
海
道
旅
行
か
ら
帰
り
、
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
会
に
足
を
運
び
ま
し
た
。
そ
れ
が
大
学
三
年
の
後

期
が
は
じ
ま
っ
た
九
月
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
わ
た
し
の
人
生
が
変
わ
り
ま
し
た
。
大
学
を
卒
業
後
、
東
京

神
学
大
学
に
編
入
学
し
、
さ
ら
に
四
年
間
学
び
直
し
、
卒
業
後
に
、
六
年
半
ほ
ど
、
大
阪
で
キ
リ
ス
ト
教
会
の
牧

師
と
し
て
働
き
ま
し
た
。
東
北
学
院
大
学
で
過
ご
し
た
学
生
時
代
に
、
自
分
が
描
い
て
い
た
人
生
が
が
ら
り
と
変

わ
り
ま
し
た
。
わ
た
し
は
自
分
が
全
く
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
人
生
を
、
今
ま
さ
に
歩
ん
で
い
ま
す
。
三
浦
綾
子

さ
ん
と
の
出
会
い
は
、
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
今
日
皆
さ
ん
と
読
ん
だ
聖
書

の
箇
所
で
、ペ
ト
ロ
や
ア
ン
デ
レ
た
ち
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、わ
た
し
は
、三
浦
綾
子
さ
ん
と
の
出
会
い
を
き
っ

か
け
に
し
て
教
会
と
出
会
い
、
そ
し
て
礼
拝
を
通
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
ら

で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
の
人
生
は
変
わ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

大
学
で
は
こ
う
し
て
毎
日
、
礼
拝
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
礼
拝
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
が

出
来
事
と
な
る
場
で
す
。
こ
こ
に
い
る
皆
さ
ん
も
、
礼
拝
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
を
体
験
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
そ
れ
が
わ
た
し
の
願
い
で
す
、
そ
し
て
、
礼
拝
を
通
し
て
、
皆
さ
ん
の
学
生
生
活
が
よ
り
豊
か
な
も

の
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
よ
う
に
。
そ
し
て
、
皆
さ
ん
の
人
生
が
、
皆
さ
ん
が
思
い
描
い
て
い
る
以
上
に
、

よ
り
豊
か
な
、そ
し
て
よ
り
意
義
の
あ
る
も
の
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
よ
う
に
。そ
の
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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祈
り

主
な
る
神
さ
ま
。
こ
う
し
て
東
北
学
院
大
学
と
の
出
会
い
が
、
学
生
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
、
自
分
の
生
き
方
、

自
分
の
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。
そ
し
て
、
東
北
学
院
の

礼
拝
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
を
も
た
ら
し
、
み
な
さ
ん
の
人
生
を
変
え
て
い
く
、
そ
の
場
と
な
り

ま
す
よ
う
に
。
こ
の
大
震
災
で
、
様
々
な
形
で
、
今
、
人
生
が
変
わ
っ
た
人
た
ち
が
わ
た
し
た
ち
の
周
囲
に
大
勢

い
ま
す
。
今
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
も
、
こ
う
し
て
大
学
で
の
学
び
の
生
活
を
続
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
今
そ

れ
ぞ
れ
に
こ
の
貴
重
な
時
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
今
わ
た
し
た
ち
が
過
ご
し
て
い
る
こ

の
時
を
、
研
鑽
と
、
自
己
の
心
身
の
成
長
と
向
上
の
た
め
に
、
有
意
義
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
、
学
生

一
人
ひ
と
り
の
生
活
を
あ
な
た
が
支
え
、
導
い
て
く
だ
さ
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
よ
っ
て
、
祈
り
願

い
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
。  
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「
神
へ
の
問
い
」

総
合
人
文
学
科
長　

原　

口　

尚　

彰

　

ヨ
ブ
記
、
第
三
一
章
三
五
〜
四
〇
節

 

35
ど
う
か
、
わ
た
し
の
言い

う
こ
と
を
聞き

い
て
く
だ
さ
い
。

見み

よ
、
わ
た
し
は
こ
こ
に
署し
ょ

名め
い

す
る
。

全ぜ
ん

能の
う

者し
ゃ

よ
、
答こ
た

え
て
く
だ
さ
い
。

わ
た
し
と
争
あ
ら
そ
う
者も
の

が
書か

い
た
告こ
く

訴そ

状じ
ょ
うを

36
わ
た
し
は
し
か
と
肩か
た

に
担に
な

い

冠か
ん
む
りの
よ
う
に
し
て
頭
あ
た
ま
に
結む
す

び
付つ

け
よ
う
。

37
わ
た
し
の
歩あ

ゆ

み
の
一い

っ

歩ぽ

一い
っ

歩ぽ

を
彼か

れ

に
示し

め

し

君く
ん

主し
ゅ

の
よ
う
に
彼か
れ

と
対た
い

決け
つ

し
よ
う
。

38
わ
た
し
の
畑
は
た
け
が
わ
た
し
に
対た
い

し
て
叫さ
け

び
声ご
え

を
あ
げ

そ
の
畝う
ね

が
泣な

き
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39
わ
た
し
が
金か
ね

を
払は
ら

わ
ず
に
収
し
ゅ
う

穫か
く

を
奪う
ば

っ
て
食た

べ

持も

ち
主ぬ
し

を
死し

に
至い
た

ら
し
め
た
こ
と
は
、
決け
っ

し
て
な
い
。

も
し
あ
る
と
い
う
な
ら

40
小こ

麦む
ぎ

の
代か

わ
り
に
茨
い
ば
ら
が
生は

え

大お
お

麦む
ぎ

の
代か

わ
り
に
雑ざ
っ

草そ
う

が
生は

え
て
も
よ
い
。

旧
約
聖
書
の
ヨ
ブ
記
は
、
義
人
ヨ
ブ
の
苦
難
を
記
し
た
書
物
で
、
神
が
創
っ
た
世
界
の
中
で
、
罪
の
な
い
人
間

が
何
故
苦
し
い
目
に
遭
う
の
か
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
る
長
大
な
戯
曲
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ヨ
ブ
は
元
々
大
変
敬
虔

な
人
物
で
、
神
を
敬
い
、
悪
を
避
け
る
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
一
章
二
節
の
記
述
に
よ
る
と
、
ヨ
ブ
に
は
七

人
の
息
子
と
二
人
の
娘
が
あ
り
、
し
か
も
、
羊
や
ら
く
だ
や
牛
や
ロ
バ
を
沢
山
所
有
す
る
富
豪
で
あ
り
、
何
一
つ

不
自
由
の
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
上
で
神
と
サ
タ
ン
が
一
つ
の
賭
を
行
っ
た
こ
と
で
状

況
は
一
変
し
ま
す
。
サ
タ
ン
は
神
に
対
し
、
利
益
が
な
い
の
に
人
が
神
を
敬
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
ヨ
ブ
が

神
を
敬
う
の
は
、
神
の
祝
福
に
さ
れ
て
財
産
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
財
産
が
奪
わ
れ
れ
ば
、
神
を
呪

う
に
違
い
な
い
と
言
い
ま
す
。
神
は
サ
タ
ン
に
し
た
い
よ
う
に
す
る
が
良
い
と
言
う
と
、
サ
タ
ン
は
、
災
難
を
ヨ

ブ
に
下
し
、
ヨ
ブ
の
財
産
を
奪
い
、
子
供
た
ち
を
死
な
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ヨ
ブ
は
、「
わ
た
し
は
裸
で
母
の
胎
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を
出
た
。
裸
で
そ
こ
に
帰
ろ
う
。
主
は
与
え
、
主
は
奪
う
。
主
の
御
名
は
ほ
め
た
た
え
ら
れ
よ
。」
と
言
っ
て
、
神

を
非
難
す
る
こ
と
な
く
、
運
命
を
甘
受
し
ま
し
た
（
一
・
二
一
）。

次
に
、
サ
タ
ン
は
ヨ
ブ
に
重
い
皮
膚
病
を
送
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
は
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
神
か
ら
幸
福

も
い
た
だ
い
た
の
だ
か
ら
、
不
幸
も
い
た
だ
こ
う
で
は
な
い
か
。」
と
言
っ
て
、
神
を
呪
う
こ
と
を
し
ま
せ
ん
で
し

た
（
二
・
一
〇
）。

ヨ
ブ
の
災
難
を
聞
い
て
、
エ
リ
フ
ァ
ズ
、
ビ
ル
ダ
ド
、
ツ
ォ
フ
ァ
ル
と
い
う
三
人
の
友
人
が
慰
め
る
た
め
に
遠

く
か
ら
や
っ
て
来
ま
す
。
こ
の
三
人
の
友
人
と
ヨ
ブ
の
交
わ
し
た
対
話
が
、
ヨ
ブ
記
三
章
か
ら
二
八
章
ま
で
の
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
友
人
た
ち
は
、
ヨ
ブ
の
運
命
に
同
情
し
て
い
ま
し
た
が
、
神
は
正
義
を
嘉
し
、
不
義
を
罰

す
る
と
い
う
伝
統
的
な
勧
善
懲
悪
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
た
め
に
、
ヨ
ブ
が
こ
れ
程
の
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
の

は
何
か
大
き
な
罪
を
犯
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
考
え
、
ヨ
ブ
に
対
し
て
罪
を
隠
さ
ず
に
認
め
る
よ
う
に
善
意
か

ら
勧
め
ま
す
。
し
か
し
、
ヨ
ブ
に
は
全
く
身
に
覚
え
が
な
い
こ
と
な
の
で
、
友
人
た
ち
に
反
論
す
る
こ
と
に
な
り
、

両
者
の
間
に
激
し
い
論
争
が
起
こ
り
ま
す
（
ヨ
ブ
記
二
九—

三
〇
章
）。
結
局
の
と
こ
ろ
、
友
人
た
ち
は
ヨ
ブ
を
説

得
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
黙
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
友
人
た
ち
を
言
い
負
か
し
た
ヨ
ブ
は
、
最
後
に
神
に
対
し

て
激
し
い
調
子
で
問
い
か
け
ま
す
。
先
程
読
ん
だ
箇
所
は
そ
の
結
び
の
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
自
分
は
一

切
不
義
を
働
い
て
い
な
い
の
に
、
神
は
何
故
災
難
を
下
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ヨ
ブ
記
の
末
尾
に
お
い
て
、
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神
が
顕
れ
て
来
て
神
の
全
能
と
人
間
の
知
識
の
限
界
を
強
調
す
る
と
（
ヨ
ブ
記
四
〇
・
一—

四
一
・
二
六
）、
ヨ
ブ
は

ひ
れ
伏
し
、
神
を
非
難
す
る
こ
と
を
止
め
る
の
で
（
四
二
・
一—

六
）、
ヨ
ブ
の
提
起
し
た
神
へ
の
問
い
に
対
す
る

直
接
の
答
え
は
明
確
な
形
で
は
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
り
ま
す
。
ヨ
ブ
記
を
含
む
旧
約
聖
書
全
体
が
開
か
れ

た
問
い
の
書
を
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
神
が
創
造
し
た
世
界
に
お
い
て
罪
の
な
い
者
が
何
故
悲
惨
な
体
験
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
と

い
う
こ
と
は
、
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
今
回
の
大
震
災
に
お
い
て
は
、
一
万
五
千
人
以
上
の
人
々
が
犠

牲
に
な
り
、四
千
人
近
い
人
た
ち
が
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
ま
す
。
生
き
残
っ
た
人
た
ち
の
中
に
は
、家
族
を
失
い
、

家
を
失
い
、
工
場
や
商
店
を
失
い
、
身
よ
り
も
財
産
も
な
く
な
っ
て
避
難
所
に
身
を
寄
せ
て
数
ヶ
月
を
過
ご
し
た

後
に
、
仮
設
住
宅
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
が
あ
り
ま
す
。
被
災
し
た
人
た
ち
が
、
被
災
し
な
か
っ
た
人
た
ち
よ
り

も
罪
深
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
勿
論
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
住
ん
で
い
た
地
域
が
震
源
地
に
近
か
っ
た
り
、

海
岸
沿
い
で
津
波
の
影
響
を
直
接
に
受
け
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
り
し
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
災
害
と
い
う
自
然
現
象

は
、
人
間
の
倫
理
的
資
質
に
関
係
な
く
襲
っ
て
来
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
、
今
回
の
震
災
に
お
い
て
甚
大
な

被
害
を
も
た
ら
し
た
大
津
波
は
、
繁
栄
を
謳
歌
す
る
大
都
市
で
は
な
く
、
北
太
平
洋
沿
岸
部
の
漁
港
や
農
村
を
襲
っ

た
の
で
あ
り
、
自
然
と
共
生
し
て
生
活
し
て
い
た
人
々
が
被
災
し
ま
し
た
。
自
然
は
人
間
に
対
し
て
恵
み
を
与
え

る
反
面
、
時
と
し
て
、
牙
を
剥
い
て
人
間
の
生
活
を
破
壊
す
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
、
今
回
の
災
害
は
示
し
ま
し
た
。
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大
災
害
は
不
道
徳
な
人
間
や
、
繁
栄
に
酔
い
し
れ
て
驕
り
高
ぶ
る
人
間
を
懲
ら
し
め
る
た
め
に
神
が
下
し
た
罰
で

あ
る
と
い
う
よ
う
な
震
災
天
罰
論
が
、
今
回
の
大
震
災
に
あ
た
っ
て
も
保
守
派
の
一
部
の
論
客
た
ち
に
よ
っ
て
唱

え
ら
れ
ま
し
た
が
、
妥
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
全
能
の
神
が
創
造
主
で
あ
り
、
世
界
は
す
べ
て
主
の
御
手
の
内
に
あ
る
の
な
ら
、
何
故
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
起
こ
る
の
か
、
罪
な
い
人
が
被
災
し
苦
し
む
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
と
い
う
問
い
は
、
ヨ
ブ
に
限
ら
ず

人
の
心
の
中
に
絶
え
ず
生
じ
て
来
ま
す
。
実
際
に
同
様
な
問
い
を
東
日
本
大
震
災
に
関
し
て
、
日
本
に
住
む
少

女
が
ロ
ー
マ
教
皇
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
教
皇
は
率
直
に
自
分
も
同
じ
よ
う
な
疑
問
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
ま
し

た
。
良
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
問
い
は
、「
エ
ロ
イ
、
エ
ロ
イ
、
レ
マ
サ
バ
ク
タ
ニ
（
我
が
神
、
わ
が
神
、
何
故

わ
た
し
を
お
見
捨
て
に
な
っ
た
の
で
す
か
？
）」
と
い
う
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
問
い
で
あ
り
ま
し
た
（
マ
ル
コ

一
五
・
三
四
）。
神
の
子
で
あ
り
、
罪
を
犯
し
た
こ
と
の
な
い
イ
エ
ス
が
、
何
故
、
捉
え
ら
れ
、
拷
問
を
受
け
、
断

罪
さ
れ
、
極
悪
人
の
よ
う
に
十
字
架
刑
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
？
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
謎
で
あ

り
、
不
条
理
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
人
類
の
罪
を
負
う
イ
エ
ス
は
、
不
条
理
な
苦
し
み
の
中
に
あ
る
人
間
と

共
に
歩
み
、そ
の
苦
し
み
を
共
に
担
い
、共
に
問
い
続
け
て
下
さ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
悲

し
む
人
々
は
幸
い
で
あ
る
。
彼
等
は
慰
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」（
マ
タ
イ
五
・
四
私
訳
）
と
い
う
主
イ
エ
ス
の
言
葉

を
頼
り
に
歩
ん
で
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
良
い
実
」

経
営
学
部
教
授　

保　

坂　

和　

男

　

泉
キ
ャ
ン
パ
ス
に
来
る
と
、
新
一
年
生
を
迎
え
、
新
学
年
の
始
ま
り
を
強
く
感
じ
ま
す
。
年
の
始
ま
り
を
強

く
感
じ
ま
す
。
新
し
い
季
節
が
巡
っ
て
来
て
、
太
陽
の
日
の
中
で
花
を
見
て
、
人
生
の
時
の
う
つ
ろ
い
を
、
今
年
は
、

特
に
誰
も
が
深
く
感
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
中
で
普
段
か
ら
教
会
に
行
っ
て
た
り
、
あ
る
い
は
、
聖
書
を

読
ん
だ
り
し
た
こ
と
の
あ
る
人
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
北
学
院
に
入
学
し
て
良
か
っ
た
こ
と
の
最
大
の

こ
と
は
、
実
は
、
聖
書
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
在
学
中
は
、
感
じ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
卒
業

し
て
か
ら
、
特
に
、
東
北
学
院
に
入
学
し
た
こ
と
の
良
さ
に
気
が
つ
く
で
し
ょ
う
。
ぜ
ひ
、
聖
書
を
読
ん
で
く
だ

さ
い
。

今
朝
、
読
ん
だ
聖
書
の
箇
所
を
も
う
一
度
、
読
ん
で
み
ま
す
。

　
「
悪
い
実
を
結
ぶ
良
い
木
は
な
く
、
ま
た
、
良
い
実
を
結
ぶ
悪
い
木
は
な
い
。
木
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
結
ぶ

実
に
よ
っ
て
分
か
る
。
茨
か
ら
い
ち
じ
く
は
採
れ
な
い
し
、
野
ば
ら
か
ら
か
ら
は
ぶ
ど
う
は
集
め
ら
れ
な
い
。
善

い
人
は
良
い
も
の
を
入
れ
た
心
の
倉
か
ら
良
い
も
の
を
出
し
、
悪
い
人
は
悪
い
も
の
を
入
れ
た
倉
か
ら
悪
い
も
の

を
出
す
。
人
の
口
は
、
心
か
ら
あ
ふ
れ
出
る
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。」
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考
え
て
み
れ
ば
、
ぶ
ど
う
は
い
ち
じ
く
の
木
か
ら
採
れ
な
い
し
、
い
ち
じ
く
は
茨
か
ら
採
れ
な
い
し
、
野
ば
ら

か
ら
い
ち
じ
く
は
採
れ
な
い
の
は
当
然
で
す
。
良
い
も
の
を
入
れ
た
倉
か
ら
良
い
も
の
を
出
せ
る
た
め
に
は
、
良

い
も
の
を
倉
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
良
い
も
の
と
は
、
私
に
は
、
そ
れ
は
聖
書
の
教
え
と
思
え
て
な

り
ま
せ
ん
。

三
月
一
一
日
か
ら
二
ヶ
月
半
以
上
が
過
ぎ
ま
し
た
。
今
な
お
、
私
た
ち
の
こ
の
地
に
お
い
て
は
、
多
く
の
人
た

ち
が
困
難
な
時
を
過
ご
し
て
お
り
、
主
な
る
神
の
慰
め
と
励
ま
し
、
勇
気
を
願
う
の
は
多
く
の
皆
さ
ん
も
同
じ
と

思
い
ま
す
。
事
故
の
解
決
の
た
め
に
、
復
旧
の
た
め
に
、
再
建
・
復
興
の
た
め
に
働
い
て
い
る
人
々
の
力
を
尊
く

思
う
思
い
も
皆
さ
ん
も
同
じ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
三
月
一
一
日
に
は
、
私
は
結
局
、
夕
方
、
長
時
間
か
け
て
、
歩

い
て
自
宅
に
帰
り
ま
し
た
。
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
体
育
館
に
、
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
一
号
館
に
避
難
し
過
ご

し
た
教
職
員
・
学
生
の
皆
さ
ん
も
い
ま
し
た
。
私
の
家
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、停
電
、

断
水
な
ど
生
活
の
基
盤
は
完
全
ス
ト
ッ
プ
、
ス
ー
パ
ー
等
も
殆
ど
開
店
し
て
無
く
、
一
時
は
、
近
所
の
人
と
食
べ
物
、

水
を
分
け
合
い
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
食
料
に
つ
い
て
は
、
ス
ー
パ
ー
、
店
が
わ
ず
か
に
店
頭
で
販
売

し
た
の
で
、
長
い
行
列
に
並
ん
で
、
か
ろ
う
じ
て
手
に
は
で
き
た
が
、
そ
れ
も
少
し
で
し
た
。
私
の
住
ん
で
い
た

地
域
は
、
電
気
は
四
日
後
に
復
旧
し
た
も
の
の
、
断
水
は
続
き
、
食
料
品
も
手
に
入
り
に
く
い
状
況
が
続
い
て
い

ま
し
た
。
ガ
ソ
リ
ン
の
欠
乏
は
深
刻
で
し
た
。
そ
し
て
、
情
報
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
原
子
力
発
電
の
事
故
を
心
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配
す
る
日
々
で
し
た
。
皆
さ
ん
の
か
な
り
の
人
も
私
と
同
じ
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
月
一
一
日
以
降
、
何
か
し
ら
、
物
の
と
ら
え
か
た
が
変
わ
っ
た
な
と
思
う
人
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
ま
で
、
ス
イ
ッ
チ
を
押
せ
ば
、
電
気
が
付
き
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
る
の
が
当
た

り
前
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
科
学
文
明
に
ど
っ
ぷ
り

と
浸
っ
て
毎
日
を
忙
し
く
生
活
し
て
い
ま
す
が
、
人
間
の
原
点
は
何
で
あ
る
の
か
、
一
番
大
事
な
こ
と
は
何
で
あ

る
か
を
も
知
ら
さ
れ
た
思
い
で
し
た
。
何
も
せ
ず
、
じ
っ
と
考
え
る
こ
と
、
思
う
こ
と
の
大
事
さ
を
思
い
起
こ
さ

れ
ま
し
た
。

で
も
逆
に
言
え
ば
、こ
の
こ
と
は
、日
常
の
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
こ
と
の
貴
重
さ
に
気
が
つ
か
さ
れ
ま
し
た
。

あ
る
金
融
機
関
の
経
営
者
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
ま
し
た
。
水
や
電
気
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
重
要
性
を

痛
感
し
た
が
、
金
融
機
関
と
し
て
基
本
業
務
で
あ
る
預
金
を
適
切
に
引
き
出
せ
る
、
決
済
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
こ

の
重
要
性
を
再
認
識
さ
れ
ら
れ
た
と
言
っ
て
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
分
野
の
人
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の

な
す
べ
き
仕
事
の
中
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
た
で
し
ょ
う
。

私
は
か
す
か
に
憶
え
て
い
る
戦
後
の
苦
し
い
状
況
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
私
も
何
日
か
近
く
の
店
や
遠
く
の
店

に
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
行
き
、
食
料
の
買
い
出
し
で
行
列
に
並
び
ま
し
た
。
そ
の
時
、
私
よ
り
も
年
長

の
方
と
話
し
ま
し
た
。
戦
後
の
あ
の
頃
は
、
並
ん
で
も
、
殆
ど
、
食
料
等
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
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と
の
こ
と
で
し
た
。
今
は
、
と
に
か
く
、
食
料
を
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
よ
と
の
事
で
し
た
。

私
は
、
か
ろ
う
じ
て
、
仙
台
空
襲
を
憶
え
て
い
る
世
代
で
す
。
私
た
ち
の
世
代
は
終
戦
直
後
の
頃
に
子
供
で
あ
っ

た
世
代
で
、
食
糧
難
は
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
仙
台
空
襲
の
被
災
者
で
あ
り
、
仙
台
の
町

の
火
の
海
を
逃
げ
惑
っ
た
の
を
、
幼
い
な
が
ら
も
覚
え
て
い
ま
す
。
焼
け
出
さ
れ
、
逃
げ
惑
い
、
朝
に
な
り
、
お

に
ぎ
り
の
炊
き
出
し
と
乾
パ
ン
を
も
ら
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
小
学
校
の
時
、
突
然
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
自
動

車
が
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
を
積
ん
で
学
校
に
来
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
講
堂
に
全
員
、
並
ば
さ
れ
て
、
バ
ケ
ツ
一
杯

に
入
っ
た
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
を
一
人
ず
つ
渡
さ
れ
、
食
べ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
貧
し
く
ひ
も
じ
い
時
代
を
過
ご

し
て
い
た
わ
が
国
で
し
た
。
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
、
日
本
は
貧
し
い
国
で
し
た
。
我
々
の
父
母
や
兄
姉
の
世
代
が

ど
ん
底
か
ら
が
ん
ば
り
、
奇
跡
と
言
わ
れ
る
日
本
社
会
を
実
現
さ
せ
ま
し
た
。
総
理
大
臣
が
所
得
倍
増
論
等
と
言

い
だ
し
、
皆
が
何
を
言
っ
て
る
の
か
と
思
っ
た
程
で
し
た
。

 

こ
の
礼
拝
堂
に
集
う
人
の
多
く
は
、
一
年
生
・
二
年
生
で
し
ょ
う
。
人
生
、
八
〇
年
の
時
代
で
す
。
人
生
の
、
約
、

四
分
の
一
を
生
き
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
生
涯
を
送
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
若

い
皆
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
送
る
人
生
で
さ
ま
ざ
ま
出
会
い
や
出
来
事
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
自
分
の
た
め
に
だ
け
生
き

る
の
で
な
く
、
社
会
の
た
め
に
、
他
の
人
の
た
め
に
も
生
き
て
く
だ
さ
い
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
は
神
と
人
間
と
の
間
の
と
り
な
し
を
な
さ
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
よ
る
罪
・
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弱
さ
の
購
い
を
信
ず
る
者
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
も
他
人
に
対
し
て
愛
を
示
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。
神
を

見
た
者
は
い
ま
せ
ん
が
、
人
の
や
さ
し
さ
、
思
い
や
り
、
他
人
へ
の
愛
の
中
に
、
私
た
ち
は
神
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
筈
で
す
。 

今
朝
は
、
良
い
も
の
を
入
れ
た
倉
か
ら
良
い
も
の
を
出
せ
る
た
め
に
は
、
良
い
も
の
を
倉
に
入
れ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
今
朝
の
聖
書
の
箇
所
か
ら
学
び
ま
し
た
。
良
い
も
の
と
は
、
私
に
は
、
そ
れ
は
聖

書
の
教
え
と
思
え
て
な
ら
な
い
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。

こ
こ
に
お
ら
れ
る
皆
さ
ん
が
、
聖
書
を
読
ん
で
、
主
の
御
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
切
に
願
う
も
の
で
あ

り
ま
す
。
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キ
リ
ス
ト
の
救
い
と
裁
き

経
営
学
部
教
授　

佐　

藤　

邦　

廣

 　

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
二
章
四
六
〜
四
八
節

　

 

46
わ
た
し
を
信し
ん

じ
る
者も
の

が
、
だ
れ
も
暗く
ら

闇や
み

の
中な
か

に
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
わ
た
し
は
光
ひ
か
り
と
し

て
世よ

に
来き

た
。
47
わ
た
し
の
言こ
と

葉ば

を
聞き

い
て
、
そ
れ
を
守ま
も

ら
な
い
者も
の

が
い
て
も
、
わ
た
し
は
そ
の
者も
の

を
裁さ
ば

か
な
い
。
わ
た
し
は
、
世よ

を
裁さ
ば

く
た
め
で
は
な
く
、
世よ

を
救す
く

う
た
め
に
来き

た
か
ら
で
あ
る
。
48
わ
た
し
を

拒こ
ば

み
、わ
た
し
の
言こ
と

葉ば

を
受う

け
入い

れ
な
い
者も
の

に
対た
い

し
て
は
、裁さ
ば

く
も
の
が
あ
る
。
わ
た
し
の
語か
た

っ
た
言こ
と

葉ば

が
、

終お

わ
り
の
日ひ

に
そ
の
者も
の

を
裁さ
ば

く
。

１
、 

は
じ
め
に

今
日
の
聖
書
の
箇
所
か
ら
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
、
裁
き
、
そ
し
て
、
終
わ
り
の
日
と
い
う
言
葉

を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
私
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
や
恵
み
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の

で
す
が
、
こ
の
世
の
終
わ
り
の
日
、
裁
き
と
い
う
言
葉
は
、
街
中
で
宣
伝
カ
ー
が
叫
ん
で
い
る
の
を
聞
く
程
度
で

あ
ま
り
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
四
・
二
五
章
、
ロ
ー
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マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
章
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
な
ど
多
く
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
、
ま
た
、
人
類
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

２
、 

こ
の
箇
所
の
時
間
・
空
間
構
造
と
こ
の
箇
所
の
位
置

今
、
読
み
ま
し
た
聖
書
の
箇
所
は
、
イ
エ
ス
が
群
衆
の
前
で
話
し
た
最
後
の
説
教
、
今
ま
で
行
っ
て
き
た
伝
道

活
動
を
振
り
返
っ
た
総
括
の
箇
所
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
短
い
箇
所
に
は
、
い
ろ
い
ろ
考
え

さ
せ
る
内
容
が
凝
縮
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
第
一
に
、
時
間
次
元
を
考
え
て
見
ま
す
と
、
終
わ
り
の
日
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
福

音
書
を
書
い
た
著
者
は
、
一
章
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
イ
エ
ス
は
天
地
創
造
の
初
め
か
ら
父
な
る
神
と
共
に
子
な

る
神
と
し
て
あ
り
、父
な
る
神
か
ら
こ
の
世
を
救
う
た
め
に
派
遣
さ
れ
、こ
の
地
上
に
人
間
の
姿
を
と
り
誕
生
し
た
。

こ
の
イ
エ
ス
は
、
地
上
で
の
生
涯
を
十
字
架
刑
と
い
う
形
で
死
に
、
そ
し
て
死
か
ら
三
日
目
に
復
活
し
、
天
に
昇
り
、

い
ま
も
神
と
し
て
万
物
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
イ
エ
ス
は
ま
た
、
こ
の
世
の
終
わ
り
の
日
に
、
再
び
こ
の
世
に

来
て
人
々
を
裁
く
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
現
在
は
、
天
地
創
造
の
初
め
か
ら
、
終
わ
り
の
日
ま
で
の
中
間
の
時
代
と
い
え
る
。

　

キ
リ
ス
ト
が
神
の
言
葉
を
述
べ
、
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
と
、
イ
エ
ス
が
神
で
あ
る
こ
と
を
、
弟
子
と
教
会
が
受
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け
継
ぎ
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
時
代
と
い
え
る
。
し
か
し
終
わ
り
の
日
は
い
つ
来
る
か
は
解
ら
な
く
、
思
い
が
け

な
い
時
に
く
る
（
マ
タ
イ
二
四
：
四
四
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
空
間
次
元
あ
る
い
は
垂
直
次
元
を
考
え
て
見
ま
す
と
、
こ
の
箇
所
は
、
こ
の
世
と
こ
の
世
を
こ
え
た

天
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。四
九
節
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、天
に
存
在
す
る
父
な
る
神
が
イ
エ
ス
を
地
上
に
派
遣
し
、

イ
エ
ス
は
、
そ
の
神
の
言
葉
を
光
と
し
て
話
し
て
い
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
イ
エ
ス
の

言
葉
が
、
わ
れ
わ
れ
に
語
ら
れ
、
我
々
に
信
じ
る
よ
う
に
と
語
り
か
け
て
い
る
。

３
、 

救
い
と
裁
き
、
そ
し
て
、
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム

以
上
の
理
解
の
う
え
で
、
今
日
の
主
題
、
救
い
と
裁
き
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
四
六
節
に
あ
り
ま
す
よ

う
に
、
私
と
述
べ
て
い
る
イ
エ
ス
は
、
暗
闇
で
あ
る
こ
の
世
を
救
う
た
め
に
、
光
と
し
て
来
た
。
闇
と
は
、
悪
や

悪
い
行
い
が
横
行
し
、
神
の
存
在
を
信
じ
な
い
で
、
人
間
が
作
っ
た
神
を
信
じ
て
い
る
状
況
、
そ
し
て
、
現
在
で
は
、

神
や
超
越
者
の
存
在
を
否
定
し
、
科
学
や
経
済
的
豊
か
さ
や
富
を
信
じ
、
追
求
し
て
い
る
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の

こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
信
徒
の
手
紙
の
一
章
に
は
、
人
類
の
罪
と
い
う
見
出
し
の
下
に
、
よ
り
詳
し
く
、
正
確
に

書
か
れ
て
い
る
。

イ
エ
ス
は
、
父
な
る
神
の
人
間
へ
の
愛
か
ら
、
ま
た
、
死
に
値
す
る
こ
の
闇
の
世
界
を
破
滅
か
ら
救
う
た
め
に
、
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光
と
し
て
神
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
万
物
の
創
造
者
で
あ
る
神
の
存
在
を
信
じ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
神
が

人
間
に
示
す
真
理
を
、
言
葉
と
し
て
語
り
、
自
ら
が
神
の
子
で
あ
る
こ
と
を
、
言
葉
と
行
為
、
死
と
復
活
に
よ
っ

て
示
し
た
。
イ
エ
ス
の
人
々
へ
の
語
り
か
け
は
、
神
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
死
か
ら
解
放
さ
れ
永
遠
の

命
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
聖
霊
に
よ
り
導
か
れ
、
日
々
の
生
活
に
恵
み
と
平
安
、
喜

び
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
の
五
章
か
ら
七
章
の
山
上
の
説
教
は
イ
エ
ス
の
教

え
と
し
て
代
表
的
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
教
え
を
拒
む
、
あ
る
い
は
受
け
入
れ
な
い
人
々
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
、
神
の

言
葉
を
話
し
た
の
に
拒
否
し
、
受
け
入
れ
な
い
こ
と
は
、
神
を
拒
否
し
、
神
に
敵
対
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示

し
た
。
し
か
し
、
今
は
、
救
い
の
時
と
し
て
拒
否
す
る
人
を
裁
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
四
七
節
）。
す
な
わ
ち
、

今
は
、
終
わ
り
に
至
る
救
い
の
と
き
、
教
会
の
と
き
、
神
の
言
葉
を
伝
え
る
時
で
あ
る
。
し
か
し
終
わ
り
の
と
き
、

神
の
正
義
と
真
理
が
完
全
に
実
現
す
る
た
め
に
は
、
悪
や
虚
偽
が
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
光
が
こ
の

世
を
覆
う
と
き
、
闇
は
消
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
が
裁
き
の
と
き
、
終
わ
り
の
日
で
あ
る
（
四
八
節
）。

救
い
と
恵
み
の
言
葉
の
時
代
は
、
人
間
に
悔
い
改
め
て
神
に
帰
れ
と
い
う
猶
予
の
と
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
に
よ
る
と
、
終
わ
り
の
時
が
近
づ
く
と
き
自
然
を
も
支
配
す
る
神
が
、
自
然
災
害

を
通
じ
て
人
間
に
悔
い
改
め
を
迫
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
（
黙
示
録
八
章
、
九
：
二
〇—

二
一
）。
人
間
の
力
を
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超
え
る
神
の
存
在
を
示
し
、
神
の
怒
り
を
示
し
、
人
間
に
悔
い
改
め
を
迫
る
た
め
で
あ
る
。　

４
、
主
の
来
臨
の
約
束

さ
て
最
後
に
イ
エ
ス
の
弟
子
で
あ
っ
た
ペ
テ
ロ
の
手
紙
二
の
三
章
に
あ
る
箇
所
を
簡
略
化
し
て
紹
介
し
結
論
と

し
た
い
。
愛
す
る
人
た
ち
、
主
の
下
で
は
、
一
日
は
千
年
の
よ
う
で
千
年
は
一
日
の
よ
う
で
す
。
主
は
約
束
の
実

現
を
お
く
ら
せ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
う
で
は
な
く
、一
人
も
滅
び
な
い
で
皆
が
悔
い
改
め
る
よ
う
に
と
、

忍
耐
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
日
、
天
は
激
し
い
音
を
立
て
な
が
ら
消
え
う
せ
、
自
然
界
の
諸
要
素
は
、
熱

に
溶
け
つ
く
し
、
地
と
そ
こ
で
造
り
出
さ
れ
物
は
暴
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
も
の
は
、
滅

び
去
る
の
で
す
か
ら
、
あ
な
た
が
た
は
聖
な
る
信
心
深
い
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
義

の
宿
る
新
し
い
天
と
新
し
い
地
と
を
神
の
約
束
に
従
っ
て
待
ち
望
ん
で
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
こ
の
救
い
の
時
代
の
と
き
に
、
イ
エ
ス
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
万
物
の
支
配
者
で
あ
る
全
能
の
神
に

立
ち
返
り
、
救
い
と
喜
び
、
真
理
と
知
恵
を
与
え
る
神
と
共
に
生
き
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。
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復
興
の
担
い
手

法
学
部
准
教
授　

横　

田　

尚　

昌

　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
五
章
一
三
節
〜
一
六
節

  

13
「
あ
な
た
が
た
は
地ち

の
塩し
お

で
あ
る
。
だ
が
、
塩し
お

に
塩し
お

気け

が
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
塩し
お

は
何な
に

に
よ
っ
て
塩し
お

味あ
じ

が
付つ

け
ら
れ
よ
う
。
も
は
や
、
何な
ん

の
役や
く

に
も
立た

た
ず
、
外そ
と

に
投な

げ
捨す

て
ら
れ
、
人ひ
と

々び
と

に
踏ふ

み
つ
け
ら
れ
る

だ
け
で
あ
る
。
14
あ
な
た
が
た
は
世よ

の
光
ひ
か
り
で
あ
る
。
山や
ま

の
上う
え

に
あ
る
町ま
ち

は
、
隠か
く

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
15

ま
た
、
と
も
し
火び

を
と
も
し
て
升ま
す

の
下し
た

に
置お

く
者も
の

は
い
な
い
。
燭
し
ょ
く

台だ
い

の
上う
え

に
置お

く
。
そ
う
す
れ
ば
、
家い
え

の

中な
か

の
も
の
す
べ
て
を
照て

ら
す
の
で
あ
る
。
16
そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
の
光
ひ
か
り
を
人ひ
と

々び
と

の
前ま
え

に
輝
か
が
や
か
し
な

さ
い
。
人ひ
と

々び
と

が
、
あ
な
た
が
た
の
立り
っ

派ぱ

な
行
お
こ
な
い
を
見み

て
、
あ
な
た
が
た
の
天て
ん

の
父ち
ち

を
あ
が
め
る
よ
う
に
な

る
た
め
で
あ
る
。」

み
な
さ
ん
は
、
本
学
に
入
学
し
て
か
ら
こ
の
方
、
右
の
み
言
葉
を
様
々
な
と
こ
ろ
で
折
に
触
れ
て
聴
か
れ
て
こ
ら

れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
今
な
お
、
こ
の
み
言
葉
の
深
み
を
知
り
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
思
い
で
お
ら
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
私
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
私
が
あ
え
て
こ
の
み
言
葉
を
本
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日
こ
の
場
で
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
の
は
、
さ
る
三
月
一
一
日
午
後
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

に
よ
る
東
日
本
大
震
災
に
対
す
る
国
の
復
旧
措
置
の
不
備
や
復
興
対
策
の
も
た
つ
き
を
、
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
批
判
し
、

と
き
に
国
の
担
当
者
を
揶
揄
す
る
風
潮
す
ら
見
受
け
ら
れ
る
状
況
が
あ
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
復
興
に
尽

力
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
一
方
的
に
政
府
を
批
判
す
る
の
は
、
い
か
が
な
も
の
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

今
回
の
東
日
本
大
震
災
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
し
、
ま
た
大
地
震
に
よ
る
被
害
状

況
は
、
ま
こ
と
に
個
人
差
、
世
帯
間
格
差
が
大
き
い
の
が
実
情
で
す
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
実
直
に
仕
事
を
し
て

き
て
人
々
か
ら
も
慕
わ
れ
る
良
い
人
が
死
亡
し
た
り
行
方
不
明
に
な
っ
た
り
す
る
一
方
で
、
ま
こ
と
に
困
っ
た
人
だ

と
人
々
か
ら
思
わ
れ
て
い
る
人
が
、
さ
し
た
る
震
災
の
不
自
由
も
な
く
あ
ん
の
ん
と
暮
ら
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

現
状
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
ま
こ
と
に
や
る
せ
な
く
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
政
府
へ
の
い
ら
立
ち
が
募
り
不

満
が
鬱
積
す
る
の
も
、
む
り
か
ら
ぬ
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
こ
で
少
し
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
次
の
点
で
す
。
東
日
本
大
震
災
の
う
ち
東
京
電
力

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
放
射
能
被
害
つ
い
て
は
、
一
連
の
報
道
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
人
災
の

面
が
な
く
は
な
く
、
ま
た
原
子
力
発
電
を
推
進
し
て
き
た
国
に
も
そ
れ
な
り
の
責
任
が
問
わ
れ
る
余
地
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
発
生
そ
の
も
の
に
も
と
よ
り
国
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
続
く
津
波
発

生
に
対
す
る
防
災
対
策
の
不
備
に
つ
い
て
も
相
対
的
な
問
題
と
し
て
論
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
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し
た
が
っ
て
、
国
が
東
日
本
大
震
災
に
対
す
る
復
興
措
置
を
講
ず
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
復
興
支
援

で
あ
っ
て
、
復
興
請
負
で
は
な
い
の
で
す
。
国
は
、
地
域
の
人
々
が
自
力
で
立
ち
上
が
る
の
を
手
助
け
し
、
利
害
を

調
整
し
て
、
規
制
を
緩
和
す
る
な
ど
し
な
が
ら
、
人
々
が
少
な
く
と
も
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
送
れ

る
よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
が
そ
の
役
割
で
あ
り
、
再
び
地
域
が
活
気
づ
く
よ
う
に
な
る
こ
と
を
努
力
目
標
と
す
る
に

と
ど
ま
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
が
復
興
の
完
成
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
は
い
い
難
い
の
で
す
。

復
興
の
本
来
の
担
い
手
は
あ
く
ま
で
も
我
々
地
域
住
民
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
首
長
を
動
か
す
の
も
地
域
住
民

の
声
で
あ
り
頑
張
り
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
復
興
の
成
否
は
我
々
地
域
住
民
の
腕
と
団
結
力
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
国
へ
の
批
判
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
復
興
に
向
け
て
懸
命
に
汗
を
か
い
て
い
る
地
域
住
民
の
人

た
ち
が
、
国
の
支
援
は
効
率
的
で
な
く
、
ま
た
規
制
緩
和
や
復
興
計
画
策
定
の
ス
ピ
ー
ド
が
欠
け
て
い
る
と
い
っ
て

不
備
な
と
こ
ろ
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
批
判
し
是
正
を
促
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
意
義
の
あ
る
（
い
わ
ば
生
産
的
な
）

批
判
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
持
て
る
力
を
出
そ
う
と
も
せ
ず
に
、
目
先
の
悲
惨
な
状
況
ば
か
り
に
圧
倒
さ
れ
て
先
行
き
の
不

安
か
ら
何
も
手
に
つ
か
ず
日
々
を
無
為
に
過
ご
し
て
い
る
人
が
、
国
の
支
援
の
不
備
や
も
た
つ
き
を
い
く
ら
批
判
し

て
も
、
い
っ
た
い
そ
れ
が
何
の
役
に
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
何
を
目
指
し
て
の
批
判
な
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
単
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な
る
不
満
の
表
明
に
し
か
映
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
、
批
判
と
い
う
の
は
自
ら
努
力
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
者
が
行
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
の
で
あ
っ

て
、
無
策
な
ま
ま
に
過
ご
す
自
分
の
こ
と
を
棚
上
げ
に
し
て
人
の
怠
慢
を
批
判
す
る
の
は
、
あ
た
か
も
塩
気
の
無
く

な
っ
た
塩
を
対
象
に
振
り
か
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
味
付
け
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
防
腐
剤
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

塩
を
振
っ
た
気
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
何
の
生
産
性
も
な
い
行
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
震
災
か
ら
の
復
興
は
、
一
人
ひ
と
り
が
少
し
ず
つ
力
を
出
し
合
っ
て
、
皆
が
一
丸
と
な
っ
て
、
よ
り
よ
い

方
向
へ
と
歩
ん
で
行
く
よ
う
に
し
な
く
て
は
成
就
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
個
々
人
が
自
分
た
ち
の
生
活

の
た
め
だ
け
に
、
い
く
ら
一
生
懸
命
努
力
を
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
復
興
は
覚
束
ず
、
社
会
は
一
向
に
よ
く
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

保
身
に
走
ら
ず
、
私
心
を
捨
て
て
、
み
ず
か
ら
の
持
ち
う
る
力
を
皆
の
復
興
の
た
め
に
役
立
て
る
と
き
、
そ
の
人

に
宿
っ
た
力
は
人
々
の
助
け
を
得
て
、
幾
倍
に
も
輝
き
を
増
し
、
暗
澹
た
る
被
災
地
を
広
く
照
ら
し
て
先
行
き
ま
で

明
る
く
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
人
た
ち
こ
そ
が
、
世
の
光
に
な
る
こ
と
の
で
き
る
人
た
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
と
も
し
火
を
と
も
し
て
燭
台
の
上
に
置
け
ば
、
家
の
中
の
も
の
す
べ
て
を
照
ら
す
、
そ
の
よ
う
に
、

あ
な
た
が
た
の
光
を
人
々
の
前
に
輝
か
し
な
さ
い
、
と
い
う
み
言
葉
は
、
今
述
べ
た
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
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そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
と
も
し
火
が
と
も
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
人
々
が
奇
跡
と
称
賛
す
る
よ
う
な
復
興
が
成
り
立
ち

得
る
の
だ
と
考
え
ま
す
。

最
後
に
申
し
上
げ
ま
す
。

復
興
と
は
、
次
の
世
代
に
つ
な
げ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
復
興
し
て
は
み
た
も
の
の
、

後
に
残
っ
た
の
は
お
年
寄
り
ば
か
り
の
過
疎
に
悩
む
町
と
い
う
の
で
は
元
も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。
若
い
み
な
さ
ん
が
、

復
興
に
関
与
し
て
こ
そ
真
の
復
興
が
な
し
と
げ
ら
れ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
、
地
元
で
は
よ
い
就
職
先
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
っ
て
、
こ
の
町
を
は
な
れ
て
就
職
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
る
人
が
、
国
の
復
興
支
援
体
制
の
不
備
を
批
判
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
町
を
離
れ
る
の
だ
と
言
っ
た
り
、

求
人
企
業
が
増
え
な
い
の
は
国
の
無
策
ゆ
え
だ
と
言
っ
た
り
す
る
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
塩
気
の
な
い
塩
を
振
り
か
け

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
ら
に
復
興
の
手
助
け
を
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
の
無
い
人
が
、
復
興
の

不
備
に
つ
い
て
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
そ
の
批
判
は
い
ず
れ
外
に
投
げ
ら
れ
踏
み
潰
さ
れ
る

だ
け
の
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

就
職
先
は
、
さ
が
せ
ば
見
つ
か
り
ま
す
。
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
と
に
か
く
食
べ
て
い
か
な
く
て
は
、
と
い
う
思

い
で
探
し
て
く
だ
さ
い
。
神
の
栄
光
を
信
じ
祈
る
先
に
こ
そ
、
自
分
に
と
っ
て
最
善
の
な
り
わ
い
が
き
っ
と
見
つ
け

ら
れ
る
は
ず
で
す
。
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ど
う
か
、
こ
の
地
元
の
た
め
に
、
地
元
を
復
興
さ
せ
る
た
め
に
、
み
な
さ
ん
お
一
人
お
一
人
が
持
て
る
力
を
出
し

尽
く
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、
若
い
皆
さ
ん
が
、
こ
の
街
を
、
こ
の
地
域
を
見
捨
て
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
が
、

最
大
の
復
興
対
策
に
な
る
の
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。

お
祈
り
を
い
た
し
ま
す—
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「
あ
ち
ら
側
」
か
ら
の
視
線　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
営
学
部
准
教
授　

松　

村　

尚　

彦

　

コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
、　

第
一
二
章
一
節

  

1
青せ
い

春し
ゅ
んの
日ひ

び々

に
こ
そ
、
お
前ま
え

の
創そ
う

造ぞ
う

主し
ゅ

に
心
こ
こ
ろ
を
留と

め
よ
。

苦く
る

し
み
の
日ひ

び々

が
来こ

な
い
う
ち
に
。

「
年と
し

を
重か
さ

ね
る
こ
と
に
喜
よ
ろ
こ
び
は
な
い
」
と

　
　

言い

う
年ね
ん

齢れ
い

に
な
ら
な
い
う
ち
に
。

夏
休
み
が
終
わ
っ
て
、
久
し
ぶ
り
に
寮
生
の
皆
さ
ん
と
お
会
い
で
き
、
と
て
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
大
学
に
入
り
、

そ
し
て
親
元
か
ら
離
れ
た
生
活
を
し
た
後
、
は
じ
め
て
迎
え
た
夏
休
み
は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？

久
し
ぶ
り
に
帰
っ
た
実
家
は
、
皆
さ
ん
が
大
学
に
来
た
四
月
の
こ
ろ
と
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？
も
ち

ろ
ん
物
理
的
に
は
何
も
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
も
し
か
し
た
ら
皆
さ
ん
が
一
人
暮
ら
し
を
し
た
数
か
月
間
の

間
で
、
皆
さ
ん
自
身
が
成
長
し
、
変
化
し
た
分
だ
け
、
少
し
違
っ
て
見
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
家
の
リ

ビ
ン
グ
は
こ
ん
な
に
小
さ
か
っ
た
か
な
と
か
、
ご
両
親
は
こ
ん
な
に
や
さ
し
か
っ
た
か
な
あ
と
か
、
以
前
と
は
違
う
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何
か
を
感
じ
た
人
も
多
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

み
な
さ
ん
位
の
年
代
、
つ
ま
り
二
十
歳
に
な
る
少
し
手
前
の
時
期
と
い
う
の
は
、
精
神
的
に
大
き
な
変
化
を
経
験

す
る
時
で
す
。
今
ま
で
は
色
々
な
意
味
で
保
護
を
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
態
か
ら
自
分
で
独
り
立
ち
を
す
る
準

備
の
過
程
に
入
っ
て
い
く
。
そ
し
て
今
ま
で
あ
ま
り
気
に
と
め
て
い
な
か
っ
た
人
生
の
違
っ
た
側
面
に
つ
い
て
も
、

少
し
づ
つ
気
付
い
て
く
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
大
学
時
代
テ
ニ
ス
の
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
た
り
、
ゼ
ミ
の
勉
強
を
一
生
懸
命
や
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
あ

の
こ
ろ
の
自
分
の
心
の
中
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
自
由
だ
、
楽
し
い
と
い
う
気
持
ち
で
一
杯
で
し
た
が
、
そ
の
半

面
で
「
何
か
か
が
足
り
な
い
」「
何
か
が
足
り
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
が
何
だ
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、

ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
そ
の
正
体
す
ら
分
か
ら
な
い
不
安
を
前
に
し
て
、
い
ら
だ
ち
を
感
じ
る
こ
と
が
良
く
あ
っ
た
、

そ
う
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

私
の
時
と
は
時
代
が
大
分
違
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
学
生
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
今
で
も
「
な
ん
だ
か
正
体
の

分
か
ら
な
い
不
安
」
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
「
自
分
は
幸
せ
な
は
ず
な
ん
だ
が
、
何
だ
か
物
足
り
な
さ
を

感
じ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
学
生
が
少
な
か
ら
ず
い
る
ん
だ
な
あ
と
感
じ
る
こ
と
が
時
々
あ
り
ま

す
。た

と
え
ば
、
何
年
か
前
に
皆
さ
ん
の
寮
の
先
輩
が
、「
旧
約
聖
書
の
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
は
深
い
で
す
ね
〜
」
と
言
っ
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て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
今
日
は
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
の
最
後
の
部
分
だ
け
を
お
読
み
し
ま
し
た
が
、
コ
ヘ
レ
ト

の
言
葉
の
前
半
の
テ
ー
マ
は
、
人
生
の
空
し
さ
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
生
に
成
功
し
て
金
持
ち
に
な
っ
た
人
の
心
の
告
白
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
一
生
懸
命
勉
強
し
て
世
の
中
の
知
識

を
極
め
つ
く
し
た
人
の
心
の
告
白
を
通
じ
て
、
ま
た
快
楽
を
追
求
し
て
欲
し
い
も
の
を
全
て
手
に
入
れ
た
人
の
心
の

告
白
を
通
じ
て
、
コ
ヘ
レ
ト
は
人
生
の
空
し
さ
、
つ
ま
り
こ
の
世
に
は
人
の
心
を
満
た
し
続
け
て
く
れ
る
も
の
は
何

一
つ
な
い
と
い
う
こ
と
を
解
き
明
か
し
ま
す
。

言
い
換
え
る
と
、
そ
う
し
た
人
生
の
む
な
し
さ
、
あ
る
い
は
先
ほ
ど
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
な
ん
だ
か
正
体
の
分
か

ら
な
い
不
安
」
は
、
ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
悩
み
で
あ
り
、
自
分
の
力
だ
け
で
は
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
人
生
の
暗
さ
だ
と
い
う
の
で
す
。

実
は
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
以
前
あ
る
人
か
ら
と
っ
て
も
面
白
い
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
話
を
聞
い
た
時
に

は
何
か
久
し
ぶ
り
に
自
分
の
心
の
中
に
光
が
さ
し
て
き
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
と
て
も
印
象
深
い
話
だ
っ
た
の
で
皆
さ

ん
に
も
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
話
を
し
て
く
れ
た
人
が
子
供
の
頃
に
、
親
戚
の
お
兄
さ
ん
が
冬
山
で
遭
難
に
あ
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
冬
山

で
は
雪
崩
に
会
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
場
か
ら
動
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
鉄
則
で
す
。
動
く
こ
と
が
、
ま
た

雪
崩
を
誘
発
し
て
二
次
被
害
が
起
き
る
と
い
け
な
い
か
ら
で
す
。
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も
ち
ろ
ん
、
そ
の
お
兄
さ
ん
も
そ
の
こ
と
は
良
く
分
か
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
い
ざ
自
分
が
遭
難
す
る
と
、
不
安

に
駆
ら
れ
て
じ
っ
と
し
て
は
い
ら
れ
ず
、
ゆ
る
く
な
っ
た
雪
の
斜
面
を
ど
こ
に
向
か
っ
て
よ
い
か
も
分
か
ら
な
い
ま

ま
、
あ
っ
ち
、
こ
っ
ち
と
動
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
人
間
自
分
の
命
が
危
な
く
な
る
と
、
色
々
ジ
タ
バ
タ
し
て
し
ま
っ

て
か
え
っ
て
状
況
を
悪
く
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

そ
ん
な
時
に
遠
く
か
ら
救
援
の
ヘ
リ
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
人
は
、
こ
れ
で
助
か
っ

た
と
い
う
安
堵
感
か
ら
、
お
も
わ
ず
ヘ
リ
の
方
に
向
か
っ
て
歩
き
出
そ
う
と
し
た
そ
う
で
す
。
ま
さ
に
そ
の
時
で
す
。

ヘ
リ
か
ら
マ
イ
ク
を
通
じ
て
「
動
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。」「
危
険
で
す
か
ら
動
か
な
い
で
下
さ
い
。」
と
い
う
警
告
が

聞
え
た
か
と
思
う
と
、
そ
の
直
ぐ
後
に
ヘ
リ
の
救
助
の
人
が
「
こ
ち
ら
か
ら
は
あ
な
た
が
見
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

必
ず
救
助
し
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
呼
び
か
け
て
き
た
と
い
う
の
で
す
。

「
こ
ち
ら
か
ら
は
あ
な
た
が
見
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。」

こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
に
、「
う
〜
ん
、
こ
の
感
覚
ど
こ
か
で
自
分
も
体
験
し
た
コ
ト
が
あ
る
ぞ
！
」
と
い
う
既

視
感
と
い
う
か
デ
ジ
ャ
ブ
ー
と
い
う
か
、
そ
ん
な
不
思
議
な
感
じ
が
し
て
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
私
が
学
生
時
代
に
悩
ん
で
い
た
「
な
ん
だ
か
正
体
の
分
か
ら
な
い
不
安
」、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
き
っ
か
け
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と
な
っ
た
、
私
に
と
っ
て
は
と
て
も
大
切
な
神
様
と
の
出
会
い
の
経
験
と
そ
っ
く
り
だ
っ
た
の
で
す
。
神
様
と
の
出

会
い
と
は
、
何
か
髭
を
生
や
し
た
仙
人
の
よ
う
な
人
と
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、

あ
た
か
も
遠
く
の
方
か
ら
「
こ
こ
か
ら
は
あ
な
た
が
見
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
安
心
し
な
さ
い
。」
と
い
う
声
を
聞
く

よ
う
な
経
験
で
し
た
。
そ
れ
は
、こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
「
あ
ち
ら
側
か
ら
の
視
線
」
に
気
づ
く
経
験
で
あ
り
、ず
っ

と
視
線
を
私
に
送
り
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
お
方
の
存
在
に
気
づ
か
さ
れ
る
、
そ
ん
な
経
験
で
あ
っ
た
の
で
す
。

「
青
春
の
日
々
に
こ
そ
、
お
前
の
創
造
主
に
心
を
留
め
よ
。」

今
日
の
聖
書
の
箇
所
は
、
私
た
ち
に
「
人
は
一
人
ぼ
っ
ち
で
は
な
い
ん
だ
よ
」
と
語
り
か
け
て
い
ま
す
。
私
た
ち

を
造
ら
れ
た
方
が
お
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
に
心
を
留
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
人
生
の
空
し
さ
か

ら
救
い
出
す
唯
一
の
道
だ
、
聖
書
は
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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「
父
の
つ
く
っ
た
ネ
ギ
で
す
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
学
部
准
教
授　　

長　

島　

慎　

二

　

創
世
記
、
第
四
章
一
節
〜
五
節

 

1
さ
て
、
ア
ダ
ム
は
妻つ
ま

エ
バ
を
知し

っ
た
。
彼か
の

女じ
ょ

は
身み

ご
も
っ
て
カ
イ
ン
を
産う

み
、「
わ
た
し
は
主し
ゅ

に
よ
っ

て
男だ
ん

子し

を
得え

た
」と
言い

っ
た
。

2
彼か
の

女じ
ょ

は
ま
た
そ
の
弟
お
と
う
とア
ベ
ル
を
産う

ん
だ
。
ア
ベ
ル
は
羊
ひ
つ
じ
を
飼か

う
者も
の

と
な
り
、

カ
イ
ン
は
土つ
ち

を
耕
た
が
や
す
者も
の

と
な
っ
た
。

3
時と
き

を
経へ

て
、
カ
イ
ン
は
土つ
ち

の
実み
の

り
を
主し
ゅ

の
も
と
に
献さ
さ

げ
物も
の

と
し
て

持も

っ
て
来き

た
。

４
ア
ベ
ル
は
羊
ひ
つ
じ
の
群む

れ
の
中な
か

か
ら
肥こ

え
た
初う
い

子ご

を
持も

っ
て
来き

た
。
主し
ゅ

は
ア
ベ
ル
と
そ
の
献さ
さ

げ
物も
の

に
目め

を
留と

め
ら
れ
た
が
、

5
カ
イ
ン
と
そ
の
献さ
さ

げ
物も
の

に
は
目め

を
留と

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
カ
イ
ン
は
激は
げ

し
く
怒お
こ

っ
て
顔か
お

を
伏ふ

せ
た
。

今
年
の
四
月
一
五
日
の
こ
と
で
し
た
。
誰
も
い
な
い
研
究
室
に
入
る
と
、
わ
た
し
の
椅
子
の
後
ろ
に
泥
の
つ
い
た

ネ
ギ
の
入
っ
た
袋
を
発
見
し
ま
し
た
。
袋
に
は
一
枚
の
手
紙
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り

ま
し
た
。

「
長
島
先
生
、
父
の
つ
く
っ
た
ネ
ギ
で
す
。
食
べ
て
く
だ
さ
い
」
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今
年
、
大
学
を
卒
業
し
た
前
年
度
の
研
究
室
の
教
え
子
の
ひ
と
り
か
ら
の
贈
り
物
で
し
た
。
そ
の
教
え
子
を
以
下

Ｍ
君
と
し
ま
し
ょ
う
。
Ｍ
君
は
、
今
年
の
二
月
に
お
父
さ
ん
を
失
い
ま
し
た
。
急
逝
で
し
た
。
す
ぐ
に
連
絡
し
て
研

究
室
の
学
生
た
ち
と
葬
儀
に
参
列
し
ま
し
た
。
Ｍ
君
は
、
随
分
と
動
揺
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
Ｍ
君
の
家
は
専
業

農
家
で
し
た
。
お
父
さ
ん
の
死
は
突
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
し
、
お
父
さ
ん
は
文
字
通
り
一
家
の
大
黒
柱
で
し
た
。

息
子
は
Ｍ
君
ひ
と
り
で
し
た
。
Ｍ
君
は
内
気
な
性
格
で
、
専
業
農
家
で
あ
っ
た
実
家
を
継
ぐ
べ
き
か
否
か
で
悩
み
、
就

職
を
決
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
葬
儀
の
あ
と
の
い
ろ
い
ろ
な
手
続
き
や
挨
拶
廻
り
を
終
え
て
か
ら
、
Ｍ
君
は
、
お

父
さ
ん
の
か
わ
り
に
苗
づ
く
り
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
さ
な
か
に
あ
の
大
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
Ｍ
君
の
自
宅
は

す
ぐ
近
く
ま
で
津
波
が
押
し
寄
せ
ま
し
た
が
大
丈
夫
で
し
た
。
し
か
し
、
仙
台
市
の
六
郷
と
い
う
海
の
近
く
に
所
有

し
て
い
た
田
圃
は
津
波
を
か
ぶ
っ
て
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
震
災
が
引
き
起
こ
し
た
悲
劇
の
ひ
と
つ

で
し
た
。
Ｍ
君
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
々
は
皆
、
自
分
の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
Ｍ
君

は
わ
た
し
に
ネ
ギ
を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
の
で
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
お
父
さ
ん
が
作
っ
た
最
後
の
作
物
だ
っ
た

の
で
す
。

先
月
、
十
一
月
の
こ
と
で
し
た
。
バ
ン
と
音
が
す
る
ぐ
ら
い
に
勢
い
よ
く
ド
ア
を
開
け
て
研
究
室
に
入
っ
て
き
た

男
が
い
ま
し
た
。
Ｍ
君
で
し
た
。
研
究
室
を
訪
問
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
事
前
に
知
ら
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

Ｍ
君
は
つ
な
ぎ
を
着
て
、
泥
だ
ら
け
の
長
靴
を
履
い
て
い
ま
し
た
。
畑
か
ら
抜
い
て
き
た
ば
か
り
と
い
う
長
ネ
ギ
と
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玉
ね
ぎ
と
、
今
年
で
き
た
ひ
と
め
ぼ
れ
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
わ
た
し
に
贈
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
で
し
た
。
Ｍ
君
の

家
は
、
仙
台
市
の
六
郷
の
田
圃
は
使
え
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
中
新
田
に
も
結
構
、
田
圃
を
所
有
し
て
い
て
米
を
作
っ

た
の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
Ｍ
君
が
初
め
て
、
生
産
者
と
し
て
、
お
父
さ
ん
に
頼
ら
な
い
で
種
を
ま
き
、
育
て
、
収
穫

し
た
今
年
の
初
物
で
し
た
。

聖
書
を
読
む
と
、
収
穫
の
初
物
を
神
様
に
献
げ
る
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
旧
約

聖
書
に
基
づ
い
て
お
り
、
申
命
記
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
あ
な
た
の
神
、
主
が
嗣
業
の
土
地
と
し
て
得
さ
せ
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
土
地
に
あ
な
た
が
入
り
、
そ
こ
に
住
む

と
き
に
は
、
あ
な
た
の
神
、
主
が
与
え
ら
れ
る
土
地
か
ら
取
れ
る
あ
ら
ゆ
る
地
の
実
り
の
初
物
を
取
っ
て
篭
に
入
れ
、

あ
な
た
の
神
、
主
が
そ
の
名
を
置
く
た
め
に
選
ば
れ
る
場
所
に
行
き
な
さ
い
。」（
申
命
記
二
六
章
一
節
〜
二
節
）

こ
の
箇
所
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
た
際
の
律
法
で
す
が
、
創
世
記
の
最
初
の
カ
イ
ン
と
ア

ベ
ル
の
物
語
に
、
す
で
に
初
物
を
献
げ
る
話
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
エ
デ
ン
の
園
を
追
放
さ
れ
た
ア
ダ
ム
と
エ

バ
か
ら
最
初
に
生
ま
れ
た
人
、
す
な
わ
ち
、
人
か
ら
生
ま
れ
た
最
初
の
人
は
カ
イ
ン
で
あ
り
、
そ
の
弟
は
ア
ベ
ル
で
す
。

カ
イ
ン
は
土
を
耕
す
者
と
な
り
、
ア
ベ
ル
は
羊
を
飼
う
者
と
な
り
ま
し
た
。
時
を
経
て
、
二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収

穫
物
を
、
す
な
わ
ち
、
カ
イ
ン
は
土
の
実
り
を
、
ア
ベ
ル
は
羊
の
中
か
ら
肥
え
た
初
子
を
神
に
献
げ
る
た
め
に
持
っ

て
き
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
神
様
は
ア
ベ
ル
の
献
げ
も
の
に
は
目
を
留
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
カ
イ
ン
の
献
げ
も
の
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に
は
目
を
留
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

初
め
て
こ
の
箇
所
を
読
ん
だ
と
き
は
、
神
は
随
分
と
不
公
平
だ
と
感
じ
た
も
の
で
す
。
カ
イ
ン
が
か
わ
い
そ
う
だ

と
感
じ
た
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、
み
な
さ
ん
も
同
じ
で
し
ょ
う
。
神
は
依
怙
贔
屓
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。

そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
ア
ベ
ル
の
献
げ
物
に
は
目
を
留
め
た
け
れ
ど
も
、
カ
イ
ン
の
献
げ
物
に
は
目
を
留
め
な
か
っ

た
理
由
が
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
感
じ

る
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
中
心
、
人
間
中
心
に
聖
書
を
読
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
あ
る
い
は
、
聖
書
に
示
さ
れ
る

神
を
、
少
し
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
人
間
と
同
格
の
存
在
と
し
て
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
聖
書
は
、

神
は
正
し
い
方
と
し
て
示
し
て
い
ま
す
。
カ
イ
ン
と
カ
イ
ン
の
献
げ
も
の
に
は
目
を
留
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
、

カ
イ
ン
の
心
の
問
題
が
十
分
に
顕
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

聖
書
の
神
は
、
わ
た
し
た
ち
の
心
を
見
ら
れ
る
方
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
日
々
の
全
て
が
神
の
恵
み
に
よ
る
も
の

で
す
。
そ
の
こ
と
を
深
く
心
の
中
で
感
謝
し
、
喜
ぶ
こ
と
を
神
に
表
す
た
め
に
、
初
物
の
献
げ
物
を
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

さ
て
、
先
に
紹
介
し
た
教
え
子
は
、
驚
く
こ
と
に
、
お
父
さ
ん
の
人
生
最
後
の
作
物
と
、
自
分
が
独
力
で
作
っ
た

人
生
最
初
の
作
物
を
わ
た
し
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
を
亡
く
し
て
、
あ
ら
た
め
て
お
父
さ
ん

の
偉
大
さ
に
感
謝
し
、
ま
た
、
周
囲
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
も
、
自
分
で
初
め
て
収
穫
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
感
動
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が
伝
わ
っ
て
来
ま
し
た
。
彼
の
温
か
い
気
持
ち
を
も
感
じ
ま
し
た
。
先
月
、
研
究
室
で
会
っ
た
Ｍ
君
は
、
内
気
で
悩

ん
で
い
た
学
生
時
代
の
Ｍ
君
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
悲
劇
を
乗
り
越
え
た
体
験
を
通
し
て
、
感
謝
と
確
信
を
持

つ
に
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

わ
た
し
た
ち
も
、
神
様
に
心
か
ら
献
げ
も
の
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
祈
り
ま
し
ょ
う
。
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声
の
大
き
さ
と
正
し
さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
学
部
教
授　

星　

宮　
　
　

務

　

イ
ザ
ヤ
書
、
第
二
一
章
一
一
〜
一
二
節

  

11
ド
マ
に
つ
い
て
の
託た
く

宣せ
ん

。
セ
イ
ル
か
ら
、
わ
た
し
を
呼よ

ぶ
者も
の

が
あ
る
。「
見み

張は

り
の
者も
の

よ
、
今い
ま

は
夜よ
る

の

何な
ん

ど
き
か　

見み

張は

り
の
者も
の

よ
、
夜よ
る

の
何な
ん

ど
き
な
の
か
。」
12
見み

張は

り
の
者も
の

は
言い

っ
た
。「
夜よ

明あ

け
は
近ち
か

づ
い

て
い
る
。
し
か
し
ま
だ
夜よ
る

な
の
だ
。
ど
う
し
て
も
尋た
ず

ね
た
い
な
ら
ば
、尋た
ず

ね
よ
。
も
う
一
度ど

来く

る
が
よ
い
。」

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
二
章
一
〜
七
節

  

1
そ
の
こ
ろ
、
皇こ
う

帝て
い

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
か
ら
全ぜ
ん

領
り
ょ
う

土ど

の
住
じ
ゅ
う

民み
ん

に
、
登と
う

録ろ
く

を
せ
よ
と
の
勅
ち
ょ
く

令れ
い

が
出で

た
。（
中

略
）

6
と
こ
ろ
が
、彼か
れ

ら
が
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
い
る
う
ち
に
、マ
リ
ア
は
月つ
き

が
満み

ち
て
、7
初は
じ

め
て
の
子こ

を
産う

み
、

布ぬ
の

に
く
る
ん
で
飼か

い
葉ば

桶お
け

に
寝ね

か
せ
た
。
宿や
ど

屋や

に
は
彼か
れ

ら
の
泊と

ま
る
場ば

所し
ょ

が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
二
月
の
ク
リ
ス
マ
ス
前
に
礼
拝
の
担
当
に
あ
た
り
ま
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
の
四
週
間
は
待
降
節
（Advent

）

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
一
週
間
ご
と
に
教
会
堂
に
と
も
る
ろ
う
そ
く
を
一
本
ず
つ
増
や
し
て
い
く
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
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ま
た
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
「
き
よ
し
こ
の
夜
」（
一
〇
九
番
）
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
有
名
な
讃
美
歌
が
歌
わ
れ

ま
す
。
讃
美
歌
の
上
に
書
い
て
あ
る
テ
ー
マ
名
で
申
し
ま
す
と
「
待
降
」（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
待
ち
望
む

こ
と
）
と
「
降
誕
」
の
二
つ
、
本
日
歌
い
ま
し
た
九
四
番
か
ら
始
ま
っ
て
一
一
九
番
ま
で
が
ク
リ
ス
マ
ス
・
ソ
ン
グ

と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

約
二
〇
〇
〇
年
前
の
ユ
ダ
ヤ
（
今
の
イ
ス
ラ
エ
ル
）
で
は
巨
大
な
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
た
め
に
、
民

族
が
解
放
さ
れ
る
「
夜
明
け
」
を
待
ち
焦
が
れ
る
気
持
ち
に
満
ち
溢
れ
て
お
り
ま
し
た
。
本
日
の
聖
書
の
最
初
の
箇

所
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
夜
の
明
け
る
朝
の
訪
れ
を
夜
回
り
し
て
い
る
見
張
り
の
も
の
に
何
度
も
何
度
も
尋
ね

る
よ
う
に
、
民
族
の
解
放
者
を
待
ち
受
け
て
い
る
状
況
で
し
た
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
民
衆
た
ち
か
ら
当
初
、
ロ
ー
マ
の
支
配
か
ら
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
政
治
的

に
解
放
す
る
「
救
世
主
」
と
考
え
ら
れ
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
の
目
指
す
も
の
が
心
の
内
な

る
問
題
で
あ
っ
て
、
直
接
の
政
治
的
武
装
蜂
起
と
は
異
な
る
方
向
だ
と
分
か
っ
た
民
衆
か
ら
失
望
さ
れ
、
結
果
的
に

は
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
い
く
経
緯
が
聖
書
の
記
事
に
し
る
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

本
日
二
番
目
に
読
ん
だ
、
有
名
な
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
に
記
さ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
の
記
事
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
他
の
箇
所
（
マ
タ
イ
福
音
書
二
章
二
節
）
で
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
と
し

て
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
方
」
と
書
い
て
あ
る
の
に
、
こ
の
箇
所
で
は
貧
し
い
厩
（
う
ま
や
）
で
生
ま
れ
て
布
に
く
る



− 122 −− 123 −

ま
れ
て
飼
い
葉
桶
に
寝
か
せ
ら
れ
て
い
た
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
清
潔
で
あ
る
べ
き
新
生
児
が
、
ま
る
で
人
間
扱

い
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
の
箇
所
は
と
り
わ
け
深
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
箇
所
だ
と
、
思

い
ま
す
。

普
段
の
生
活
で
私
た
ち
は
、
例
え
ば
私
な
ど
は
工
学
系
の
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
（
先

優
権
）
を
大
事
に
し
、
よ
り
良
い
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
目
指
し
ま
す
。

手
っ
取
り
早
く
言
う
と
、「
早
い
も
の
が
勝
ち
」
で
あ
り
、「
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
事
が
大
事
」、言
い
換
え
る
と
「
声

の
大
き
い
も
の
が
勝
ち
」
と
、
い
う
よ
う
な
日
常
を
送
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
様
な
私
た
ち
の
考
え
か
た
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
考
え
れ
ば
、「
救
い
主
」
が
王
宮
で
お
生
ま
れ
に
な
る
の
な
ら

わ
か
る
の
で
す
が
、
一
番
不
潔
な
馬
小
屋
で
生
ま
れ
る
、
と
い
う
の
は
理
解
し
に
く
い
事
で
あ
り
ま
す
。

 

問
題
の
設
定
を
変
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
最
近
日
本
に
ブ
ー
タ
ン
の
国
王
ご
夫
妻
が
訪
れ
ら
れ
ま
し
た
。
イ
ン
ド
と

中
国
の
間
に
あ
る
国
で
、
経
済
の
水
準
な
ど
は
日
本
よ
り
は
る
か
に
低
い
の
で
す
が
、「
国
民
の
幸
福
度
」
と
い
う
尺

度
で
は
世
界
一
の
国
で
あ
る
そ
う
で
す
。

「
幸
福
」
と
は
何
か
、
と
問
う
と
余
り
に
も
哲
学
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
私
に
は
と
て
も
答
え
を
出
せ
そ
う
に
あ
り

ま
せ
ん
。
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た
だ
、私
は
、「
世
の
中
に
『
勝
ち
組
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、『
声
の
大
き
い
も
の
』、『
力
の
強
い
も
の
』
が
勝
ち
だ
」

と
い
う
一
直
線
の
論
理
に
は
疑
問
を
感
じ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
も
一
緒
に
考
え
て
欲
し
い
疑
問
で
す
。

一
つ
だ
け
、
私
が
思
い
出
し
て
お
話
し
し
た
い
事
が
あ
り
ま
す
。
も
う
四
〇
年
近
く
昔
の
事
な
の
で
す
が
、
大
学

が
大
き
く
そ
の
存
在
を
問
わ
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
大
学
の
中
で
も
教
授
や
助
手
、
学
生
た
ち
が

お
互
い
に
真
剣
に
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
討
論
を
互
い
に
交
わ
し
た
の
で
す
。

そ
の
様
な
状
況
の
中
で
、
一
人
の
高
名
な
社
会
科
学
者
が
、
声
高
に
叫
ぶ
若
い
研
究
者
に
対
し
て
、
静
か
な
声
で

「
あ
な
た
の
声
の
大
き
さ
が
、
あ
な
た
の
正
し
さ
を
証
明
し
は
し
ま
せ
ん
よ
」

と
答
え
ら
れ
た
の
で
す
。

私
は
こ
の
記
事
を
読
ん
だ
時
、
体
が
戦
慄
い
た
し
ま
し
た
。
う
ま
く
表
現
は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
私
が
常
日
頃

大
事
だ
と
思
っ
て
い
た
「
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
（
先
優
権
）
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
上
手
下
手
、
声
の
大
小
」

な
ど
の
現
世
的
な
こ
と
が
ら
を
超
越
し
た
、
私
た
ち
の
従
来
の
価
値
を
根
本
か
ら
転
換
さ
せ
る
何
か
が
、
こ
の
世
に

は
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
短
い
言
葉
か
ら
私
は
そ
う
感
じ
た
の
で
す
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
馬
小
屋
に
誕
生
さ
れ
た
事
が
キ
リ
ス
ト
教
の
バ
イ
ブ
ル
に
正
々
堂
々
と
誇
り
高
く
表
現
さ
れ
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て
お
り
ま
す
。
こ
の
事
は
、世
の
中
で
俗
に
い
う「
力
の
強
い
も
の
」、『
豊
か
な
も
の
」、「
声
の
大
き
い
も
の
」が
正
し
い
、

と
い
う
一
直
線
の
論
理
と
は
全
く
異
な
っ
た
価
値
を
私
た
ち
に
は
っ
き
り
と
提
示
し
て
い
る
も
の
で
す
。

今
年
ま
た
め
ぐ
っ
て
き
た
こ
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
季
節
は
、
そ
う
い
う
「
価
値
の
転
換
」
を
教
え
て
く
れ
る
キ
リ
ス

ト
教
の
学
校
に
私
た
ち
が
学
び
、
勤
め
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
自
覚
を
私
に
ま
た
持
た
せ
て
く
れ
、
思
い
を
新
た
に

し
て
く
れ
た
次
第
で
す
。

祈
り
ま
す
。
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あ
る
日
の
音
楽
礼
拝

教
養
学
部
教
授
・
大
学
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト　

今　

井　

 

奈
緒
子

　

六
月
六
日
（
月
）
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
六
号
館
六
〇
一
教
室　
　

司
会
：
佐
々
木 

哲
夫 

宗
教
部
長

　
［
聖
書
箇
所
］　

旧
約
聖
書　

詩
編
第
二
二
編
二
五
〜
二
六
節

　
［
演
奏
曲
目
］　

Ｊ.
Ｓ.
バ
ッ
ハ
（
一
六
八
五
〜
一
七
五
〇
年
）
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
練
習
曲
集
第
三
部
よ
り
「
い

と
高
き
と
こ
ろ
に
は
神
に
の
み
栄
光
あ
れ
」B

W
V

675

（
前
奏
）　
「
キ
リ
エ
、
と
こ
し
え
の
父
な
る
神
よ
」

B
W

V
672

「
キ
リ
ス
ト
よ
、世
の
人
す
べ
て
の
慰
め
」B

W
V

673

「
キ
リ
エ
、聖
霊
な
る
神
よ
」B

W
V

674

「
い

と
高
き
と
こ
ろ
に
は
神
に
の
み
栄
光
あ
れ
」B

W
V

676

「
天
に
ま
し
ま
す
わ
れ
ら
の
父
よ
」B

W
V

683

（
演
奏
）

　
「
こ
れ
ぞ
聖
な
る
十
戒
」B

W
V

679

（
後
奏
）

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
年
）
に
建
て
ら
れ
た
ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
礼
拝
堂
天
井
の
一
角
が
、
あ
の
激
し
い
地
震
の

ゆ
え
に
崩
落
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
毎
日
の
礼
拝
を
こ
の
六
〇
一
番
教
室
で
守
る
た
め
に
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
・
オ
ル
ガ
ン

を
運
び
込
む
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
」
と
は
、
複
数
の
鍵
盤
を
持
つ
オ
ル
ガ
ン
の
、
主
鍵
盤
と
は
異

な
る
鍵
盤
（
ヴ
ェ
ル
ク
）
を
指
す
用
語
で
も
あ
り
ま
す
が
、
一
方
「
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
に
由
来
す
る
と
の
説
明
も
可
能
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で
す
。
礼
拝
堂
の
一
部
と
し
て
据
え
付
け
ら
れ
て
い
る
大
オ
ル
ガ
ン
と
は
異
な
り
、
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
へ
運
ん

で
行
っ
て
配
置
し
、
用
途
に
応
じ
た
調
律
を
施
し
て
使
用
す
る
、
か
た
ち
は
小
さ
く
て
も
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
で
す
。

こ
の
楽
器
は
手
鍵
盤
一
段
、
四
種
類
の
ス
ト
ッ
プ
を
持
つ
だ
け
で
す
が
、
通
常
の
礼
拝
と
同
じ
く
前
奏
・
後
奏
を
奏
で
、

賛
美
を
リ
ー
ド
し
支
え
ま
す
。

今
日
は
い
ず
れ
も
バ
ッ
ハ
の
、
教
理
問
答
歌
や
そ
の
他
の
讃
美
歌
に
基
づ
く
種
々
の
前
奏
曲
を
集
め
た
、
オ
ル
ガ

ン
の
た
め
の
《
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
練
習
曲
集
第
三
部
》（
こ
の
時
代
の
「
練
習
曲
集
」
は
、
あ
る
用
途
を
持
っ
た
ひ
と
ま

と
ま
り
の
作
品
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
）
よ
り
、
手
鍵
盤
の
み
で
弾
く
こ
と
の
で
き
る
数
曲
を
演
奏
し
ま

す
。
ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
礼
拝
堂
に
、オ
ル
ガ
ン
と
共
に
再
び
力
強
い
賛
美
の
歌
声
が
響
く
日
を
心
待
ち
に
し
な
が
ら
、

私
た
ち
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
は
こ
の
場
所
で
、
日
々
の
礼
拝
を
奏
楽
し
て
い
ま
す
。

　

一
〇
月
二
一
日
（
金
）
多
賀
城
礼
拝
堂　
　

司
会
：
原
田 

浩
司 

先
生

　
［
聖
書
箇
所
］　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書　

第
六
章
七
〜
一
三
節

　
［
演
奏
曲
目
］　

M.

プ
レ
ト
ー
リ
ウ
ス(ca. 1570- 1621)
「
い
ま
ぞ
わ
が
魂
、
主
を
ほ
め
た
た
え
よ
」（
前
奏
）

D.

ブ
ク
ス
テ
フ
ー
デ( 1637- 1707)

コ
ラ
ー
ル
編
曲
「
私
た
ち
か
ら
取
り
去
っ
て
く
だ
さ
い
、
主
よ
、
ま
こ
と
の
神
よ
」

（
全
４
節
）B

uxW
V

207

（
演
奏
） 

J. 

S. 

バ
ッ
ハ( 1685- 1750)
プ
レ
リ
ュ
ー
ド 

ハ
長
調 B

W
V

545

（
後
奏
）
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ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
プ
レ
ト
ー
リ
ウ
ス
は
『
シ
ン
タ
グ
マ
・
ム
ジ
ク
ム
（
音
楽
大
全
）』
全
三
巻
を
著
し
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
る
作
曲
家
、
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
で
す
。「
い
ま
ぞ
わ
が
魂
、
主
を
ほ
め
た
た
え
よ
」
は
コ
ラ
ー
ル
の
旋
律
が
技
巧
的

な
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
絡
ま
せ
て
進
み
、
特
に
旋
律
の
最
終
部
分
で
は
幾
重
に
も
繰
り
返
し
変
奏
さ
れ
ま
す
。
ブ
ク
ス
テ

フ
ー
デ
は
バ
ッ
ハ
に
先
立
つ
こ
と
約
五
〇
年
前
、
デ
ン
マ
ー
ク
領
ヘ
ル
シ
ン
ボ
ー
に
生
ま
れ
、
ハ
ン
ザ
同
盟
都
市
の

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
活
躍
し
た
、
北
ド
イ
ツ
オ
ル
ガ
ン
楽
派
を
代
表
す
る
人
物
で
す
。
バ
ッ
ハ
が
、
教
会
音
楽
家
と
し

て
名
高
い
彼
の
活
動
に
学
ぶ
た
め
、
故
郷
ア
ル
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
か
ら
徒
歩
で
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
を
訪
ね
、
当
初
の
約
束

で
あ
っ
た
４
週
間
を
は
る
か
に
越
え
る
期
間
を
、
し
か
も
雇
い
主
に
断
り
も
な
く
当
地
に
滞
在
し
た
た
め
、
帰
郷
後

に
聖
職
会
議
で
叱
責
さ
れ
た
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。「
私
た
ち
か
ら
取
り
去
っ
て
く
だ
さ
い
、
主
よ
、
ま
こ
と

の
神
よ
」
は
「
天
に
ま
し
ま
す
わ
れ
ら
の
父
よ
」（
主
の
祈
り
）
の
歌
詞
で
歌
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
、
M. 

ル
タ
ー
作

曲
の
有
名
な
コ
ラ
ー
ル
（
ド
イ
ツ
語
の
讃
美
歌
）
旋
律
に
基
づ
く
変
奏
曲
で
す
。
当
時
の
コ
ラ
ー
ル
本
は
、
同
じ
旋

律
に
異
な
る
歌
詞
を
つ
け
て
、
あ
る
い
は
逆
に
同
じ
歌
詞
を
異
な
る
旋
律
で
歌
う
、
い
わ
ば
替
え
歌
集
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
作
品
で
は
、
コ
ラ
ー
ル
旋
律
を
四
節
と
も
最
上
声
部
に
置
い
て
編
曲
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
節
の
歌
詞
は
「
私

た
ち
か
ら
取
り
去
っ
て
く
だ
さ
い
、
主
よ
、
ま
こ
と
の
神
よ
、
重
い
罰
と
大
き
な
苦
難
を
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
数

知
れ
ぬ
罪
が
こ
と
ご
と
く
自
ら
招
い
た
も
の
。
守
り
た
ま
え
、
戦
争
や
飢
饉
か
ら
、
疫
病
か
ら
、
火
災
や
大
き
な
苦
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し
み
か
ら
。」
と
歌
い
ま
す
。
い
ま
の
私
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
現
実
に
も
、
相
通
ず
る
内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

後
奏
に
用
い
る
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
は
、
バ
ッ
ハ
が
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
見
聞
し
た
楽
器
と
音
楽
の
影
響
を
彷
彿
と
さ
せ

る
作
品
で
す
。

　

一
〇
月
三
一
日
（
月
）
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
礼
拝
堂　

司
会
：
佐
々
木 

哲
夫 

宗
教
部
長

　
［
聖
書
箇
所
］　

旧
約
聖
書　

詩
編
第
百
十
九
編
九
〜
十
六
節

　
［
演
奏
曲
目
］　

J. 

S. 
バ
ッ
ハ ( 1685- 1750)

コ
ラ
ー
ル
編
曲
「
神
は
我
が
堅
き
砦
」B

W
V

720

（
前
奏
）

S.

シ
ャ
イ
ト ( 1587- 1654)
原
コ
ラ
ー
ル
の
４
声
体
編
曲
、M. 

プ
レ
ト
リ
ウ
ス( 1571- 1621)

コ
ラ
ー
ル
編
曲「
神

は
我
が
堅
き
砦
」（
演
奏
）　

J. 

パ
ッ
ヘ
ル
ベ
ル ( 1653- 1706)

コ
ラ
ー
ル
編
曲
「
神
は
我
が
堅
き
砦
」（
後
奏
）

神
は
わ
が
堅
き
と
り
で Ein feste Burg ist unser Gott

は
、
宗
教
改
革
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
作
詞
作
曲
に

よ
る
コ
ラ
ー
ル
（
ド
イ
ツ
語
の
賛
美
歌
）
で
、
宗
教
改
革
記
念
日
（
一
〇
月
三
一
日
）
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ル
タ
ー
は
、
マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
で
知
ら
れ
る
実
在
の
靴
職
人
ハ
ン
ス
・
ザ
ッ
ク
ス
も
認
め
る
美
声
を
持
ち
、

音
楽
的
資
質
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ド
ル
の
巨
匠
ジ
ョ
ス
カ
ン
・
デ
・
プ
レ
も
ル
タ
ー
を
評
価
し
て
い

た
と
言
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
彼
の
「
改
革
」
は
讃
美
歌
に
も
及
び
ま
し
た
。
既
成
の
聖
歌
を
翻
訳
し
、
旋
律
は
ド
イ
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ツ
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
応
じ
て
書
き
換
え
た
り
、
民
謡
な
ど
庶
民
に
親
し
み
の
あ
る
素
材
を
活
用
し
た
の
で
す
。「
神

は
わ
が
堅
き
と
り
で
」
は
、
バ
ー
ル
形
式
（aab

型
＝
前
半
を
繰
り
返
し
、
後
半
は
前
半
よ
り
長
い
展
開
を
見
せ
る
）

と
い
う
旋
律
構
造
に
則
っ
て
書
か
れ
ま
し
た
。「
歌
曲
た
る
も
の
バ
ー
ル
形
式
で
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
言

わ
れ
た
時
代
で
す
。
古
め
か
し
い
教
会
旋
法
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
改
革
の
息
吹
が
聞
こ
え
ま
す
。
こ
の
伝
統
が
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
コ
ラ
ー
ル
に
受
け
継
が
れ
、
オ
ル
ガ
ン
用
に
も
多
数
編
曲
さ
れ
ま
し
た
。
原
曲
を
同
じ
く
す
る
、
そ

れ
ぞ
れ
の
作
曲
家
の
編
曲
で
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
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一
一
月
一
〇
日
（
木
）
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
礼
拝
堂　
　

司
会
：
永
井  

義
之 

大
学
宗
教
主
任

　
［
聖
書
箇
所
］　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書　

第
二
章
二
五
〜
三
二
節

　
［
演
奏
曲
目
］　

G.

コ
レ
ッ
ト (ca. 1670- 1733)

第
八
旋
法
に
よ
る
ミ
サ
曲
よ
り 

グ
ラ
ン
・
プ
ラ
ン
・
ジ
ュ

／
ナ
ザ
ー
ル
の
レ
シ
／
テ
ィ
エ
ル
ス
を
テ
ノ
ー
ル
で
（
前
奏
）　

D.

ブ
ク
ス
テ
フ
ー
デ ( 1637- 1707)　

コ
ラ
ー

ル
編
曲
「
平
安
と
喜
び
も
て
わ
れ
は
逝
く
」
全
五
曲
（
演
奏
）　

G.

コ
レ
ッ
ト 

第
八
旋
法
に
よ
る
ミ
サ
曲
よ
り  

二
つ
の
鍵
盤
に
よ
る
プ
ラ
ン
・
ジ
ュ
（
後
奏
）

泉
礼
拝
堂
の
オ
ル
ガ
ン
は
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
あ
るAlfred Kern et Fils

社
で
製
作
さ
れ
、
一
九
八
九
年
に
設

置
さ
れ
ま
し
た
。
先
の
大
震
災
で
は
パ
イ
プ
の
破
損
な
ど
に
加
え
、
激
し
く
複
雑
な
震
動
の
影
響
で
、
音
に
著
し
い

狂
い
が
生
じ
深
刻
な
状
態
と
な
り
ま
し
た
。
製
作
者
が
来
日
し
て
二
期
に
わ
た
る
修
復
が
行
わ
れ
た
結
果
、
本
来
の

美
し
い
音
色
と
響
き
が
戻
り
ま
し
た
の
で
、
今
日
の
前
奏
と
後
奏
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
の
特
徴
あ
る
音
色
で
そ
の

一
端
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
一
一
月
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
聖
人
た
ち
や
、
先
に
天
国
へ
旅
立
っ
た
人
た
ち
を
憶
え
て
祈
る
礼
拝
が

守
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、ル
カ
に
よ
る
福
音
書
に
記
さ
れ
た
「
シ
メ
オ
ン
老
人
」
の
物
語
を
下
敷
き
と
し
「
死
と
永
世
」

の
コ
ラ
ー
ル
に
定
め
ら
れ
て
い
る
旋
律
を
用
い
た
、
ブ
ク
ス
テ
フ
ー
デ
編
曲
の
オ
ル
ガ
ン
作
品
を
聴
い
て
く
だ
さ
い
。
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ブ
ク
ス
テ
フ
ー
デ
は
父
の
死
に
際
し
て
自
ら
「
哀
歌
」
を
書
き
、
こ
の
作
品
の
最
終
変
奏
と
し
ま
し
た
。
作
風
は
古

め
か
し
く
少
し
も
の
悲
し
い
感
じ
が
支
配
し
ま
す
が
、
や
は
り
オ
ル
ガ
ン
の
名
手
で
あ
っ
た
父
へ
の
、
尊
敬
と
惜
別

の
念
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。　
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independence. All we have we have received from God, our 

Creator. Every breath we take is a gift from the God who loves 

us daily, hourly. In this spirit, the psalmist David comments that 

giving thanks to God is a pleasant and even joyful experience 

(Psalm 54). 

 　Perhaps now you can understand more fully why we so 

often sing hymns of praise to God in our worship services at 

Tohoku Gakuin. Being a Christian is living a life of praise and 

thanksgiving to God. If we could not sing of our thanksgiving 

and praise to God, our lives would be sad indeed. The words of 

"Now Thank We All Our God" were written during the dark years 

of the Thirty Years War (1618-48) when people were witnessing 

death and destruction all around them. The author of the words, 

Martin Rinkart (1586-1649), expresses well the biblical message 

that even during times of plague, destitution, wars, and natural 

disasters we are called to worship and give thanks to the God 

of love and mercy, the God who， especially， never forgets those 

who are grieving and suffering. This is the God we praise and 

worship; this is the God to whom we express our deepest feelings 

of gratitude and thanksgiving.     
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when people are feeling particularly thankful. In a way, however, 

to sing the hymn only on special occasions is to miss an important 

point about thanking God. The faithful Christian is thankful 

(grateful) to God for all things, many of which we receive from 

God daily. Sometimes, however, we receive things we wish we 

had not received. For example, sometime you may receive a 

bad grade on a test; or perhaps after you applied for a job, you 

received a rejection notice. Most teachers know well the feeling of 

receiving a rejection notice from a publisher who has decided not 

to publish one’s book or article. At such times, we may feel angry 

or disappointed; and probably, we do not feel like giving thanks 

for what happened. In 1 Thessalonians 5: 18, however, the Apostle 

Paul tells us to "give thanks in all circumstances, for this is 

God’s will for you in Christ Jesus." Indeed, thanksgiving should 

not be expressed only when we feel happy about something 

we have received. We should also thank God when we have 

experiences we would rather have avoided. 

 　There is another, very important point here that we should 

not miss. Being thankful to other people and being thankful 

to God are not the same thing. For example, being thankful 

to another person can sometimes be a burden. I am sure that 

each of us has experienced this. Sometimes receiving a gift 

from another person hurts our pride; sometimes it damages our 

feeling of independence. When we express our thanksgiving 

to God, however, there is no issue of selfish pride nor loss of 
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ENGLISH CHAPEL SERVICE

文学部教授　David N. Murchie （マーチー , ディビッド）

BIBLE READING : 1 Chronicles 16: 34-36 　 

Give thanks to the LORD, for he is good; 

　his love endures forever. 

Cry out, "Save us, O God our Savior; 

　gather us and deliver us from the nations, 

that we may give thanks to your holy name, 

　that we may glory in your praise.

Praise be to the LORD, the God of Israel, 

　from everlasting to everlasting. 

Then all the people said “Amen” and “Praise the Lord.”

SERMON : "Thanking God"

   Most Protestant Christians are probably not familiar with 

the book of Ecclesiasticus. It is not in the Protestant Bible. 

Nevertheless, it is a valuable book. It is a book rich with wisdom. 

For example, the hymn we just sang is based on a passage from 

the 50th chapter of Ecclesiasticus. It is a simple hymn. It is short, 

and its words are the words of common people. The words show 

the wisdom of an unpretentious celebration of Christian gratitude.

   "Now Thank We All Our God" is often sung at special 

occasions (for example, at a Thanksgiving Day worship service) 
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編
集
後
記

大
学
宗
教
主
任　

北　
　
　
　
　

博

こ
の
一
年
は
、
長
い
東
北
学
院
の
歴
史
に
お
い
て
も
特
別
な
年
と
な
り
ま
し
た
。
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の

あ
の
地
震
と
津
波
は
、
多
く
の
尊
い
人
命
を
奪
い
、
私
達
が
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
て
来
た
多
く
の
物
を
破
壊
し
ま

し
た
。
大
学
の
在
校
生
の
う
ち
、
五
名
が
犠
牲
と
な
り
、
入
学
予
定
者
の
中
か
ら
も
犠
牲
者
が
出
ま
し
た
。
大
学

は
、
三
キ
ャ
ン
パ
ス
と
も
す
べ
て
、
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
多
く
の
学
生
や
教
職
員
も
、
あ
る
い
は
地
震

や
津
波
で
家
を
失
い
、
あ
る
い
は
被
害
を
受
け
て
、
避
難
所
生
活
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。
い
ま
だ
に
仮
設
住
宅
に

暮
ら
し
て
い
る
学
生
や
、
不
自
由
な
仮
住
ま
い
生
活
を
続
け
て
い
る
学
生
、
ま
た
福
島
の
原
発
事
故
の
た
め
に
先

の
見
え
な
い
避
難
生
活
を
続
け
て
い
る
学
生
も
い
る
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
加
え
て
、
津
波
で
家
族
、

親
戚
、
友
人
、
近
所
の
人
を
失
い
、
あ
る
い
は
そ
の
時
の
恐
怖
体
験
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
、
心
に
傷
を
負
っ
て
し
ま
っ

た
学
生
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

多
賀
城
キ
ャ
ン
パ
ス
の
礼
拝
堂
は
、
災
害
発
生
後
暫
く
の
間
、
津
波
か
ら
逃
れ
て
き
た
被
災
者
達
の
避
難
所
と

し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
五
月
に
な
っ
て
や
っ
と
授
業
が
開
始
し
た
後
も
、
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
礼
拝
堂
は
地
震
で

天
井
が
落
下
し
た
た
め
に
立
ち
入
り
禁
止
に
な
り
、
教
室
で
礼
拝
を
行
な
い
ま
し
た
。
礼
拝
堂
で
礼
拝
が
行
な
え
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る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
っ
と
秋
に
な
っ
て
か
ら
で
し
た
。
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
の
礼
拝
堂
も
、
オ
ル
ガ
ン
が
使
え

な
く
な
っ
た
た
め
、
暫
く
別
の
オ
ル
ガ
ン
で
代
用
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
各
礼
拝
堂
と
も
初
め
て
の
こ
と
だ
ら
け
の
中
で
礼
拝
を
続
け
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
中

で
も
礼
拝
を
欠
か
さ
ず
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は

東
北
学
院
の
伝
統
を
守
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ど
ん
な
困
難
の
中
で
も
礼
拝
を
中
心
に
す
る
と
い
う
東
北
学

院
の
断
固
た
る
意
志
を
内
外
に
示
し
た
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
す
。
願
わ
く
は
神
が
私
達
の
こ
の
志
を
よ
し

と
し
、
私
達
に
恵
み
を
賜
り
、
こ
れ
か
ら
の
東
北
学
院
の
道
行
き
を
導
い
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
今
年
も
説
教

集
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
神
に
感
謝
し
ま
す
。




