
第　17　号

2013

第
十
七
号



大
学
礼
拝
説
教
集

二
〇
一
三
年
三
月
三
十
一
日
発
行

第　

十
七　

号

問
い
合
せ
先　
　

東
北
学
院
大
学

出　

版　

社　
　

株
式
会
社  

ア
ク
ト
ジ
ャ
パ
ン

編
集
責
任
者　
　
大
学
宗
教
主
任　

 

原
田　

浩
司

発
行
責
任
者　
　

宗 

教 

部 

長　

 

佐
々
木
哲
夫

宗
教
事
務
課

☎
〇
二
二
・
二
六
四
・
六
四
二
八

仙
台
市
青
葉
区
土
樋 

一
の
三
の
一

〒
980-
8511

表紙の絵について

　泉キャンパス礼拝堂にはアルフレッド・ケルン社（フランス）の
制作による壮大なフレンチ・クラシカルオルガンが設置されてい
ます。グラントルグ（第一）、ポジティフ（第二）、そしてレシ（第三）の
三弾から成る手鍵盤には九列のリード管、さらには足鍵盤に四列の
リード管が、五七の多様なストップ（音栓）で音色を変え、荘厳で
力強い響きを奏でます。ステンドグラス越しにチャペルに注がれる
柔らかな光の中、この泉キャンパスでは、日曜日を除いて毎日、礼拝
がささげられています。



大 学 礼 拝

説 教 集

第 1 7 号

2013

東北学院大学



　
　
　
　
　
　
　

目　

次

巻
頭
言

宗

教

部

長

佐
々
木　

哲　

夫
…
…
…
…
4

弟
子
と
し
て
の
覚
悟

理

事

長

平
河
内　

健　

治
…
…
…
…
7

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

学
院
長
（
大
学
長
）

星　

宮　
　
　

望
…
…
…
…
12

祈
り

仙
台
ホ
サ
ナ
教
会

長　

尾　

厚　

志
…
…
…
…
19

も
し
信
じ
る
な
ら

仙
台
東
一
番
丁
教
会

保　

科　

け
い
子
…
…
…
…
23

新
し
く
生
き
る

東
北
学
院
中
学
校
・
高
等
学
校

宗

教

主

任

松　

井　

浩　

樹
…
…
…
…
29

希
望
の
光

東
北
学
院
榴
ヶ
岡
高
等
学
校

宗

教

主

任

西
間
木　
　
　

順
…
…
…
…
35

『
誰
が
』
そ
し
て
『
誰
に
』

宗

教

部

長

佐
々
木　

哲　

夫
…
…
…
…
40

今
日
を
存
分
に
生
き
よ
う

大
学
宗
教
主
任

野　

村　
　
　

信
…
…
…
…
49

私
は
あ
な
た
と
共
に
い
る

大
学
宗
教
主
任

北　
　
　
　
　

博
…
…
…
…
55

心
に
立
ち
返
れ

大
学
宗
教
主
任

出　

村　

み
や
子
…
…
…
…
60



彷
徨
い
出
た
魂
が
見
出
さ
れ
る
と
き

大
学
宗
教
主
任

村　

上　

み　

か
…
…
…
…
66

一
つ
に
結
び
合
わ
せ
る
神
の
力

大
学
宗
教
主
任

原　

田　

浩　

司
…
…
…
…
70

働
き
に
よ
ら
な
い
賃
金

総
合
人
文
学
科
長

原　

口　

尚　

彰
…
…
…
…
75

神
に
栄
光
、
地
に
平
和

総
合
人
文
学
科
教
授

佐
々
木　

勝　

彦
…
…
…
…
80

幸
い

経
営
学
部
教
授

保　

坂　

和　

男
…
…
…
…
86

主
に
信
頼
す
る
勇
気

経
営
学
部
教
授

松　

村　

尚　

彦
…
…
…
…
91

天
に
積
む
富

法
学
部
准
教
授

横　

田　

尚　

昌
…
…
…
…
97

一
粒
の
麦

工

学

部

教

授

星　

宮　
　
　

務
…
…
…
…
102

お
む
ら
さ
ん

工
学
部
准
教
授

長　

島　

慎　

二
…
…
…
…
108

人
生
を
変
え
る
秘
訣
パ
ー
ト
Ⅰ

教
養
学
部
准
教
授

大　

澤　

史　

伸
…
…
…
…
115

EN
GLISH

 CH
APEL SERVICE

文

学

部

教

授

D
・
N
・
マ
ー
チ
ー
…
…
…
…
123

編
集
後
記

大
学
宗
教
主
任

原　

田　

浩　

司
…
…
…
…
124



− 4 −− 5 −

巻
頭
言

宗　

教　

部　

長　

佐
々
木　

哲　

夫

次
の
譬
え
話
が
福
音
書
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
第
七
章
二
四
〜
二
九
節

  

24
「
そ
こ
で
、
わ
た
し
の
こ
れ
ら
の
言こ
と

葉ば

を
聞き

い
て
行
お
こ
な
う
者も
の

は
皆み
な

、
岩い
わ

の
上う
え

に
自じ

分ぶ
ん

の
家い
え

を
建た

て
た
賢
か
し
こ

い
人ひ
と

に
似に

て
い
る
。
25
雨あ
め

が
降ふ

り
、
川か
わ

が
あ
ふ
れ
、
風か
ぜ

が
吹ふ

い
て
そ
の
家い
え

を
襲お
そ

っ
て
も
、
倒た
お

れ
な
か
っ
た
。

岩い
わ

を
土ど

台だ
い

と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
26
わ
た
し
の
こ
れ
ら
の
言こ
と

葉ば

を
聞き

く
だ
け
で
行
お
こ
な
わ
な
い
者も
の

は
皆み
な

、
砂す
な

の
上う
え

に
家い
え

を
建た

て
た
愚お
ろ

か
な
人ひ
と

に
似に

て
い
る
。
27
雨あ
め

が
降ふ

り
、
川か
わ

が
あ
ふ
れ
、
風か
ぜ

が
吹ふ

い
て
そ
の
家い
え

に
襲お
そ

い
か
か
る
と
、
倒た
お

れ
て
、
そ
の
倒た
お

れ
方か
た

が
ひ
ど
か
っ
た
。」

 

28
イ
エ
ス
が
こ
れ
ら
の
言こ
と

葉ば

を
語か
た

り
終お

え
ら
れ
る
と
、
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うは
そ
の
教お
し

え
に
非ひ

常じ
ょ
うに
驚
お
ど
ろ
い
た
。
29
彼か
れ

ら
の

律り
っ

法ぽ
う

学が
く

者し
ゃ

の
よ
う
に
で
は
な
く
、
権け
ん

威い

あ
る
者も
の

と
し
て
お
教お
し

え
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。                   　
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岩
の
上
に
家
を
建
て
た
賢
者
と
砂
の
上
に
建
て
た
愚
者
が
対
比
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
物
の
外
観
は
同
じ
な
の
で
す

が
、
暴
風
雨
の
時
に
両
者
の
違
い
が
は
っ
き
り
す
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、「
言
葉
を
聞
い
て
行
う
者
」
と
「
行

わ
な
い
者
」
を
比
喩
的
に
対
比
さ
せ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
譬
え
で
す
。
読
者
は
、
自
分
の
人
生
に
お
い
て
出
会

う
さ
ま
ざ
ま
な
災
厄
を
こ
の
譬
え
に
重
ね
て
読
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
聖
書
の
群
衆
た
ち
は
、
話
の
内

容
に
で
は
な
く
、
権
威
あ
る
者
と
し
て
教
え
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
姿
に
驚
い
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
律
法
学
者
と

違
う
雰
囲
気
を
感
じ
た
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
こ
こ
に
先
般
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
け
た
山
中
先
生
の
講
演
原
稿
が
あ
る
と
し
ま
す
。
そ
の
原
稿
を
、
ｉ
ｐ

ｓ
細
胞
と
無
関
係
な
素
人
弁
士
が
一
字
一
句
正
確
に
読
み
上
げ
た
と
し
ま
す
。
他
方
、
同
じ
原
稿
を
山
中
先
生
自
身

が
読
み
上
げ
る
と
し
ま
す
。
聴
衆
は
、
講
演
者
が
誰
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
ま
す
の
で
、
同
じ
原
稿
で
あ
っ
て
も
、

講
演
者
の
発
す
る
雰
囲
気
の
違
い
を
敏
感
に
感
じ
と
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
講
演
者
と
講
演
内
容
が
重
な
り

合
う
と
き
に
醸
し
出
さ
れ
る
雰
囲
気
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
群
衆
は
、
譬
え
を
語
っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
異
な
る
雰
囲
気
を
感
じ
て
驚
き
ま
し
た
。
恐
ら
く
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
岩
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
人
生
を
建
て
上
げ
る
基
盤
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
た
の
で
す
。
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こ
の
『
説
教
集
』
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
願
う
次
第
で
す
。
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「
弟
子
と
し
て
の
覚
悟
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理　

事　

長　

平
河
内　

健　

治

　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
第
八
章
一
八
〜
二
七
節

  

18
イ
エ
ス
は
、
自じ

分ぶ
ん

を
取と

り
囲か
こ

ん
で
い
る
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うを
見み

て
、
弟で

子し

た
ち
に
向む

こ
う
岸ぎ
し

に
行い

く
よ
う
に
命め
い

じ
ら

れ
た
。
19
そ
の
と
き
、
あ
る
律り
っ

法ぽ
う

学が
く

者し
ゃ

が
近ち
か

づ
い
て
、「
先せ
ん

生せ
い

、
あ
な
た
が
お
い
で
に
な
る
所
と
こ
ろ
な
ら
、
ど
こ

へ
で
も
従
し
た
が

っ
て
参ま
い

り
ま
す
」
と
言い

っ
た
。
20
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
狐
き
つ
ね
に
は
穴あ
な

が
あ
り
、
空そ
ら

の
鳥と
り

に
は
巣す

が
あ
る
。
だ
が
、人ひ
と

の
子こ

に
は
枕
ま
く
ら
す
る
所
と
こ
ろ
も
な
い
。」
21
ほ
か
に
、弟で

子し

の
一ひ
と

人り

が
イ
エ
ス
に
、「
主し
ゅ

よ
、ま
ず
、

父ち
ち

を
葬
ほ
う
む
り
に
行い

か
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
言い

っ
た
。
22
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
わ
た
し
に
従
し
た
が
い
な
さ
い
。
死し

ん
で
い
る
者も
の

た
ち
に
、
自じ

分ぶ
ん

た
ち
の
死し

者し
ゃ

を
葬
ほ
う
む
ら
せ
な
さ
い
。」

　

23
イ
エ
ス
が
舟ふ
ね

に
乗の

り
込こ

ま
れ
る
と
、
弟で

子し

た
ち
も
従
し
た
が

っ
た
。
24
そ
の
と
き
、
湖
み
ず
う
みに
激は
げ

し
い
嵐
あ
ら
し
が
起お

こ

り
、舟ふ
ね

は
波な
み

に
の
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
イ
エ
ス
は
眠ね
む

っ
て
お
ら
れ
た
。
25
弟で

子し

た
ち
は
近ち
か

寄よ

っ
て
起お

こ
し
、

「
主し

ゅ

よ
、助た

す

け
て
く
だ
さ
い
。
お
ぼ
れ
そ
う
で
す
」と
言い

っ
た
。
26
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
な
ぜ
怖こ

わ

が
る
の
か
。

信し
ん

仰こ
う

の
薄う
す

い
者も
の

た
ち
よ
。」
そ
し
て
、起お

き
上あ

が
っ
て
風か
ぜ

と
湖
み
ず
う
みと
を
お
叱し
か

り
に
な
る
と
、す
っ
か
り
凪な
ぎ

に
な
っ

た
。
27
人ひ
と

々び
と

は
驚
お
ど
ろ
い
て
、「
い
っ
た
い
、
こ
の
方か
た

は
ど
う
い
う
方か
た

な
の
だ
ろ
う
。
風か
ぜ

や
湖
み
ず
う
みさ
え
も
従
し
た
が
う
で
は



− 8 −− 9 −

な
い
か
」
と
言い

っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
建
学
の
精
神
を
も
つ
大
学
に
学
び
、
ま
た
、
そ
こ
で
仕
事
を
し
て
い
る
私
た
ち
に
は
、

毎
日
の
礼
拝
や
生
活
全
般
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
弟
子
と
し
て
の
覚
悟
が
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
只
今
お
読
み
し
た
御
言
葉
を
通
し
て
、「
イ
エ
ス
に
従
う
」
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
、
想

い
を
向
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
ず
、
私
た
ち
が
本
当
に
幸
せ
に
な
り
た
い
、
人
々
を
本
当
に
幸
せ
に
し
た
い
と
願
う
な
ら
、
こ
の
世
的
に
は
、

人
の
子
、
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
ご
自
身
す
ら
枕
す
る
所
も
な
い
、
つ
ま
り
、
安
住
安
眠
す
る
こ
の
で
き
な
い
位
の
大

変
な
試
練
や
困
難
と
い
う
も
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
に
、
私
た
ち
も
生
き
て
行
く
覚
悟
が
要
る
こ
と
を

知
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
、
イ
エ
ス
が
行
く
所
ど
こ
へ
で
も
従
う
と
述
べ
た
律
法
学
者
へ
の
応
答
か
ら
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。
律
法
学
者
は
「
こ
の
先
生
に
つ
い
て
い
け
ば
、
安
心
と
平
和
が
楽
に
得
ら
れ
る
」
と
覚
悟
の
な

い
ま
ま
に
頼
ろ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
律
法
学
者
は
「
先
生
、
あ
な
た
が
お
い
で
に
な
る
所
な
ら
、
ど
こ
へ
で

も
従
っ
て
参
り
ま
す
」（
一
九
節
）
と
述
べ
ま
す
。
一
種
の
「
ご
ま
す
り
」
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
依
存
体
質
・

す
り
よ
り
体
質
」
を
即
座
に
感
じ
取
り
見
抜
い
た
イ
エ
ス
は
「
狐
に
は
穴
が
あ
り
、空
の
鳥
に
は
巣
が
あ
る
。
だ
が
、

人
の
子
に
は
枕
す
る
所
も
な
い
」（
二
〇
節
）
と
応
答
し
ま
す
。
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ま
た
、
私
た
ち
は
弟
子
の
一
人
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
訳
を
し
て
、
大
変
な
こ
と
は
避
け
よ
う
と
し
ま
す
。

弟
子
の
一
人
は
イ
エ
ス
に
「
主
よ
、ま
ず
、父
を
葬
り
に
行
か
せ
て
く
だ
さ
い
」（
二
一
節
）
と
頼
み
ま
す
。
こ
こ
に
、

い
か
に
も
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
も
の
が
あ
る
か
の
如
く
装
っ
て
、
ま
た
、
半
ば
自
分
自
身
に
信
じ

込
ま
せ
て
、
真
に
大
切
な
こ
と
に
向
か
お
う
と
し
な
い
自
分
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
言
い
訳
は
自
分
を

守
る
た
め
の
保
身
の
術
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。そ
の
よ
う
な
言
い
訳
体
質
・
保
身
体
質
だ
け
で
は
自
分
の
折
角
の「
地

の
塩
」「
世
の
光
」
と
し
て
の
能
力
が
発
揮
で
き
ず
、
萎
縮
す
る
だ
け
で
自
尊
心
を
も
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
生
き
る
姿
勢
も
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
そ
の
是
非
が
問
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

二
三
節
以
下
に
は
、
イ
エ
ス
に
従
っ
た
弟
子
た
ち
す
ら
、
人
生
に
本
気
で
立
ち
向
か
う
姿
勢
で
な
か
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
弟
子
た
ち
は
イ
エ
ス
か
ら
向
こ
う
岸
に
行
く
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
舟
を
用
意
し
ま
す
。

「
イ
エ
ス
が
舟
に
乗
り
込
ま
れ
る
と
、
弟
子
た
ち
も
従
っ
た
」
と
二
三
節
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
命
じ
ら
れ
た
人

生
、
つ
ま
り
、
招
か
れ
た
人
生
を
送
る
決
断
を
し
、
覚
悟
を
決
め
て
イ
エ
ス
に
従
っ
た
は
ず
で
し
た
。

し
か
し
、そ
の
と
き
、湖
に
激
し
い
嵐
が
起
こ
り
、舟
は
波
に
飲
ま
れ
そ
う
に
な
り
ま
す
。あ
る
注
釈
書
に
よ
る
と
、

原
文
は
「
海
中
に
大
き
な
地
震
が
あ
っ
た
」
と
直
訳
で
き
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
念
の
た
め
に
、
佐
々
木
哲

夫
宗
教
部
長
に
ギ
リ
シ
ャ
語
原
典
に
あ
た
っ
て
見
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
通
り
の
も
の
で
し
た
。
東
日
本

大
震
災
の
津
波
襲
来
を
想
起
す
る
と
、
弟
子
た
ち
の
恐
怖
心
も
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
弟
子
た
ち
は
恐
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怖
心
か
ら
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
な
り
、
一
日
の
癒
し
の
業
か
ら
お
疲
れ
に
な
り
眠
っ
て
い
た
イ
エ
ス
に
近
寄
っ
て
起

こ
し
、「
主
よ
、
助
け
て
く
だ
さ
い
。
お
ぼ
れ
そ
う
で
す
」（
二
五
節
）
と
助
け
を
求
め
ま
す
。
声
を
か
け
る
だ
け

で
な
く
、イ
エ
ス
の
か
ら
だ
を
ゆ
す
っ
て
目
を
覚
ま
さ
せ
、実
力
行
使
を
し
て
必
死
に
訴
え
た
姿
が
想
像
で
き
ま
す
。

そ
れ
だ
け
に
恐
怖
に
慄
お
の
の
く
よ
う
な
大
き
な
試
練
に
遭
遇
し
た
わ
け
で
す
。
自
分
の
意
志
力
や
行
動
力
だ
け
で
は
退

治
で
き
な
い
想
定
外
の
未み

曾ぞ

有う

の
魔
物
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

イ
エ
ス
は
「
な
ぜ
怖
が
る
の
か
。
信
仰
の
薄
い
者
た
ち
よ
」
と
弟
子
た
ち
を
窘
た
し
な
め
、
風
と
湖
と
を
叱
り
ま
す
。

す
る
と
、
す
っ
か
り
凪
に
な
り
ま
す
。
岸
に
い
た
人
々
は
驚
き
、「
い
っ
た
い
、
こ
の
方
は
ど
う
い
う
方
な
の
だ
ろ

う
。
風
や
湖
さ
え
も
従
う
で
は
な
い
か
」（
二
七
節
）
と
イ
エ
ス
の
権
能
と
権
威
に
驚
嘆
し
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
は
特
別
の
権
能
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
、
先
の
「
依
存
体
質
・
す
り
よ
り
体
質
」
と
「
言
い
訳
体
質
・
保
身
体
質
」
を
自
分

の
意
志
力
や
決
断
に
よ
っ
て
避
け
る
だ
け
捨
て
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
最
も
必

要
な
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
由
来
し
て
生
き
る
姿
勢
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
現
実
の
試
練
を

あ
る
が
ま
ま
に
捉
え
て
、
謙
虚
な
姿
勢
で
自
分
を
超
え
た
方
の
導
き
を
待
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
に

私
た
ち
の
知
性
も
感
性
も
輝
き
を
増
し
ま
す
。

私
た
ち
は
イ
エ
ス
に
招
か
れ
命
令
さ
れ
イ
エ
ス
の
船
で
こ
の
世
の
人
生
を
旅
し
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
は
常
に
同
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乗
し
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
は
平
安
と
安
ら
ぎ
の
中
で
一
緒
に
舟
に
乗
っ
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
眠
っ
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
イ
エ
ス
が
伴
に
お
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
な
い
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
人

間
の
意
志
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
危
機
や
試
練
に
遭
っ
た
と
き
、
必
死
に
虚
心
坦
懐
に
助
け
を
求
め
れ
ば
、

信
仰
が
薄
い
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
は
常
に
私
た
ち
に
寄
り
添
い
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
て
く
だ
さ

い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
は
私
た
ち
を
愛
し
、
決
し
て
見
捨
て
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
魔
物
に
遭
遇
し
て
も
、
悪

魔
の
誘
惑
に
陥
ろ
う
と
し
て
も
、
常
に
、
寄
り
添
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
キ
リ
ス
ト
の
導
き
を
信
じ
た
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
苦
難
に
立
ち
向
か
え
る
意
味
あ
る
人
生
が
送
れ
る
よ
う
祈
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

学
院
長
（
大
学
長
）　

星　

宮　
　
　

望

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
〇
章
二
五
〜
三
七
節

25 

す
る
と
、
あ
る
律り
っ

法ぽ
う

の
専せ
ん

門も
ん

家か

が
立た

ち
上あ

が
り
、
イ
エ
ス
を
試た
め

そ
う
と
し
て
言い

っ
た
。「
先せ
ん

生せ
い

、
何な
に

を

し
た
ら
、
永え
い

遠え
ん

の
命
い
の
ち
を
受う

け
継つ

ぐ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。」
26
イ
エ
ス
が
、「
律り
っ

法ぽ
う

に
は
何な
ん

と
書か

い

て
あ
る
か
。
あ
な
た
は
そ
れ
を
ど
う
読よ

ん
で
い
る
か
」
と
言い

わ
れ
る
と
、
27
彼か
れ

は
答こ
た

え
た
。「『
心
こ
こ
ろ
を
尽つ

く

し
、
精せ
い

神し
ん

を
尽つ

く
し
、
力
ち
か
ら
を
尽つ

く
し
、
思お
も

い
を
尽つ

く
し
て
、
あ
な
た
の
神か
み

で
あ
る
主し
ゅ

を
愛あ
い

し
な
さ
い
、
ま

た
、
隣り
ん

人じ
ん

を
自じ

分ぶ
ん

の
よ
う
に
愛あ
い

し
な
さ
い
』
と
あ
り
ま
す
。」
28
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
正た
だ

し
い
答こ
た

え
だ
。

そ
れ
を
実じ
っ

行こ
う

し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
命
い
の
ち
が
得え

ら
れ
る
。」29
し
か
し
、彼か
れ

は
自じ

分ぶ
ん

を
正せ
い

当と
う

化か

し
よ
う
と
し
て
、

「
で
は
、
わ
た
し
の
隣り
ん

人じ
ん

と
は
だ
れ
で
す
か
」
と
言い

っ
た
。
30
イ
エ
ス
は
お
答こ
た

え
に
な
っ
た
。「
あ
る
人ひ
と

が

エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
エ
リ
コ
へ
下く
だ

っ
て
行い

く
途と

中ち
ゅ
う、
追お

い
は
ぎ
に
襲お
そ

わ
れ
た
。
追お

い
は
ぎ
は
そ
の
人ひ
と

の
服ふ
く

を

は
ぎ
取と

り
、
殴な
ぐ

り
つ
け
、
半は
ん

殺ご
ろ

し
に
し
た
ま
ま
立た

ち
去さ

っ
た
。
31
あ
る
祭さ
い

司し

が
た
ま
た
ま
そ
の
道み
ち

を
下く
だ

っ

て
来き

た
が
、
そ
の
人ひ
と

を
見み

る
と
、
道み
ち

の
向む

こ
う
側が
わ

を
通と
お

っ
て
行い

っ
た
。
32
同お
な

じ
よ
う
に
、
レ
ビ
人び
と

も
そ
の
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場ば

所し
ょ

に
や
っ
て
来き

た
が
、
そ
の
人ひ
と

を
見み

る
と
、
道み
ち

の
向む

こ
う
側が
わ

を
通と
お

っ
て
行い

っ
た
。
33
と
こ
ろ
が
、
旅た
び

を

し
て
い
た
あ
る
サ
マ
リ
ア
人じ
ん

は
、
そ
ば
に
来く

る
と
、
そ
の
人ひ
と

を
見み

て
憐あ
わ

れ
に
思お
も

い
、
34
近ち
か

寄よ

っ
て
傷き
ず

に
油
あ
ぶ
ら

と
ぶ
ど
う
酒し
ゅ

を
注そ
そ

ぎ
、
包ほ
う

帯た
い

を
し
て
、
自じ

分ぶ
ん

の
ろ
ば
に
乗の

せ
、
宿や
ど

屋や

に
連つ

れ
て
行い

っ
て
介か
い

抱ほ
う

し
た
。
35
そ

し
て
、
翌よ
く

日じ
つ

に
な
る
と
、
デ
ナ
リ
オ
ン
銀ぎ
ん

貨か

二
枚ま
い

を
取と

り
出だ

し
、
宿や
ど

屋や

の
主し
ゅ

人じ
ん

に
渡わ
た

し
て
言い

っ
た
。『
こ
の

人ひ
と

を
介か
い

抱ほ
う

し
て
く
だ
さ
い
。
費ひ

用よ
う

が
も
っ
と
か
か
っ
た
ら
、
帰か
え

り
が
け
に
払は
ら

い
ま
す
。』
36
さ
て
、
あ
な
た

は
こ
の
三
人に
ん

の
中な
か

で
、
だ
れ
が
追お

い
は
ぎ
に
襲お
そ

わ
れ
た
人ひ
と

の
隣り
ん

人じ
ん

に
な
っ
た
と
思お
も

う
か
。」
37
律り
っ

法ぽ
う

の
専せ
ん

門も
ん

家か

は
言い

っ
た
。「
そ
の
人ひ
と

を
助た
す

け
た
人ひ
と

で
す
。」
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。｢

行い

っ
て
、
あ
な
た
も

同お
な

じ
よ
う
に
し
な
さ
い
。」　　
　

聖
書
の
こ
の
箇
所
は
、
主
イ
エ
ス
の
教
え
の
中
で
も
「
善
き
サ
マ
リ
ヤ
人
」
の
た
と
え
と
し
て
有
名
な
と
こ
ろ

で
す
。
本
日
は
、
こ
の
聖
句
に
関
連
さ
せ
て
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
イ
エ
ス
様
の
た
と
え
話
の
背
景
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
サ
マ
リ
ヤ
地
方
は
北
の
ガ
リ
ラ
ヤ
と
エ
ル
サ

レ
ム
の
間
の
中
央
パ
レ
ス
チ
ナ
に
あ
り
、
旧
約
聖
書
に
た
び
た
び
記
述
さ
れ
た
よ
う
に
バ
ア
ル
礼
拝
を
行
い
、
倫

理
的
に
堕
落
し
て
い
る
と
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
を
中
心
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
は
確
執
が
あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
は
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民
族
的
に
も
宗
教
的
に
も
差
別
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
一
方
、
こ
の
旅
人
の
不
幸
を
最
初
に
見
た
祭
司
も
、

そ
の
次
に
見
た
レ
ビ
人
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
で
は
尊
敬
さ
れ
て
い
た
人
々
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
で
、
ユ
ダ

ヤ
人
の
律
法
の
専
門
家
（
い
い
か
え
れ
ば
旧
約
聖
書
の
モ
ー
セ
の
五
書
な
ど
に
精
通
し
た
人
）
が
主
イ
エ
ス
を
試

そ
う
と
し
て
行
っ
た
質
問
に
端
を
発
し
て
の
や
り
取
り
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
終
的
に
は
、
こ
の
た
と
え
話
の
後
で
、
主
イ
エ
ス
が
「
あ
な
た
は
こ
の
三
人
の
中
で
、
だ
れ
が
追
い
は
ぎ
に

襲
わ
れ
た
人
の
隣
人
に
な
っ
た
と
思
う
か
」
と
問
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
律
法
の
専
門
家
は
「
そ
の
人
を
助

け
た
人
で
す
」
と
答
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
主
イ
エ
ス
は
「
行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
言
わ

れ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
こ
の
た
と
え
話
を
聞
い
て
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
善
き
サ
マ
リ
ヤ
人
」
の
よ
う
に
あ
り
た
い

と
思
う
も
の
で
す
。し
か
し
、な
か
な
か
、実
際
の
人
生
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
で
も
で
き
る
こ
と
を
何
か
行
い
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

昨
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
直
後
か
ら
、
被
災
者
支
援
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
展

開
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
で
も
、
早
速
、「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
立
ち
上
げ
、
多
く
の
学
生
諸
君

と
と
も
に
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
ル
ー
ツ
が
こ
の
「
善
き
サ
マ
リ
ヤ
人
」
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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私
た
ち
の
東
北
学
院
大
学
に
は
、「
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
会
」
と
い
う
サ
ー
ク
ル
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
会
は
、
本
学

の
課
外
活
動
団
体
と
し
て
昭
和
三
〇
年
に
創
設
以
来
、
本
学
の
建
学
の
精
神
で
あ
る
隣
人
愛
の
運
動
と
実
践
を
文

字
通
り
ひ
と
す
じ
に
活
発
な
活
動
を
続
け
て
お
り
ま
す
。
最
初
の
頃
の
活
動
と
し
て
は
、
当
時
、
秋
保
に
開
園
し

た
ば
か
り
の
宮
城
県
整
肢
拓
桃
園
の
肢
体
不
自
由
児
を
訪
問
し
て
、
紙
芝
居
を
演
じ
合
唱
や
談
笑
を
し
て
子
供
た

ち
を
慰
問
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
、
整
肢
拓
桃
園
、
仙
台
キ
リ
ス
ト
教
育
児
院
や
玉
浦
ベ
ッ
ド
ス
ク
ー

ル
の
な
ど
を
定
期
訪
問
す
る
こ
と
と
し
た
ほ
か
、
西
多
賀
ベ
ッ
ド
ス
ク
ー
ル
な
ど
、
多
く
の
施
設
を
訪
問
し
て
交

流
を
深
め
て
き
て
お
り
ま
す
。
ま
さ
に
こ
の
「
善
き
サ
マ
リ
ヤ
人
」
に
な
ら
う
こ
と
を
活
動
の
中
心
に
す
え
て
、

五
〇
年
以
上
の
実
践
活
動
を
積
み
重
ね
て
き
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
長
い
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
「
奉
仕
活
動
」

を
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
が
、
今
日
の
「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
発
足
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
っ

て
良
い
で
し
ょ
う
。

日
本
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
一
月
一
七
日
の
阪
神
淡
路
大
震
災
の
こ

ろ
か
ら
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。誰
し
も
予
想
し
な
か
っ
た
大
震
災
が
起
こ
っ
て
多
く
の
方
々

が
災
難
に
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
他
人
事
で
は
な
い
と
感
じ
て
行
動
を
と
ら
れ
た
こ
と
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
二
年
後
の
一
九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
一
月
二
日
に
島
根
県
沖
で
起
こ
っ
た
ナ
ホ
ト
カ

号
の
重
油
流
出
事
件
で
も
多
く
の
方
々
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
協
力
さ
れ
ま
し
た
。
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そ
し
て
、
最
近
で
は
さ
ら
に
多
く
の
人
々
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

特
に
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
も
あ
る
、
宮
城
県
、
仙
台
市
に
お
い
て
は
、
す
ぐ
目
の
前
の
厳
し
い
現
実
を

見
る
に
つ
け
、
多
く
の
学
生
諸
君
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
東
北
学

院
大
学
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
東
日

本
大
震
災
を
受
け
、
被
災
地
に
あ
る
大
学
と
し
て
地
域
情
報
を
集
約
・
共
有
し
、
支
援
を
必
要
と
す
る
人
に
本
学

学
生
・
教
職
員
が
直
接
支
援
す
る
と
と
も
に
、
各
市
町
村
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
や
全
国
の
大
学
と
連

携
し
、
被
災
地
支
援
の
た
め
の
広
範
な
活
動
を
中
継
・
展
開
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
震
災
後
の
三
月
二
九
日
に
設

立
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
地
域
貢
献
と
と
も
に
、
学
生
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
新
し

い
学
び
・
成
長
の
場
を
提
供
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
実
績
と
し
て
は
、
①
被
災
地
支

援
で
は
、
県
・
市
・
区
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
と
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
連
携
、
気
仙
沼
市
、
石
巻
市
、

名
取
市
、
亘
理
町
、
仙
台
市
若
林
区
な
ど
で
瓦
礫
撤
去
・
汚
泥
除
去
作
業
、
塩
竈
市
な
ど
で
避
難
所
か
ら
仮
設
住

宅
へ
の
引
越
作
業
、
多
賀
城
市
で
避
難
所
の
子
ど
も
へ
の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
・
遊
び
相
手
な
ど
で
す
。
特
に
、

気
仙
沼
市
で
は
「
気
仙
沼
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
、
昨
年
の
七
月
中
旬
か
ら
九
月
下
旬
の
夏
休
み
に
か
け
て
、

唐
桑
地
区
に
て
五
泊
六
日
を
一
ク
ル
ー
と
し
て
一
一
ク
ル
ー
が
二
ヵ
月
半
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
全
国
の
一
四
大

学
と
協
同
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
参
加
し
た
人
数
は
、
学
生
・
教
職
員
合
わ
せ
て
約
三
百
二
十
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名
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
②
復
興
イ
ベ
ン
ト
関
係
で
は
、
国
内
外
か
ら
著
名
人
等
が
来
学
し
た
際
に
被
災
地
訪
問

へ
の
協
力
と
し
て
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
大
使
リ
ュ
ミ
ボ
ル
・
ト
ド
ロ
フ
氏
と
歌
手
の
ヴ
ァ
リ
ャ
・
バ
ル
カ
ン
ス
氏
ら
の

訪
問
時
や
、
米
国
駐
日
大
使
ジ
ョ
ン
・
Ｖ
・
ル
ー
ス
氏
の
訪
問
時
な
ど
に
被
災
地
訪
問
へ
の
協
力
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
仙
台
市
沿
岸
部
や
東
松
島
市
で
演
奏
会
や
子
ど
も
の
遊
び
相
手
、
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー

ブ
ル
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。
③
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
関
係
で
は
、
平
成
二
三
年
五
月
二
七
日
に
、
全
国
か
ら

一
〇
大
学
の
関
係
者
が
本
学
に
集
ま
り
、「
大
学
間
連
携
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
キ
ッ
ク
オ
フ
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
」
を
開
催
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
④
学
術
的
な
支
援
活
動
と
し
て
は
、
河
北
新
報
社
出
版

の
写
真
集
の
英
訳
、
海
外
か
ら
届
け
ら
れ
た
手
紙
の
和
訳
な
ど
の
「
翻
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
活
動
を
実
施
し
た
こ

と
や
、
大
震
災
で
被
災
し
た
地
域
の
博
物
館
収
蔵
品
や
生
活
用
具
な
ど
、
文
化
財
を
救
出
し
、
再
生
す
る
「
文
化

財
レ
ス
キ
ュ
ー
」
活
動
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
献
身
・
奉
仕
の
諸
活
動
は
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
の
東
北
学
院
大
学
セ

ツ
ル
メ
ン
ト
会
の
活
動
に
始
ま
り
、
今
日
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
活
動
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
本
日
拝
読
し
た
「
善
き
サ
マ
リ
ヤ
人
」
の
教
え
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
今
回
は
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
新
約
聖
書
の
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
の
第
七
章
に
あ
る
主
イ
エ

ス
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
、「
だ
か
ら
、
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
は
何
で
も
、
あ
な
た
が
た
も
人
に
し
な
さ
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い
。
こ
れ
こ
そ
律
法
と
預
言
者
で
あ
る
。」
も
同
じ
内
容
の
教
え
で
あ
り
、こ
れ
は
、“The G

olden Rule ”

（
黄
金
律
）

と
も
言
わ
れ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
弟
子
た
ち
に
教
え
た
、
最
も
重
要
な
御
言
葉
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
災
害

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
覚
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 

（
平
成
二
四
年
七
月
）
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「
祈
り
」　

仙
台
ホ
サ
ナ
教
会　

長　

尾　

厚　

志

　

テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
、
第
五
章
一
七
節

17
絶た

え
ず
祈い
の

り
な
さ
い
。

新
し
い
年
度
で
キ
リ
ス
ト
教
に
初
め
て
接
す
る
学
生
の
方
も
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
祈
り
」
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
祈
り
」
と
い
う
と
皆
さ
ん
は
何
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
「
願
い
」
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。こ
う
し
て
く
だ
さ
い
、あ
ー
し
て
く
だ
さ
い
、困
っ
た
時
に
、本
当
に
ど
う
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
時
に
、

思
わ
ず
口
に
出
て
く
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
「
お
願
い
ご
と
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一

方
で
別
な
面
も
あ
り
ま
す
。

ま
ず
お
祈
り
を
す
る
時
ど
う
す
る
の
か
、と
い
う
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。ま
ず
目
を
つ
ぶ
り
ま
す
。
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そ
し
て
手
を
組
み
ま
す
。
こ
の
目
を
つ
ぶ
る
、
手
を
組
む
、
さ
あ
そ
こ
で
、
何
か
出
来
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
い
つ

も
よ
う
に
普
通
に
、
歩
い
た
り
、
作
業
し
た
り
、
こ
の
姿
勢
で
、
勉
強
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
普
段
ど
お
り
に

は
何
も
で
き
ま
せ
ん
ね
。
何
も
で
き
な
い
、
け
れ
ど
も
祈
り
の
姿
勢
を
と
る
私
は
生
き
て
い
る
、
言
い
換
え
る
と
、

「
何
も
で
き
な
い
、
し
か
し
生
き
て
い
る
」
こ
れ
が
祈
り
で
す
。
私
達
が
生
き
て
い
る
社
会
は
、
何
か
が
で
き
る
こ

と
で
認
め
ら
れ
、
評
価
さ
れ
ま
す
。
何
も
で
き
な
い
人
間
は
、
あ
る
い
は
テ
ス
ト
の
点
数
が
悪
い
人
は
駄
目
な
人
、

と
見
ら
れ
が
ち
で
す
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
私
た
ち
は
勉
強
し
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
身
に
つ
け
ま
す
。
そ
れ
は

と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。

し
か
し
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
何
も
で
き
な
い
、
し
よ
う
と
思
っ
て
も
で
き
な
い
、
そ
れ
で
も
今
私
は
こ

こ
に
い
る
、
何
も
で
き
な
く
て
も
認
め
ら
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
こ
の
「
祈
り
」

の
「
い
」
は
「
生
命
」
の
「
い
」
で
す
。「
の
り
」
は
宣
言
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
祈
り
」
と
い
う
の
は
「
生
命

の
宣
言
」
な
の
で
す
。
私
は
何
も
で
き
な
い
、
け
れ
ど
も
そ
れ
で
も
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
昨
年
の
三
月
に
東
日
本
大
震
災
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
震
災
に
よ
っ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
一
つ
に
安
否
、
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
様
々
な
手
段
で
確
認
し
あ
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
な
か
な
か
通
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じ
な
い
電
話
、
ど
う
し
て
い
る
の
か
、
生
き
て
い
る
の
か
、
と
大
変
心
配
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
祈
り
に
満

ち
た
思
い
で
、
電
話
が
通
じ
る
、
ま
た
直
接
会
う
、
そ
の
時
は
、「
あ
ー
よ
か
っ
た
」
と
驚
き
、
感
謝
し
、
と
て
も

喜
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
時
は
相
手
が
「
こ
れ
が
で
き
る
」「
あ
れ
が
で
き
る
」
か
ら
感
謝
す
る
、

喜
ぶ
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
た
だ
た
だ
「
生
き
て
い
る
」
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
二
年

が
過
ぎ
ま
し
た
。
い
つ
し
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
無
く
な
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
当
り
前
の
日
常
、
当

た
り
前
に
い
る
相
手
、
当
た
り
前
の
自
分
の
生
命
、
そ
こ
に
は
何
の
驚
き
も
、
感
謝
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、「
祈
り
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
巡
ら
し
た
い
の
で
す
。
祈
り
は
「
生
命
の
宣
言
」
と
言
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
あ
の
震
災
直
後
の
「
生
き
て
い
る
、そ
れ
だ
け
で
十
分
」
と
い
う
驚
き
と
感
謝
を
持
ち
続
け
て
い
く
、

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
震
災
直
後
の
よ
う
に
、
何
か
大
き
な
声
で
「
あ
ー
よ
か
っ
た
」、
と
い
う
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
静
か
に
心
の
中
で
、
目
を
つ
ぶ
り
、
手
を
組
み
、『
私
は
た
と
え
何
も
で
き
な
く
て
も
、
こ
う
し
て
生

き
て
い
る
、
生
か
さ
れ
て
い
る
、』
と
い
う
こ
と
味
わ
う
こ
と
で
す
。

今
日
の
聖
書
に
は
、「
絶
え
ず
祈
り
な
さ
い
」
と
あ
り
ま
し
た
。
絶
え
ず
、
と
い
う
の
は
、
二
四
時
間
い
つ
で
も
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は『
断
続
的
に
』と
い
う
こ
と
で
す
。
毎
日
ほ
ん
の
少
し
で
も
い
い
か
ら
、た
っ
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た
一
〇
秒
で
も
い
い
か
ら
、
目
を
つ
む
り
、
手
を
組
む
時
間
を
設
け
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト

教
は
生
ま
れ
て
約
二
〇
〇
〇
年
、
西
暦
は
イ
エ
ス
が
生
ま
れ
て
か
ら
数
え
て
い
ま
す
か
ら
、
今
年
で
二
〇
一
三
年
、

こ
の
祈
り
を
大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
、
実
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
祈
り
」
な
ん
て
要
ら

な
い
、
と
言
わ
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
今
、
ま
さ
に
そ
ん
な
時
代
か
な
、
と
も
思
い
ま
す
。
願
っ
た
こ
と
が

叶
え
ら
れ
な
い
、
そ
の
通
り
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
実
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト

教
は
祈
り
続
け
て
き
ま
し
た
。
と
て
も
大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
祈
り
は「
生
命
の
宣
言
」だ
か
ら
で
す
。

願
い
が
叶
え
ら
れ
な
く
て
も
、
そ
の
通
り
に
な
ら
な
く
て
も
、
私
に
悩
み
が
あ
っ
て
も
、
痛
み
が
あ
っ
て
も
、
生

き
て
い
く
希
望
が
何
も
持
て
な
く
て
も
、で
も
こ
う
し
て
今
、生
き
て
い
る
、私
を
超
え
た
お
お
い
な
る
お
方
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
驚
き
と
感
謝
を
覚
え
て
い
く
た
め
の
大
事
な
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
こ
と
を
覚

え
て
、
祈
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
も
し
信
じ
る
な
ら
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
台
東
一
番
丁
教
会　

保　

科　

け
い
子

　

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書　

第
一
一
章
三
八
節
〜
四
四
節

 

38
イ
エ
ス
は
、
再
ふ
た
た
び
心
こ
こ
ろ
に
憤
い
き
ど
おり
を
覚お
ぼ

え
て
、
墓は
か

に
来こ

ら
れ
た
。
墓は
か

は
洞ほ
ら

穴あ
な

で
、
石い
し

で
ふ
さ
が
れ
て
い
た
。

39
イ
エ
ス
が
、「
そ
の
石い
し

を
取と

り
の
け
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ
る
と
、死し

ん
だ
ラ
ザ
ロ
の
姉し

妹ま
い

マ
ル
タ
が
、「
主し
ゅ

よ
、

四よ
っ

日か

も
た
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
も
う
に
お
い
ま
す
」
と
言い

っ
た
。
40
イ
エ
ス
は
、「
も
し
信し
ん

じ
る
な
ら
、
神か
み

の
栄え
い

光こ
う

が
見み

ら
れ
る
と
、
言い

っ
て
お
い
た
で
は
な
い
か
」
と
言い

わ
れ
た
。
41
人ひ
と

々び
と

が
石い
し

を
取と

り
の
け
る
と
、

イ
エ
ス
は
天て
ん

を
仰あ
お

い
で
言い

わ
れ
た
。「
父ち
ち

よ
、
わ
た
し
の
願ね
が

い
を
聞き

き
入い

れ
て
く
だ
さ
っ
て
感か
ん

謝し
ゃ

し
ま
す
。

42
わ
た
し
の
願ね
が

い
を
い
つ
も
聞き

い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
知し

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し

が
こ
う
言い

う
の
は
、
周ま
わ

り
に
い
る
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うの
た
め
で
す
。
あ
な
た
が
わ
た
し
を
お
遣つ
か

わ
し
に
な
っ
た
こ
と
を
、

彼か
れ

ら
に
信し
ん

じ
さ
せ
る
た
め
で
す
。」43
こ
う
言い

っ
て
か
ら
、「
ラ
ザ
ロ
、出で

て
来き

な
さ
い
」
と
大お
お

声ご
え

で
叫さ
け

ば
れ
た
。

44
す
る
と
、
死し

ん
で
い
た
人ひ

と

が
、
手て

と
足あ

し

を
布ぬ

の

で
巻ま

か
れ
た
ま
ま
出で

て
来き

た
。
顔か

お

は
覆お

お

い
で
包つ

つ

ま
れ
て
い
た
。

イ
エ
ス
は
人ひ
と

々び
と

に
、「
ほ
ど
い
て
や
っ
て
、
行い

か
せ
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ
た
。
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聖
書
の
中
に
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
感
覚
や
社
会
常
識
か
ら
考
え
る
と
、
絶
対
に
受
け
入
れ
難
い
記
事
が
い
く

つ
か
記
さ
れ
て
お
り
、本
日
の
聖
書
記
事
「
死
ん
だ
ラ
ザ
ロ
の
復
活
」
は
、ク
リ
ス
マ
ス
の
時
に
よ
く
読
ま
れ
る
「
お

と
め
マ
リ
ア
か
ら
の
主
イ
エ
ス
誕
生
」
と
並
ん
で
、
誰
も
が
納
得
し
に
く
い
箇
所
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
出
来
事

は
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
一
章
の
初
め
か
ら
詳
し
く
状
況
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
主
イ
エ
ス
が
特
に
親
し

く
し
て
お
ら
れ
た
ベ
タ
ニ
ア
村
の
マ
ル
タ
と
マ
リ
ア
の
兄
弟
ラ
ザ
ロ
が
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
姉
妹
た
ち
が
そ
れ

を
主
イ
エ
ス
に
知
ら
せ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
主
イ
エ
ス
は
そ
の
知

ら
せ
を
お
聞
き
に
な
っ
て
も
す
ぐ
に
は
行
動
さ
れ
ず
、
な
お
二
日
間
同
じ
と
こ
ろ
に
滞
在
さ
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
一
七
節
で
は
、「
さ
て
、
イ
エ
ス
が
行
っ
て
御
覧
に
な
る
と
、
ラ
ザ
ロ
は
墓
に
葬
ら
れ
て
既
に
四
日
も
た
っ

て
い
た
。」
と
あ
り
、
ラ
ザ
ロ
の
死
が
誰
の
目
か
ら
見
て
も
確
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
念
押
し
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
は
今
回
、
聖
書
の
こ
の
箇
所
を
読
ん
で
お
り
ま
し
て
、
以
前
に
も
こ
の
記
事
に
強
烈
に
出
会
っ
た
よ
う
な
思

い
に
捕
ら
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
確
認
す
る
た
め
に
実
際
に
本
を
開
い
て
み
ま
し
た
。「『
ラ
ザ
ロ
の
復
活
は
ど
こ
？

ソ
ー
ニ
ャ
、さ
が
し
出
し
て
く
れ
な
い
か
』
…
…
ソ
ー
ニ
ャ
は
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
、そ
の
場
所
を
さ
が
し
出
し
た
。

彼
女
は
手
が
ふ
る
え
て
声
が
出
な
か
っ
た
。
二
度
も
読
み
か
け
た
け
れ
ど
、
最
初
の
一
句
が
う
ま
く
発
音
で
き
な

か
っ
た
。『
こ
こ
に
病
め
る
者
あ
り
、
ラ
ザ
ロ
と
い
い
て
ベ
タ
ニ
ヤ
の
人
な
り
…
…
』
と
彼
女
は
一
生
け
ん
め
い
に

や
っ
と
こ
れ
だ
け
読
ん
だ
。」十
代
の
終
わ
り
に
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
に
傾
倒
し
て
い
た
頃
、『
罪
と
罰
』（
米
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川
正
夫
訳
、
聖
書
の
引
用
は
文
語
訳
で
な
さ
れ
て
い
る
。）
を
読
ん
で
い
て
、
突
然
、
聖
書
の
話
が
出
て
き
た
の
で

非
常
に
驚
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。「
ラ
ザ
ロ
よ
、
い
出
よ
、
死
せ
し
者
…
…
」
と
い
う
主
イ
エ
ス
の
呼
び
か

け
に
、
そ
の
御
言
葉
を
読
ん
で
い
る
ソ
ー
ニ
ャ
は
、「
彼
女
は
さ
な
が
ら
自
分
が
、
ま
の
あ
た
り
見
た
も
の
の
よ
う

に
、
感
動
に
ふ
る
え
て
、
身
内
を
ぞ
く
ぞ
く
さ
せ
な
が
ら
、
声
高
く
読
み
上
げ
た
。」
と
反
応
し
ま
す
。
そ
の
文
章

に
触
れ
た
私
自
身
も
ま
た
、
背
中
が
寒
く
な
る
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。『
罪
と
罰
』
で

は
こ
の
聖
書
の
御
言
葉
が
、
自
分
自
身
の
身
勝
手
な
理
屈
と
貧
し
さ
の
た
め
に
、
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
ラ
ス

コ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
い
う
青
年
と
、
困
窮
の
極
み
に
あ
る
家
族
の
生
活
を
助
け
る
た
め
に
、
娼
婦
に
身
を
落
と
さ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
ソ
ー
ニ
ャ
と
い
う
若
い
婦
人
、い
わ
ば
二
人
の
「
死
せ
し
者
」
の
新
生
を
指
し
示
す
道
標
と
な
っ

て
い
ま
す
。
今
思
え
ば
、
こ
れ
が
私
と
聖
書
の
最
初
の
出
会
い
だ
っ
た
の
で
す
。
ソ
ー
ニ
ャ
が
読
む
聖
書
の
御
言

葉
は
、
四
十
数
年
に
も
わ
た
っ
て
私
自
身
の
中
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
に
最
初
に
触
れ
た
の
は
、
高
校
一
年
生
の
と
き
に
学
内
の
読
書
感

想
文
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
し
た
た
め
に
、
そ
の
年
の
課
題
図
書
で
あ
っ
た
『
沈
黙
』（
遠
藤
周
作
著
）
に
つ
い
て
も

感
想
文
を
書
く
よ
う
に
と
現
代
国
語
の
教
師
か
ら
指
示
さ
れ
、
い
わ
ば
無
理
矢
理
に
そ
の
本
を
読
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
い
う
体
験
を
し
た
と
き
で
す
。
江
戸
時
代
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
い
う
背
景
の
下
に
描
か
れ
た
そ

の
作
品
は
、
と
て
も
暗
く
重
い
の
で
途
中
で
読
む
の
が
辛
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
基
督
教
」
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や
「
神
」
や
「
基
督
」
は
、
私
に
は
捉
え
が
た
く
理
解
し
難
い
も
の
で
し
た
。
今
思
い
出
せ
る
の
は
、
ロ
ド
リ
ゴ

と
い
う
主
人
公
ら
し
き
若
い
司
祭
と
、
彼
に
棄
教
を
勧
め
る
彼
の
尊
敬
す
る
師
の
フ
ェ
レ
イ
ラ
、
自
分
自
身
の
弱

さ
に
耽
溺
し
そ
の
中
で
開
き
直
る
と
い
う
人
物
設
定
を
さ
れ
て
い
る
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
三
人
、
そ
れ
に
奉
行
所
の
中

庭
で
の
陰
鬱
な
踏
絵
の
場
面
で
す
。
今
、
読
み
直
し
て
み
る
と
、「
う
す
よ
ご
れ
た
灰
色
の
木
の
板
に
粗
末
な
銅
の

メ
ダ
イ
が
は
め
こ
ん
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
細
い
腕
を
ひ
ろ
げ
、
茨
の
冠
を
か
ぶ
っ
た
基
督
の
み
に
く
い
顔
だ
っ
た
」

と
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
ド
リ
ゴ
が
足
を
あ
げ
た
瞬
間
、
彼
の
足
は
鈍
い
重
い
痛
み
を
感
じ
ま
す
。
そ
の
と
き
、

踏
絵
の
な
か
の
基
督
が
、「
踏
む
が
い
い
。
お
前
の
足
の
痛
さ
を
こ
の
私
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
。
踏
む
が
い
い
。

私
は
お
前
た
ち
に
踏
ま
れ
る
た
め
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
お
前
た
ち
の
痛
さ
を
分
か
つ
た
め
十
字
架
を
背
負
っ
た

の
だ
。」
と
語
り
か
け
る
の
で
す
。「
こ
う
し
て
司
祭
が
踏
絵
に
足
を
か
け
た
時
、
朝
が
来
た
。
鶏
が
遠
く
で
鳴
い

た
。」
聖
書
を
真
剣
に
読
み
出
し
て
か
ら
の
私
な
ら
ば
、
こ
の
文
章
が
福
音
書
に
記
さ
れ
る
ペ
ト
ロ
の
裏
切
り
を
背

景
に
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
の
私
に
は
、
心
の
奥
底
を
見
透
か
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
嫌
な
感
覚
だ
け
が
残
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
聖
書
の
御
言
葉
が
、
一
つ
の
文
学
作
品
の
中
で
、
日
本
人
の
読
者
の

感
性
に
訴
え
心
に
染
み
込
ん
で
い
く
よ
う
に
と
、
作
者
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
変
容
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ

と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
ら
二
つ
の
私
自
身
の
思
い
出
を
振
り
返
っ
て
み
た
時
に
、
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。『
罪
と
罰
』
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の
中
で
は
、
聖
書
の
御
言
葉
そ
の
も
の
を
読
む
者
が
お
り
、
そ
れ
を
真
剣
に
聴
く
者
が
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
ま
た
、
一
九
世
紀
の
半
ば
に
、
作
者
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
自
身
が
御
言
葉
を
真
剣
に
読
み
そ
れ
に
深
く
聴

い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
御
言
葉
の
力
を
正
確
に
他
者
に

伝
え
る
に
は
、
御
言
葉
そ
の
も
の
を
記
す
以
外
に
術
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
彼
自
身
が
気
づ
い
て
い
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
世
の
常
識
と
い
わ
れ
る
も
の
や
固
定
観
念
、
自
分
自
身
の
価
値

観
な
ど
か
ら
な
か
な
か
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
一
章
三
八
〜

四
四
節
に
記
さ
れ
る
「
ラ
ザ
ロ
の
復
活
」
と
い
う
荒
唐
無
稽
と
も
思
わ
れ
る
記
事
は
、
決
し
て
人
間
の
知
恵
や
常

識
な
ど
で
解
釈
し
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
思
議
な
出
来
事
が
、
確
か
に
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
宣

ベ
伝
え
て
い
る
の
で
す
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
著
者
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
、
あ
え
て
私
た
ち
人
間
の
生
き

て
い
る
領
域
の
な
か
で
は
誰
も
が
信
じ
る
こ
と
が
困
難
な
死
者
の
復
活
の
出
来
事
を
、
私
た
ち
に
正
面
か
ら
提
示

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
主
イ
エ
ス
は
ま
さ
に
そ
こ
で
、「
も
し
信
じ
る
な
ら
、
神
の
栄
光
が
見
ら
れ
る
と
、
言
っ

て
お
い
た
で
は
な
い
か
」
と
、
私
た
ち
に
も
問
い
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
や
が
て
、
主
イ
エ
ス
御
自
身
が
十
字
架

に
お
か
か
り
に
な
り
、
亡
く
な
ら
れ
て
葬
ら
れ
、
三
日
目
に
よ
み
が
え
ら
れ
る
、
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
た
時
に
、

主
イ
エ
ス
を
信
じ
て
い
る
者
に
も
、
主
イ
エ
ス
を
信
じ
て
い
る
と
自
認
し
て
い
る
者
に
も
、
こ
の
問
い
か
け
は
さ

ら
に
深
く
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
、一
章
二
一
節
に
は
、「
世
は
自
分
の
知
恵
で
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
は
神
の
知
恵
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
神
は
、
宣
教
と
い
う
愚
か
な
手
段
に
よ
っ
て
信
じ
る
者

を
救
お
う
と
、
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
自
身
も
ま
た
、
宣
教
に
よ
っ
て
、「
も
し

信
じ
る
な
ら
、
神
の
栄
光
が
見
ら
れ
る
」
と
い
う
主
イ
エ
ス
の
御
声
を
聴
き
、
信
じ
る
者
と
さ
れ
て
新
し
く
生
か

さ
れ
、
主
イ
エ
ス
に
身
を
委
ね
て
歩
み
出
し
た
者
の
一
人
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
日
も
こ
の
よ
う
に
し
て
御
言
葉

を
宣
べ
伝
え
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
二
千
年
の
歴
史
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
新
た
に
作
ら
れ
続
け
て
い
る
の

で
す
。
皆
様
方
も
、
今
こ
の
礼
拝
の
場
に
お
い
て
、
そ
の
生
き
た
歴
史
に
触
れ
て
い
る
こ
と
を
是
非
覚
え
て
い
た

だ
き
た
い
、
と
願
い
ま
す
。
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「
新
し
く
生
き
る
」

東
北
学
院
中
学
校
・
高
等
学
校 

宗
教
主
任　

松　

井　

浩　

樹

　

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書　

第
一
〇
章
三
一
節
〜
四
二
節

 

31
ユ
ダ
ヤ
人じ
ん

た
ち
は
、
イ
エ
ス
を
石い
し

で
打う

ち
殺こ
ろ

そ
う
と
し
て
、
ま
た
石い
し

を
取と

り
上あ

げ
た
。
32
す
る
と
、
イ

エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
わ
た
し
は
、
父ち
ち

が
与あ
た

え
て
く
だ
さ
っ
た
多お
お

く
の
善よ

い
業わ
ざ

を
あ
な
た
た
ち
に
示し
め

し
た
。

そ
の
中な
か

の
ど
の
業わ
ざ

の
た
め
に
、
石い
し

で
打う

ち
殺こ
ろ

そ
う
と
す
る
の
か
。」
33
ユ
ダ
ヤ
人じ
ん

た
ち
は
答こ
た

え
た
。「
善よ

い

業わ
ざ

の
こ
と
で
、
石い
し

で
打う

ち
殺こ
ろ

す
の
で
は
な
い
。
神か
み

を
冒ぼ
う

涜と
く

し
た
か
ら
だ
。
あ
な
た
は
、
人に
ん

間げ
ん

な
の
に
、
自じ

分ぶ
ん

を
神か
み

と
し
て
い
る
か
ら
だ
。」
34
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
あ
な
た
た
ち
の
律り
っ

法ぽ
う

に
、『
わ
た
し

は
言い

う
。
あ
な
た
た
ち
は
神か
み

々が
み

で
あ
る
』と
書か

い
て
あ
る
で
は
な
い
か
。
35
神か
み

の
言こ
と

葉ば

を
受う

け
た
人ひ
と

た
ち
が
、

『
神か
み

々が
み

』
と
言い

わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
聖せ
い

書し
ょ

が
廃す
た

れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
36
そ
れ
な
ら
、
父ち
ち

か
ら
聖せ
い

な
る
者も
の

と
さ
れ
て
世よ

に
遣つ
か

わ
さ
れ
た
わ
た
し
が
、『
わ
た
し
は
神か
み

の
子こ

で
あ
る
』
と
言い

っ
た
か
ら
と
て
、
ど

う
し
て
『
神か

み

を
冒ぼ

う

涜と
く

し
て
い
る
』
と
言い

う
の
か
。
37
も
し
、
わ
た
し
が
父ち

ち

の
業わ

ざ

を
行

お
こ
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
わ
た
し
を
信し
ん

じ
な
く
て
も
よ
い
。
38
し
か
し
、
行
お
こ
な

っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
を
信し
ん

じ
な
く
て
も
、

そ
の
業わ
ざ

を
信し
ん

じ
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、父ち
ち

が
わ
た
し
の
内う
ち

に
お
ら
れ
、わ
た
し
が
父ち
ち

の
内う
ち

に
い
る
こ
と
を
、
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あ
な
た
た
ち
は
知し

り
、
ま
た
悟さ
と

る
だ
ろ
う
。」
39
そ
こ
で
、
ユ
ダ
ヤ
人じ
ん

た
ち
は
ま
た
イ
エ
ス
を
捕と

ら
え
よ
う

と
し
た
が
、
イ
エ
ス
は
彼か
れ

ら
の
手て

を
逃の
が

れ
て
、
去さ

っ
て
行い

か
れ
た
。

40
イ
エ
ス
は
、
再
ふ
た
た
び
ヨ
ル
ダ
ン
の
向む

こ
う
側が
わ

、
ヨ
ハ
ネ
が
最さ
い

初し
ょ

に
洗
〔
バ
プ
テ

礼ス
マ
〕を
授さ
ず

け
て
い
た
所
と
こ
ろ
に
行い

っ
て
、
そ

こ
に
滞た
い

在ざ
い

さ
れ
た
。
41
多お
お

く
の
人ひ
と

が
イ
エ
ス
の
も
と
に
来き

て
言い

っ
た
。「
ヨ
ハ
ネ
は
何な
ん

の
し
る
し
も
行
お
こ
な
わ
な

か
っ
た
が
、
彼か
れ

が
こ
の
方か
た

に
つ
い
て
話は
な

し
た
こ
と
は
、
す
べ
て
本ほ
ん

当と
う

だ
っ
た
。」
42
そ
こ
で
は
、
多お
お

く
の
人ひ
と

が
イ
エ
ス
を
信し
ん

じ
た
。

　
昨
年
、
大
き
な
震
災
を
経
験
し
た
私
た
ち
は
、
復
興
元
年
と
い
わ
れ
る
新
し
い
希
望
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。
今
年

も
よ
ろ
し
く
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
今
年
度
、
五
月
、
教
室
か
ら
始
ま
っ
た
の
こ
の
夜
間
主
礼
拝
も
、

今
日
と
来
週
を
残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
私
が
担
当
す
る
礼
拝
も
、
今
日
で
最
後
と
な
り
ま
す
。
特
に
四
年
生
の

皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
卒
業
前
の
礼
拝
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
そ
の
他
の
皆
さ
ん
も
、
今
の
学
年
で
の
最
後
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
し
て
、
先
ほ
ど
の
卒
業
式
に
歌
う
讃
美
歌
を
選
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
学
生
生
活
を
、

あ
る
い
は
こ
の
一
年
を
振
り
返
っ
て
、
よ
い
締
め
く
く
り
の
時
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
今
日
の
聖
書
記
事
は
、主
イ
エ
ス
が
「
石
で
撃
ち
殺
さ
れ
か
け
る
」
話
で
す
。
生
き
て
い
る
人
間
を
そ
の
ま
ま
、

集
団
で
死
ぬ
ま
で
石
を
投
げ
つ
け
る
の
で
す
か
ら
、
ひ
ど
い
刑
罰
で
す
。
し
か
も
、
私
た
ち
が
想
像
す
る
以
上
に
長
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い
間
、
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
特
に
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
よ
る
大
迫
害
時
代
に
は
キ
リ
ス
ト
教

を
信
じ
る
と
主
張
す
る
相
当
な
数
の
人
た
ち
が
、
石
う
ち
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

聖
書
に
よ
り
ま
す
と
主
イ
エ
ス
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
に
囲
ま
れ
、
殺
さ
れ
か
け
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

以
前
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
律
法
学
者
で
あ
る
と
か
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
と
い
う
固
有
名
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
、「
ユ
ダ

ヤ
人
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
他
大
勢
の
群
集
た
ち
も
、
そ
の
主
イ
エ
ス
迫
害
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

で
は
な
ぜ
、主
イ
エ
ス
は
石
で
撃
ち
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
表
向
き
の
理
由
は
一
つ
で
す
。「
神

を
冒
涜
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
神
を
冒
涜
す
る
」
と
は
「
神
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
、
神
を
汚
す
、
神
を
馬
鹿

に
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
主
イ
エ
ス
は
、
確
か
に
そ
れ
ら
し
い
こ
と
は
発
言
さ
れ
ま
す
。
例

え
ば
「
私
を
見
た
も
の
は
神
を
見
た
の
だ
」「
私
の
声
を
聞
い
た
も
の
は
神
の
声
を
聞
い
た
も
の
だ
」･･

と
い
う
発
言

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
の
冒
涜
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
主
イ
エ
ス
は
聖
書
を
丁
寧
に
用
い
な
が
ら
、
説
明
を

す
る
の
で
す
。

そ
の
一
方
で
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
あ
の
、
貧
し
い
ナ
ザ
レ
村
出
身
の
大
工
の
イ
エ
ス
が
、
救
い
主
で
あ
る
、

神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
や
、
信
じ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
主
イ
エ
ス
の
存
在
そ
の
も
の
を
認
め
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

こ
に
大
き
な
摩
擦
が
起
こ
り
続
け
た
結
果
、
今
日
の
記
事
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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現
代
を
生
き
る
私
た
ち
も
、
救
い
主
で
あ
る
と
か
、
神
と
い
う
存
在
を
想
像
す
る
時
、
立
派
な
神
を
想
像
す
る
と

思
い
ま
す
。
当
た
り
前
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
限
り
あ
る
人
間
を
超
え
て
い
る
何
か
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
と
い
う

存
在
と
な
り
え
る
わ
け
で
す
か
ら･･･

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
主
イ
エ
ス
は
そ
の
、
私
た
ち
が
普
通
に
抱
く
「
神
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
の
で
す
。

育
っ
た
所
も
、
決
し
て
都
会
と
は
い
え
な
い
、
む
し
ろ
差
別
と
偏
見
で
苦
し
む
人
々
が
多
く
い
る
ナ
ザ
レ
と
い
う
貧

し
い
村
で
し
た
。
主
イ
エ
ス
自
身
、
特
別
な
教
育
を
う
け
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
聖
書
に
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
伝
道
活
動
を
す
る
前
は
大
工
の
仕
事
を
細
々
と
続
け
て
、家
族
を
養
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
今
、

大
勢
に
囲
ま
れ
て
石
で
撃
ち
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る･･･

最
後
は
つ
い
に
、
十
字
架
刑
で
殺
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

こ
こ
で
の
大
き
な
問
題
は
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
、
自
分
の
考
え
と
は
違
う
。
そ
れ
が
全
面
に
で
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
私
た
ち
人
間
は
時
と
し
て
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
、
自
分
の
考
え
と
は
違
う
人
を
敵
と
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

時
に
、
無
視
を
し
た
り
、
悪
意
を
も
っ
た
り
す
る
、
つ
い
に
は
「
殺
人
」
と
い
う
行
為
ま
で
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る

凶
暴
さ
を
私
た
ち
は
一
人
ひ
と
り
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。

今
日
の
結
論
で
す
。
た
し
か
に
普
通
に
考
え
る
な
ら
、
聖
書
に
あ
る
よ
う
に
、
主
イ
エ
ス
は
救
い
主
と
は
考
え
に
く

い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
神
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
神
が
超
越
的
で
、
人
間

を
越
え
た
偉
大
な
存
在
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
聖
書
が
語
る
救
い
主
は
、
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ま
っ
た
く
逆
で
、
一
言
で
言
う
な
ら
私
た
ち
が
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
、
知
り
え
た
よ
う
に
「
人
と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
っ

た
神
」
で
あ
る
の
で
す
。
私
た
ち
の
足
元
に
ま
で
下
ら
れ
た
神
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
の
痛
み
・
悲
し
み
・

す
べ
て
を
ご
存
知
で
お
ら
れ
る
神
で
あ
っ
て
、
誰
一
人
も
れ
る
こ
と
な
く
、
救
い
の
対
象
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
、

救
い
の
順
序
が
他
の
宗
教
と
全
く
逆
で
あ
る
の
で
す
。

人
と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
ゆ
え
に
、
私
た
ち
の
痛
み
・
悲
し
み
・
す
べ
て
を
ご
存
知
で
あ
ら
れ
る
、
上
か
ら

で
は
な
く
下
に
下
ら
れ
た
神
で
あ
る
の
で
す
。
何
気
な
い
言
葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
私
た
ち
の
痛
み
・
悲
し
み
・

す
べ
て
を
ご
存
知
で
あ
ら
れ
る
」、
こ
れ
ほ
ど
広
く
、
深
い
慰
め
の
言
葉
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
神
が
我
々
、
一
人
ひ

と
り
を
今
な
お
、
こ
の
礼
拝
に
て
受
け
止
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
思
い
か
ら
、
私
た
ち
は
初
め
て
前
の

も
の
へ
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

新
し
い
二
〇
一
二
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
年
度
は
お
別
れ
で
あ
り
ま
す
。
神
が
私
た
ち
、
一
人
ひ
と

り
を
常
に
受
け
止
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
覚
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
卒
業
し

て
も
、
学
年
が
進
級
し
て
も
、
こ
の
東
北
学
院
に
連
な
る
が
ゆ
え
に
日
々
、
新
し
く
生
き
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

祈
り　

私
た
ち
の
す
べ
て
を
ご
存
知
で
あ
ら
れ
る
主
な
る
神
、
今
日
も
新
し
い
命
を
与
え
ら
れ
、
礼
拝
を
さ
さ
げ

ら
れ
ま
す
幸
い
を
感
謝
し
ま
す
。
私
た
ち
の
東
北
学
院
で
の
営
み
、
す
べ
て
を
祝
福
し
て
下
さ
い
ま
し
て
、
こ
れ
か
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ら
も
私
た
ち
が
前
を
向
い
て
、懸
命
に
歩
む
こ
と
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
こ
の
祈
り
を
、主
の
御
名
に
よ
っ

て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
。
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「
希
望
の
光
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
東
北
学
院
榴
ケ
岡
高
等
学
校 

宗
教
主
任　

西
間
木　
　
　

順

　

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書　

第
一
章
四
〜
五
節

 

4
言こ
と
ばの
内う
ち

に
命
い
の
ち
が
あ
っ
た
。
命
い
の
ち
は
人に
ん

間げ
ん

を
照て

ら
す
光
ひ
か
り
で
あ
っ
た
。

5
光ひ
か
りは
暗く
ら

闇や
み

の
中な
か

で
輝
か
が
や
い
て
い
る
。
暗く
ら

闇や
み

は
光
ひ
か
り
を
理り

解か
い

し
な
か
っ
た
。　
　

先
週
と
今
週
の
私
の
高
校
一
年
生
の
授
業
で
、
海
外
研
修
の
ビ
デ
オ
を
見
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
自
身
、
昨

年
こ
の
海
外
研
修
に
引
率
し
ま
し
た
の
で
、
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
見
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。「
こ

の
研
修
の
中
で
一
番
思
い
出
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
」
と
聞
か
れ
た
ら
、た
く
さ
ん
あ
る
思
い
出
の
中
で
、「
土

ボ
タ
ル
」
を
見
た
こ
と
を
挙
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
暗
闇
の
中
に
光
る
、
た
く
さ
ん
の
土
ボ
タ
ル
。
暗
闇
の
中
に

た
と
え
小
さ
く
て
も
光
が
あ
る
と
、
何
か
安
ら
ぎ
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

夜
、
家
が
停
電
に
な
る
と
、
本
当
に
不
安
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
一
本
し
か
な
く
て
も
、
ろ
う
そ
く
の
小
さ

な
灯
が
、
そ
の
不
安
を
取
り
除
い
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
経
験
は
だ
れ
に
で
も
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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私
た
ち
の
生
き
方
に
お
い
て
も
、
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
皆
さ
ん
も
、
不
安
を
抱
え
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
榴
ケ
岡
高
校
の
生
徒
は
試
験
前
に
な
る
と
、
不
安
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
進

級
で
き
る
の
か
、
と
い
う
不
安
を
持
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
大
学
三
年
生
で
す
と
、
そ
ろ
そ
ろ
就
職
活
動
が
始
ま
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
す
る
不
安
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
不
安
を
抱
え
て
い
ま
す
。

不
安
を
消
す
た
め
に
、誰
か
と
つ
な
が
っ
て
い
た
い
。
そ
う
思
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
不
安
を
か
き
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
不
安
が
不
安
を
産
む
。
不
安
が
大
き
く
な
っ
て

き
ま
す
と
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
一
歩
を
踏
み
出

せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ど
う
生
き
れ
ば
い
い
の
か
、わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
さ
に
暗
闇
の
中
に
生
き
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
こ
に
希
望
を
置
け
ば
い
い
の
か
。
生
き
る
力
さ

え
も
失
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
の
高
校
時
代
の
後
輩
が
、
病
気
に
か
か
り
ま
し
た
。
彼
に
は
、
病
気
の
後
遺
症
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
仕
事
を
辞
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
不
安
で
、
不
安
で
仕
方
が

な
い
。
ま
さ
に
暗
闇
の
中
で
、
も
が
い
て
い
る
状
態
で
あ
り
ま
す
。
不
安
で
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う

時
に
、
私
に
メ
ー
ル
を
く
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
敬
虔
な
仏
教
徒
で
は
あ
り
ま
す
が
、
聖
書
の
言
葉
を
求

め
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
書
に
書
か
れ
て
あ
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
自
分
が
慰
め
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
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の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
与
え
ら
れ
た
聖
書
の
箇
所
に
、「
言
の
内
に
命
が
あ
っ
た
。
命
は
人
間
を
照
ら
す
光
で
あ
っ
た
。
光
は
暗
闇

の
中
で
輝
い
て
い
る
。」
と
あ
り
ま
す
。
神
の
言
に
命
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
命
が
、
私
た
ち
に
命
を
与
え
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
。
生
き
る
力
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
暗
闇
の
中
で
生
き
て
い
る
よ

う
な
私
た
ち
を
、
そ
の
光
で
、
照
ら
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
か
ら
、
不
安

を
取
り
除
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
に
は
、
も
は
や
不
安
は
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。

私
の
後
輩
は
、
そ
の
こ
と
を
、
こ
の
東
北
学
院
で
学
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。
悶
々
と
し
て
い
る
暗
闇
の
中
に
い

る
自
分
が
、
命
の
光
で
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
輝
い
て
い
る
光
を
、
希
望
の
光
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
あ

り
ま
す
。

先
日
の
河
北
新
報
に
、「
神
戸
市
の
ガ
ス
灯
『
一
．
一
七
希
望
の
灯
り
』　

大
槌
に
と
も
る
」
と
い
う
記
事
が
掲

載
さ
れ
ま
し
た
。
お
読
み
に
な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
記
事
に
は
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
ま
し
た
。

「
阪
神
大
震
災
の
犠
牲
者
を
追
悼
す
る
神
戸
市
の
ガ
ス
灯
『
一
．
一
七
希
望
の
灯
り
』
の
火
が
、
東
日
本
大
震
災

か
ら
一
年
八
カ
月
の
一
一
日
、
岩
手
県
大
槌
町
に
届
い
た
。
先
に
神
戸
か
ら
分
け
ら
れ
た
岩
手
県
陸
前
高
田
、
福
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島
県
南
相
馬
両
市
の
火
も
大
槌
町
に
運
ば
れ
、四
つ
の
被
災
地
の
『
希
望
』
が
一
つ
の
灯
り
と
な
っ
て
と
も
さ
れ
た
。

大
槌
町
町
長
は
『
被
災
し
た
町
民
が
苦
し
く
な
っ
た
時
に
訪
れ
、
希
望
を
抱
け
る
場
所
に
な
れ
ば
』
と
話
し
た
。」

こ
の
東
北
学
院
で
は
、
不
安
に
な
っ
た
時
に
、
苦
し
く
な
っ
た
時
に
、
何
が
希
望
の
光
に
な
る
の
か
を
教
え
て

い
ま
す
。
神
の
言
が
希
望
と
な
る
、
希
望
の
光
、
希
望
の
灯
り
と
な
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
希
望
の
光
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
慰
め
ら
れ
、
生
き
る
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
暦
で
は
、
来
週
で
一
年
が
終
わ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
十
二
月
よ
り
新
し
い
一
年
が
始
ま
る
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
迎
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
そ
の
こ
と
を
知
る
時
な
の
で

あ
り
ま
す
。
神
の
言
の
内
に
命
が
あ
り
、
こ
の
命
が
、
光
と
な
っ
て
、
私
た
ち
の
心
の
中
で
輝
く
、
希
望
の
光
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
知
る
時
な
の
で
あ
り
ま
す
。

祈
り

父
な
る
神
様

新
し
い
命
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
こ
の
大
学
へ
と
招
い
て
く
だ
さ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

あ
な
た
の
招
き
に
応
え
、
共
に
礼
拝
を
さ
さ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。

私
た
ち
が
、
あ
な
た
の
み
言
葉
を
心
に
刻
み
、
あ
な
た
を
信
頼
し
、
あ
な
た
に
従
う
歩
み
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。
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そ
し
て
、
未
だ
困
難
な
状
況
の
中
で
、
生
活
を
し
て
い
る
人
の
た
め
に
、
地
の
塩
、
世
の
光
と
し
て
働
く
こ
と

が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

こ
の
場
に
お
り
ま
せ
ん
友
の
た
め
に
祈
る
心
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。

す
べ
て
の
こ
と
を
当
た
り
前
だ
と
思
う
の
で
は
な
く
て
、
ど
ん
な
こ
と
に
も
感
謝
す
る
心
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
祈
り　

主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
み
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン



− 40 −− 41 −

「『
誰
が
』
そ
し
て
『
誰
に
』」

宗
教
部
長　

佐
々
木　

哲　

夫

　

イ
ザ
ヤ
書
、
五
三
章
一
節
〜
五
節　

　
1
わ
た
し
た
ち
の
聞き

い
た
こ
と
を
、
誰だ
れ

が
信し
ん

じ
え
よ
う
か
。

　

主し
ゅ

は
御み

腕う
で

の
力
ち
か
ら
を
誰だ
れ

に
示し
め

さ
れ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

　
2
乾か
わ

い
た
地ち

に
埋う

も
れ
た
根ね

か
ら
生は

え
出で

た
若わ
か

枝え
だ

の
よ
う
に

　

こ
の
人ひ
と

は
主し
ゅ

の
前ま
え

に
育そ
だ

っ
た
。

　

見み

る
べ
き
面お
も

影か
げ

は
な
く
、
輝
か
が
や
か
し
い
風ふ
う

格か
く

も
、
好こ
の

ま
し
い
容よ
う

姿し

も
な
い
。

　
3
彼か
れ

は
軽け
い

蔑べ
つ

さ
れ
、
人ひ
と

々び
と

に
見み

捨す

て
ら
れ

　

多お
お

く
の
痛い
た

み
を
負お

い
、
病
や
ま
い
を
知し

っ
て
い
る
。

　

彼か
れ

は
わ
た
し
た
ち
に
顔か
お

を
隠か
く

し

　

わ
た
し
た
ち
は
彼か
れ

を
軽け
い

蔑べ
つ

し
、
無む

視し

し
て
い
た
。

　
4
彼か
れ

が
担に
な

っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
病
や
ま
い

　

彼か
れ

が
負お

っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
痛い
た

み
で
あ
っ
た
の
に
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わ
た
し
た
ち
は
思お
も

っ
て
い
た

　

神か
み

の
手て

に
か
か
り
、
打う

た
れ
た
か
ら

　

彼か
れ

は
苦く
る

し
ん
で
い
る
の
だ
、
と
。

　
5
彼か
れ

が
刺さ

し
貫
つ
ら
ぬ
か
れ
た
の
は

　

わ
た
し
た
ち
の
背そ
む

き
の
た
め
で
あ
り

　

彼か
れ

が
打う

ち
砕く
だ

か
れ
た
の
は

　

わ
た
し
た
ち
の
咎と
が

の
た
め
で
あ
っ
た
。

　

彼か
れ

の
受う

け
た
懲こ

ら
し
め
に
よ
っ
て

　
　
　

わ
た
し
た
ち
に
平へ
い

和わ

が
与あ
た

え
ら
れ

　

彼か
れ

の
受う

け
た
傷き
ず

に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
い
や
さ
れ
た
。

　

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
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
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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
。

　

 　

＊

礼
拝
堂
に
飾
ら
れ
て
い
る
ロ
ー
ソ
ク
や
ツ
リ
ー
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
を
祝
う
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
を

告
げ
て
い
ま
す
。
約
二
千
年
前
の
人
物
で
あ
る
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
も
、イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
を
告
げ
て
い
ま
す
。

本
日
開
き
ま
し
た
新
約
聖
書
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
章
一
五
節
に
彼
の
告
げ
た
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

ヨ
ハ
ネ
は
、
こ
の
方
に
つ
い
て
証あ
か

し
を
し
、
声
を
張
り
上
げ
て
言
っ
た
。「『
わ
た
し
の
後
か
ら
来
ら
れ

　
　
　

る
方
は
、
わ
た
し
よ
り
優
れ
て
い
る
。
わ
た
し
よ
り
も
先
に
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
』
と
わ
た
し
が
言
っ

　
　
　

た
の
は
、
こ
の
方
の
こ
と
で
あ
る
。



− 42 −− 43 −

洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
二
つ
の
こ
と
を
証
言
し
て
い
ま
す
。
そ
の
第
一
は
、『
わ

た
し
の
後
か
ら
来
ら
れ
る
方
は
、
わ
た
し
よ
り
も
先
に
お
ら
れ
た
』
と
い
う
不
思
議
な
証
言
で
す
。
洗
礼
者
ヨ
ハ

ネ
の
父
親
は
ザ
カ
リ
ヤ
で
す
。
ザ
カ
リ
ヤ
に
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
現
れ
て
、
彼
の
妻
エ
リ
ザ
ベ
ト
に
男
の
子
、
つ

ま
り
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
告
げ
ま
す
。
や
が
て
、
そ
の
言
葉
通
り
、
ザ
カ
リ
ヤ
の
妻
は
子
を

宿
し
ま
す
。
そ
の
六
ヶ
月
後
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
ナ
ザ
レ
の
町
に
い
た
マ
リ
ア
に
も
現
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

マ
リ
ア
に
も
男
の
子
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
告
げ
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
告
げ
る
い
わ
ゆ
る
受
胎

告
知
で
す
。

エ
リ
ザ
ベ
ト
と
マ
リ
ア
は
、
親
戚
関
係
で
す
か
ら
、
彼
女
た
ち
の
子
供
も
親
戚
関
係
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
年
齢
が
半
年
違
い
の
、
小
さ
い
と
き
か
ら
互
い
に
良
く
知
っ
て
い
る

仲
と
思
わ
れ
ま
す
。
無
論
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
が
き
っ
ち
り
半
年
年
上
で
す
。
そ
の
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
が
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
到
来
に
つ
い
て
「
わ
た
し
の
後
か
ら
来
ら
れ
る
方
は
、
わ
た
し
よ
り
も
先
に
お
ら
れ
た
」
と
証
言
し

た
の
で
す
。「
後
」
と
か
「
先
」
と
い
う
表
現
は
、
時
間
的
な
意
味
を
込
め
て
の
表
現
で
す
か
ら
、
ま
こ
と
に
不
思

議
で
す
。
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
マ
リ
ア
の
胎
内
で
人
間
と
し
て
形
造
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
す
で

に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
証
言
に
な
る
か
ら
で
す
。
人
と
し
て
こ
の
世
に
到
来
す
る
以
前
に
お
い
て
、
既
に
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
存
在
し
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
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若
干
、
話
の
内
容
を
整
理
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
名
前
は
母
マ
リ
ア
の
胎
に
お
い

て
人
と
し
て
形
造
ら
れ
た
存
在
を
指
し
て
の
名
前
で
す
。
他
方
、
人
と
な
る
以
前
に
存
在
し
て
い
た
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
を
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
呼
ん
で
は
混
乱
し
ま
す
の
で
、
福
音
書
は
、
一
四
節
で
「
言
は
肉
と
な
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
は
、
永
遠
の

存
在
者
で
あ
る
言
が
こ
の
世
界
に
到
来
し
た
出
来
事
、
無
限
の
世
界
が
有
限
の
世
界
で
あ
る
私
た
ち
の
歴
史
に
入

り
込
ん
で
き
た
出
来
事
で
あ
る
と
証
言
し
て
い
る
の
で
す
。

洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
告
げ
た
第
二
の
こ
と
は
、「
わ
た
し
の
後
か
ら
来
ら
れ
る
方

は
、
わ
た
し
よ
り
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
証
言
で
す
。
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
は
、
決
し
て
、
優
れ
て
い
な
い
人
物
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
マ
タ
イ
福
音
書
に
「
エ
ル
サ
レ
ム
と
ユ
ダ
ヤ
全
土
か
ら
、
ま
た
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
沿
い
の
地

方
一
帯
か
ら
、
人
々
が
ヨ
ハ
ネ
の
も
と
に
来
て
、
罪
を
告
白
し
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
で
彼
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
」（
三
・
五

〜
六
）
と
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
は
人
々
か
ら
絶
大
な
支
持
を
集
め
て
い
た
の
で
す
。
む
し
ろ
、

優
れ
た
人
物
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
彼
が
「
わ
た
し
の
後
か
ら
来
ら
れ
る
方
は
、
わ
た
し
よ
り
優
れ
て
い
る
」
と

証
言
し
た
の
で
し
た
。

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
優
れ
て
い
る
こ
と
を
一
四
節
で
さ
ら
に
具
体
的
に
「
恵
み
と
真
理

と
に
満
ち
て
い
た
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
恵
み
は
、
慈
悲
も
し
く
は
慈
善
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
優
し
く
慈
し
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む
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
平
和
の
状
態
を
意
味
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
真
理
を
と
も
な
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
真
理
は
正
義
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、平
和
と
正
義
が
両
立
す
る
出
来
事
、そ
れ
が
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
到
来
に
お
い
て
実
現
す
る
と
証
言
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

＊
＊

さ
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
に
つ
い
て
、「
言
葉
が
肉
と
な
っ
て
、
私
た
ち
の
間
に

宿
ら
れ
た
」
と
表
現
し
、
永
遠
の
昔
か
ら
存
在
す
る
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
永
遠
の
昔
か
ら

存
在
す
る
方
で
す
か
ら
、
そ
の
方
の
到
来
を
、
旧
約
聖
書
の
預
言
者
た
ち
も
、
同
じ
よ
う
に
、
待
ち
望
ん
で
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
預
言
者
た
ち
は
、
か
な
り
昔
の
こ
と
で
す
か
ら
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
目
に

見
え
る
形
で
そ
の
到
来
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
言
が
こ
の
世
に
肉
を
ま
と
っ
て

到
来
す
る
姿
を
、
別
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
預
言
し
ま
し
た
。

例
え
ば
、
本
日
、
開
き
ま
し
た
イ
ザ
ヤ
の
預
言
が
そ
れ
で
す
。
イ
ザ
ヤ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
を
、

栄
光
に
輝
く
姿
で
は
な
く
、
真
逆
の
姿
を
も
っ
て
表
現
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
苦
難
を
受
け
る
僕
の
姿
と
し
て

預
言
し
た
の
で
す
。

イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
二
節
〜
三
節
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2
乾
い
た
地
に
埋
も
れ
た
根
か
ら
生
え
出
た
若
枝
の
よ
う
に
、
こ
の
人
は
主
の
前
に
育
っ
た
。
見
る
べ
き

　
　
　

面
影
は
な
く
、
輝
か
し
い
風
格
も
、
好
ま
し
い
容
姿
も
な
い
。
3
彼
は
軽
蔑
さ
れ
、
人
々
に
見
捨
て
ら
れ
、

　
　
　

多
く
の
痛
み
を
負
い
、病
を
知
っ
て
い
る
。
彼
は
わ
た
し
た
ち
に
顔
を
隠
し
、わ
た
し
た
ち
は
彼
を
軽
蔑
し
、

　
　
　

無
視
し
て
い
た
。

新
約
聖
書
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
出
来
事
と
し
て
、
目
に

見
え
る
形
で
実
現
す
る
の
で
す
が
、
預
言
者
イ
ザ
ヤ
に
と
っ
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
と
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
苦
難
す
る
僕
の
姿
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
姿
を
、
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
示

し
て
い
た
の
で
し
た
。

　
　
4
彼
が
担
っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
病
、
彼
が
負
っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
痛
み
で
あ
っ
た
の
に
、
わ
た

　
　
　

し
た
ち
は
思
っ
て
い
た
、
神
の
手
に
か
か
り
、
打
た
れ
た
か
ら
、
彼
は
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
、
と
。
5
彼

　
　
　

が
刺
し
貫
か
れ
た
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
背
き
の
た
め
で
あ
り
、
彼
が
打
ち
砕
か
れ
た
の
は
、
わ
た
し
た

　
　
　

ち
の
咎
の
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
の
受
け
た
懲
ら
し
め
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
に
平
和
が
与
え
ら
れ
、
彼

　
　
　

の
受
け
た
傷
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
い
や
さ
れ
た
。
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預
言
者
イ
ザ
ヤ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
が
、
恵
み
と
真
理
の
実
現
、
平
和
と
正
義
の
実
現
で
あ
る

こ
と
を
言
い
当
て
て
い
た
の
で
す
。

＊
＊
＊

さ
て
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
か
ら
二
千
年
後
の
時
代
に
生
き
て
い
ま
す
。

新
約
聖
書
も
旧
約
聖
書
も
手
に
し
て
お
り
、
し
か
も
、
母
国
語
で
詳
細
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
自
由
な
時
代

に
生
き
て
い
ま
す
。
そ
の
私
た
ち
に
、
イ
ザ
ヤ
の
預
言
の
言
葉
は
、
か
す
む
こ
と
も
な
く
、
消
し
去
ら
れ
る
こ
と

も
な
く
、
む
し
ろ
、
鋭
い
力
を
も
っ
て
問
い
か
け
て
き
ま
す
。
そ
の
問
い
と
は
、
イ
ザ
ヤ
五
三
章
一
節
「
わ
た
し

た
ち
の
聞
い
た
こ
と
を
、
誰
が
信
じ
え
よ
う
か
。
主
は
御
腕
の
力
を
誰
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
で
す
。

も
う
少
し
直
訳
し
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
最
初
の
問
い
か
け
、「
わ
た
し
た
ち
の
聞
い
た
こ
と
を
、

誰
が
信
じ
え
よ
う
か
」
は
、「
誰
が
、
わ
た
し
た
ち
が
聞
い
た
こ
と
に
ア
ー
メ
ン
と
い
う
か
」
で
す
。
ア
ー
メ
ン
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。ア
ー
メ
ン
は
、本
当
だ
、確
か
だ
、信
頼
す
る
と
い
う
同
意
表
明
の
言
葉
で
す
。

第
二
の
問
い
か
け
「
主
は
御
腕
の
力
を
誰
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
は
、「
主
ご
自
身
の
働
き
が
誰
の
上
に

具
体
化
さ
れ
た
か
」
で
す
。「
誰
が
」
と
い
う
疑
問
詞
は
、
念
押
し
の
よ
う
な
問
い
か
け
で
す
か
ら
、
さ
ら
に
分
か

り
易
く
言
い
換
え
を
し
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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わ
た
し
た
ち
が
聞
い
た
こ
と
を
み
ん
な
に
知
ら
せ
た
が
、
そ
れ
に
ア
ー
メ
ン
と
い
う
者
は
、
い
な
い
か

　
　
　

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
聞
い
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
っ
て
、
信
頼
で
き
る
こ
と
な
の
だ
。

　
　
　

神
の
力
が　

こ
の
人
に
表
れ
た
と
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
で
も
な
い
、
こ
の
人
に
主
の
御
業

　
　
　

が
表
れ
た
の
だ
。

永
遠
に
存
在
す
る
言
が
肉
を
ま
と
い
、
時
空
の
制
約
を
受
け
る
私
た
ち
の
歴
史
の
な
か
に
到
来
し
た
出
来
事
が
、

ク
リ
ス
マ
ス
で
す
。
ア
ー
メ
ン
と
の
言
葉
を
も
っ
て
受
け
入
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
今
日
を
存
分
に
生
き
よ
う
」

大
学
宗
教
主
任　

野　

村　
　
　

信

　

ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
、
第
五
章
一
節

　

1
こ
の
自じ

由ゆ
う

を
得え

さ
せ
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
は
わ
た
し
た
ち
を
自じ

由ゆ
う

の
身み

に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で

す
。
だ
か
ら
、
し
っ
か
り
し
な
さ
い
。
奴ど

隷れ
い

の
軛
く
び
き
に
二
度ど

と
つ
な
が
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

富
山
県
に
お
住
ま
い
の
青
木
新
門
さ
ん
と
い
う
方
は
納
棺
夫
と
い
う
仕
事
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
（
遺
体

を
お
棺
に
納
め
る
と
い
う
仕
事
で
す
が
）、
二
○
年
ほ
ど
前
に
、『
納
棺
夫
日
記
』
と
い
う
本
を
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
話
は
「
送
り
人
」
と
い
う
題
名
の
映
画
で
上
映
さ
れ
、「
納
棺
夫
」
と
い
う
仕
事
が
一
躍
人
び
と
の
間
で
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。　
　

映
画
で
は
触
れ
て
い
な
い
大
切
な
話
が
本
の
中
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
人
び
と
が
亡
く
な
っ
て
行

く
時
に
青
木
さ
ん
が
感
じ
た
話
で
す
。
人
は
、
死
ぬ
直
前
に
な
る
と
「
お
光
の
世
界
に
入
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

世
界
が
輝
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
世
界
が
明
る
く
見
え
て
き
て
、
あ
り
が
と
う
、
あ
り
が
と
う
と
言
っ
て

死
ん
で
い
く
と
い
う
の
で
す
。
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死
に
往ゆ

く
人
々
に
つ
い
て
は
、
世
界
中
に
い
ろ
い
ろ
な
話
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
、
有
名
な
話
は
、
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
出
て
く
る
ゾ
シ
マ
長
老
の
お
兄
さ
ん
で
す
。
短
気
で
苛い
ら

立だ

ち

や
す
い
、
無
神
論
者
で
あ
っ
た
若
き
お
兄
さ
ん
が
、
死
の
数
日
前
か
ら
、
世
界
が
光
り
出
し
て
、
次
の
よ
う
に
話

す
場
面
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　

そ
う
、
ぼ
く
の
ま
わ
り
に
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
神
の
栄
光
が
満
ち
て
い
た
。
鳥
た
ち
、
木
々
、
草

　
　
　

原
、
空
。
な
の
に
ぼ
く
だ
け
が
恥
辱
の
中
で
生
き
て
い
て
、
ひ
と
り
ず
っ
と
万
物
を
汚
し
、
美
し
さ
や
栄

　
　
　

光
に
ま
っ
た
く
気
づ
か
ず
に
い
た
ん
だ
。（
光
文
社
版
、
亀
山
郁
夫
訳
よ
り
）

　
無
神
論
で
冷
笑
的
な
兄
が
、
突
然
、
世
界
が
と
て
も
美
し
く
、
明
る
い
こ
と
に
気
付
い
て
、
感
謝
と
喜
び
の
内

に
死
ん
で
い
く
場
面
で
す
。
死
の
直
前
に
な
っ
て
、
身
の
回
り
の
小
さ
な
一
つ
ひ
と
つ
の
も
の
の
中
に
、
掛
け
替

え
の
な
い
大
切
な
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
、
終
わ
り
を
迎
え
た
の
で
す
。

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
『
ソ
フ
ィ
ー
の
世
界
』
を
読
ん
だ
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
も
、
ソ
フ
ィ
ー

の
お
祖
母
さ
ん
が
、
自
分
の
病
気
を
告
げ
ら
れ
た
そ
の
日
に
、「
人
生
は
な
ん
て
豊
か
な
の
で
し
ょ
う
。
今
よ
う
や

く
わ
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
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人
間
は
、い
つ
か
こ
の
世
界
に
さ
よ
う
な
ら
を
し
ま
す
が
、そ
れ
が
は
っ
き
り
す
る
と
、急
に
世
界
が
美
し
く
光
っ

て
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
二
度
と
見
ら
れ
な
い
と
思

う
と
、
す
べ
て
が
新
鮮
で
、
掛
け
替
え
の
な
い
も
の
と
し
て
眼
に
映
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
、

本
来
、
一
日
一
日
は
も
と
も
と
大
切
な
一
日
で
あ
り
、
輝
い
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
ら
ば
、
大
事
な
こ
と
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
非
常
に
素
晴
ら
し
い
世
界
に
住
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
を
で
す
。若
い
、元
気
な
時
か
ら
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
ら
、私
た
ち
は
ど
ん
な
に
良
い
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
死
が
近
づ
い
て
よ
う
や
く
気
付
く
の
で
は
遅
す
ぎ
る
の
で
す
。
今
、
元
気
に
生
き
て
い
る
内
に
、
一
日
一

日
が
素
晴
ら
し
い
、
掛
け
替
え
の
な
い
日
で
あ
る
と
気
づ
く
と
、
私
た
ち
は
も
っ
と
充
実
し
た
毎
日
が
過
ご
せ
る

は
ず
で
す
。

そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
若
い
う
ち
か
ら
生
き
て
い
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
、
毎
日
を
充
実
し

て
過
ご
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、世
界
は
な
ん
と
な
く
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、自
然
に
発
生
し
た
の
で
も
な
く
、神
が
目
的
を
も
っ

て
造
っ
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
命
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
す
。

そ
の
こ
と
に
気
付
く
と
、
私
た
ち
の
人
生
は
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
誰
に
で
も
自
分
の
目
標
が
あ
る
こ
と
が
は
っ
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き
り
し
て
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
が
明
確
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
神
が
世
界
を
造
っ
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
る
な
ら
、
世
界
は
と
て
も
い
い
も
の
で

あ
る
、
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
一
つ
を
と
っ
て
も
神
の
手て

垢あ
か

、

痕こ
ん

跡せ
き

が
残
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
か
ら
で
す
。
す
べ
て
の
物
質
・
存
在
物
に
は
、
神
の
息
が
吹
き
か
け
ら
れ
て

い
て
、
神
の
面
影
を
宿
し
て
い
ま
す
。

文
学
も
、
美
術
も
、
音
楽
も
、
彫
刻
も
、
哲
学
や
思
想
も
、
科
学
も
技
術
も
、
貨
幣
経
済
も
、
政
治
で
あ
ろ
う
と
、

法
律
で
あ
ろ
う
と
、
医
療
も
福
祉
も
、
ど
れ
も
み
ん
な
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。
私
た
ち
は
そ
の
真
理
や
法
則
を

発
見
し
、
生
活
に
役
立
て
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
神
は
私
た
ち
に
こ
の
世
界
を
探
究
し
、
十
分
に
活
用

す
る
よ
う
に
と
私
た
ち
に
与
え
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

確
か
に
私
た
ち
の
毎
日
に
は
、
強
盗
や
殺
人
も
あ
る
し
、
病
気
も
事
故
も
起
こ
る
し
、
戦
争
も
あ
れ
ば
、
飢
え

渇
く
こ
と
も
あ
る
世
界
で
す
が
、
し
か
し
、
生
き
て
い
る
日
々
は
掛
け
替
え
の
な
い
、
素
晴
ら
し
い
も
の
と
し
て

与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
素
晴
ら
し
い
一
日
を
し
っ
か
り
と
味
わ
い
な
さ
い
、
と
神
は
、
私
た
ち
に
「
今
日
」
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。
今
日
と
い
う
一
日
は
、
も
は
や
永
遠
に
過
ぎ
去
っ
て
二
度
と
回
復
し
な
い
一
日
で
す
か
ら
、
し
っ
か

り
掴つ
か

み
、
完
全
に
味
わ
い
、
燃
焼
し
て
過
ご
し
な
さ
い
と
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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今
日
は
、
た
く
さ
ん
の
勉
強
が
あ
る
か
ら
嫌
だ
な
と
思
っ
た
時
に
、
す
で
に
私
た
ち
は
勉
強
の
奴
隷
で
す
。
今

日
は
辛
い
仕
事
が
あ
る
、
と
思
っ
た
時
に
、
私
た
ち
は
仕
事
の
奴
隷
で
す
。
雑
用
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
う
ん
ざ

り
だ
、
と
思
う
な
ら
、
雑
用
の
奴
隷
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
逆
に
、
仕
事
も
勉
強
も
雑
用
も
、
嫌
な
こ
と
は

全
部
放
り
出
し
て
、
楽
し
く
遊
び
、
ダ
ラ
ダ
ラ
し
て
い
た
い
と
言
う
な
ら
、
今
度
は
、
遊
び
や
レ
ジ
ャ
ー
、
怠
惰

の
奴
隷
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
で
は
な
く
、
今
日
い
か
に
た
く
さ
ん
す
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
掛
け
替
え
の
な
い
一
日
を
私
は
存
分

に
生
き
よ
う
、
今
日
一
日
の
主
人
は
私
な
の
だ
、
と
自
覚
す
る
時
、
私
た
ち
は
勉
強
の
奴
隷
で
も
な
く
、
仕
事
の

奴
隷
で
も
な
く
、
今
日
一
日
の
主
人
な
の
で
す
。

さ
き
ほ
ど
お
読
み
し
ま
し
た
聖
書
に
は
、「
自
由
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
は
私
た
ち
を
自
由
の
身
に
し

て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
し
っ
か
り
し
な
さ
い
。
奴
隷
の
軛
く
び
き
に
二
度
と
つ
な
が
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」

と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
奴
隷
と
は
、
戒
め
、
律
法
の
呪
い
に
よ
っ
て
奴
隷
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
た
ち
の
様

子
を
パ
ウ
ロ
は
論
じ
て
い
ま
す
が
、
現
代
に
お
い
て
も
私
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
奴
隷
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
抜

け
出
せ
な
く
て
、
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
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そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
は
私
た
ち
を
あ
ら
ゆ
る
奴
隷
状
態
か
ら
解
放
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

で
す
か
ら
、
今
日
す
べ
き
こ
と
を
喜
ん
で
行
い
、
積
極
的
に
生
き
る
こ
と
で
、
今
日
と
い
う
一
日
の
主
人
に
な
る
、

す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
自
由
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
な
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
今
日
と
い
う
一
日
を
、
存
分
に
、
心
行
く
ま
で
、
満
足
し
て
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。
た
く
さ
ん
の
勉
強
、

仕
事
、
雑
事
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
を
喜
ん
で
こ
な
し
な
が
ら
、「
私
は
、
私
の
今
日
を
存
分
に
生
き
る
」、「
今

日
と
い
う
一
日
の
主
人
は
私
な
の
だ
」
と
い
う
姿
勢
を
も
っ
て
、
一
日
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
充
実
し
た
毎
日
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
、
実
は
今
、
若
い
う
ち
か
ら
、
お
光
の
世
界
を
歩
ん

で
い
く
こ
つ
で
あ
り
、し
か
も
、日
々
こ
の
美
し
い
毎
日
を
下
さ
っ
た
神
に
感
謝
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。
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「
私
は
あ
な
た
と
共
に
い
る
」

大
学
宗
教
主
任　

北　
　
　
　
　

博

　

創
世
記
二
八
章
一
〇
〜
一
六
節

　

10
ヤ
コ
ブ
は
ベ
エ
ル
・
シ
ェ
バ
を
立た

っ
て
ハ
ラ
ン
へ
向む

か
っ
た
。
11
と
あ
る
場ば

所し
ょ

に
来き

た
と
き
、
日ひ

が
沈し
ず

ん
だ
の
で
、
そ
こ
で
一
夜や

を
過す

ご
す
こ
と
に
し
た
。
ヤ
コ
ブ
は
そ
の
場ば

所し
ょ

に
あ
っ
た
石い
し

を
一
つ
取と

っ
て
枕
ま
く
ら

に
し
て
、
そ
の
場ば

所し
ょ

に
横よ
こ

た
わ
っ
た
。
12
す
る
と
、
彼か
れ

は
夢ゆ
め

を
見み

た
。
先せ
ん

端た
ん

が
天て
ん

ま
で
達た
っ

す
る
階か
い

段だ
ん

が
地ち

に
向む

か
っ
て
伸の

び
て
お
り
、
し
か
も
、
神か
み

の
御み

使つ
か

い
た
ち
が
そ
れ
を
上の
ぼ

っ
た
り
下く
だ

っ
た
り
し
て
い
た
。
13

見み

よ
、
主し
ゅ

が
傍
か
た
わ
ら
に
立た

っ
て
言い

わ
れ
た
。

「
わ
た
し
は
、
あ
な
た
の
父ふ

祖そ

ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神か
み

、
イ
サ
ク
の
神か
み

、
主し
ゅ

で
あ
る
。
あ
な
た
が
今い
ま

横よ
こ

た
わ
っ

て
い
る
こ
の
土と

地ち

を
、
あ
な
た
と
あ
な
た
の
子し

孫そ
ん

に
与あ
た

え
る
。
14
あ
な
た
の
子し

孫そ
ん

は
大だ
い

地ち

の
砂す
な

粒つ
ぶ

の
よ
う

に
多お
お

く
な
り
、
西に
し

へ
、
東
ひ
が
し
へ
、
北き
た

へ
、
南
み
な
み
へ
と
広ひ
ろ

が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
地ち

上じ
ょ
うの
氏し

族ぞ
く

は
す
べ
て
、
あ

な
た
と
あ
な
た
の
子し

孫そ
ん

に
よ
っ
て
祝

し
ゅ
く

福ふ
く

に
入は

い

る
。
15
見み

よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
と
共と

も

に
い
る
。
あ
な
た
が

ど
こ
へ
行い

っ
て
も
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
守ま
も

り
、
必
か
な
ら
ず
こ
の
土と

地ち

に
連つ

れ
帰か
え

る
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
に

約や
く

束そ
く

し
た
こ
と
を
果は

た
す
ま
で
決け
っ

し
て
見み

捨す

て
な
い
。」
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16
ヤ
コ
ブ
は
眠ね
む

り
か
ら
覚さ

め
て
言い

っ
た
．

「
ま
こ
と
に
主し
ゅ

が
こ
の
場ば

所し
ょ

に
お
ら
れ
る
の
に
、
わ
た
し
は
知し

ら
な
か
っ
た
。」

ヤ
コ
ブ
は
、
父
を
欺
い
て
自
分
の
兄
か
ら
長
子
と
し
て
の
祝
福
を
奪
い
取
り
、
そ
の
結
果
身
の
危
険
を
感
じ
て

逃
亡
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
荒
れ
野
を
と
ぼ
と
ぼ
旅
す
る
う
ち
に
、
す
っ
か
り
日
が
暮
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ヤ
コ

ブ
は
疲
れ
果
て
、
そ
こ
に
あ
っ
た
石
を
枕
代
わ
り
に
し
て
、
倒
れ
る
よ
う
に
そ
の
場
に
眠
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
当
時
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
は
、
ラ
イ
オ
ン
も
い
れ
ば
オ
オ
カ
ミ
や
ク
マ
も
出
ま
し
た
。
ヤ
コ
ブ
は
お
そ
ら

く
、
自
分
が
果
た
し
て
朝
ま
で
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
さ
え
、
確
信
が
持
て
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
も
自
業
自
得
で
、
誰
を
恨
む
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
ヤ
コ
ブ
の
心
の
中
は
、
お
そ
ら
く

後
悔
の
念
と
と
も
に
、
暗
い
絶
望
が
支
配
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
ヤ
コ
ブ
は
、
夢
を
見
ま
す
。
夢
の
中
で
天
と
地
を
つ
な
ぐ
階
段
が
あ
り
、
御
使
い
達
が
上
り
下
り
し
て

お
り
、
気
が
つ
く
と
神
が
傍
ら
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
神
は
ヤ
コ
ブ
に
、「
私
は
あ
な
た
と
共
に
い
る
」
と

言
い
ま
す
。
夢
か
ら
覚
め
た
ヤ
コ
ブ
は
、
神
が
自
分
と
共
に
旅
を
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
力
を
得
て
困

難
な
旅
を
続
け
る
の
で
す
。

こ
の
場
面
を
題
材
に
し
た
讃
美
歌
「
主
よ
、
御
許
に
近
づ
か
ん
」
は
、
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
が
沈
没
す
る
直
前
に
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船
内
に
取
り
残
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
、
と
さ
れ
る
讃
美
歌
で
す
。
少
な
く
と
も
私
は
そ
の
よ
う
に
小

さ
い
頃
か
ら
父
に
聞
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
ど
う
も
こ
れ
に
は
諸
説
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か

ら
な
い
よ
う
で
す
。
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
が
沈
没
し
た
の
は
一
九
一
二
年
四
月
一
五
日
未
明
の
こ
と
で
し
た
か
ら
、

二
〇
一
二
年
は
丁
度
そ
の
百
周
年
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
こ
で
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
に
ゆ
か
り
の
場
所
な
ど
で
い
ろ
い

ろ
な
記
念
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
先
日
B
S
の
「
旅
の
チ
カ
ラ
」
と
い
う
番
組
の
中
で
、
犠
牲

者
の
共
同
墓
地
が
あ
る
事
故
現
場
か
ら
近
い
カ
ナ
ダ
の
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
行
な
わ
れ
た
追
悼
コ
ン
サ
ー
ト
の
模

様
が
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
細
野
晴
臣
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
で
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
実
は
細
野
晴
臣
さ
ん
の
祖
父
細

野
正
文
氏
は
、
日
本
人
唯
一
の
乗
客
で
、
こ
の
時
救
命
ボ
ー
ト
で
脱
出
し
て
救
助
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
に
は
、
八
人
の
音
楽
家
が
乗
船
し
て
い
ま
し
た
。
豪
華
客
船
で
多
く
の
有
名
人
や
金
持
ち
の

前
で
演
奏
す
る
仕
事
と
い
う
こ
と
で
、
将
来
の
成
功
を
夢
見
る
大
勢
の
若
手
音
楽
家
達
の
応
募
が
あ
っ
た
ら
し
い

の
で
す
が
、
採
用
さ
れ
た
バ
ン
ド
の
メ
ン
バ
ー
達
は
、
バ
ン
ド
マ
ス
タ
ー
で
最
年
長
の
ウ
ォ
レ
ス
・
ハ
ー
ト
リ
ー

で
さ
え
三
三
歳
と
い
う
若
さ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
因
み
に
彼
は
、
乗
船
の
直
前
に
或
る
女
性
と
婚
約
し
て
い
た
そ

う
で
す
。
き
っ
と
八
人
の
若
手
音
楽
家
達
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
希
望
を
膨
ら
ま
せ
て
乗
船
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
は
、
出
航
し
て
数
日
後
に
氷
山
と
の
接
触
事
故
を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
生
存
者
の

目
撃
証
言
に
よ
る
と
、
浸
水
し
始
め
て
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
っ
た
乗
客
達
を
落
ち
着
か
せ
よ
う
と
、
八
人
の
音
楽
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家
達
は
甲
板
で
演
奏
を
始
め
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
聴
い
て
い
る
乗
客
な
ど
、誰
も
い
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
し
か
し
八
人
は
、
避
難
も
せ
ず
に
黙
々
と
演
奏
を
続
け
ま
し
た
。
真
相
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
通

説
に
よ
る
と
彼
ら
が
最
後
に
演
奏
し
た
曲
は
「
主
よ
、
御
許
に
近
づ
か
ん
」
だ
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

演
奏
中
の
彼
ら
の
心
中
に
は
、何
が
去
来
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
残
し
て
来
た
家
族
の
こ
と
、恋
人
の
こ
と
、

あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
人
生
の
こ
と
、
様
々
な
思
い
が
走
馬
灯
の
よ
う
に
飛
び
交
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
確
か
に
聴
衆
は
誰
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
最
後
に
「
主
よ
、
御
許
に
近
づ
か
ん
」
を
演
奏
し
て

い
た
し
て
い
た
時
、
彼
ら
は
神
が
こ
の
上
も
な
く
身
近
に
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

彼
ら
に
と
っ
て
、
一
世
一
代
の
演
奏
会
で
し
た
。
彼
ら
は
こ
の
時
、
自
分
が
音
楽
家
の
道
を
歩
ん
だ
の
は
ま
さ
に

こ
の
瞬
間
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

結
局
こ
の
八
人
は
最
後
ま
で
船
に
残
っ
て
犠
牲
と
な
り
、
そ
の
後
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
共
同
墓
地
に
埋
葬
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
逸
話
は
、
私
達
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ま
す
。
私
達
は
そ
れ
ぞ
れ
将
来
に
つ

い
て
、
何
ら
か
の
願
望
や
期
待
、
野
心
を
抱
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
神
は
、
私
達
が
思
っ
て
い
る
の
と
は
違
う
形

で
私
達
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
予
期
し
な
い
召
命
が
あ
っ
た
時
、
そ
れ
が
自
分
の
考

え
て
い
た
も
の
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
従
っ
て
行
け
る
よ
う
な
心
の
準
備
だ
け
は
し
て
お

き
た
い
も
の
で
す
。
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聖
書
の
こ
と
に
話
を
戻
し
ま
す
。
ヤ
コ
ブ
は
決
し
て
尊
敬
す
べ
き
立
派
な
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
性
格
的
問

題
性
や
弱
さ
を
い
ろ
い
ろ
抱
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
は
、絶
望
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た
彼
に
「
私

は
あ
な
た
と
共
に
い
る
」
と
約
束
し
た
の
で
す
。
そ
の
後
も
ヤ
コ
ブ
は
相
変
わ
ら
ず
い
ろ
い
ろ
と
問
題
を
起
こ
し

ま
す
が
、
神
は
約
束
通
り
ヤ
コ
ブ
を
見
捨
て
ず
、
し
っ
か
り
と
そ
の
御
計
画
の
中
に
彼
を
用
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
神
は
ヤ
コ
ブ
に
そ
こ
ま
で
し
て
く
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
神
は
、
ヤ
コ
ブ
が

ど
こ
か
見
ど
こ
ろ
の
あ
る
人
物
だ
と
見
抜
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
や
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。
む
し
ろ
神
は
、
こ
の
よ
う
な
欠
け
の
多
い
人
間
を
も
見
捨
て
ず
、
私
達
に
は
想
像
も
出
来
な
い
御
計
画
に
従
っ

て
用
い
て
下
さ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
切
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
に
答
え
、
従
っ
て
行
く
こ

と
で
す
。
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「
心
に
立
ち
返
れ
」

大
学
宗
教
主
任　

出　

村　

み
や
子

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
〇
章
三
八
〜
四
二
節

　

38
一い
っ

行こ
う

が
歩あ
る

い
て
行い

く
う
ち
、イ
エ
ス
は
あ
る
村む
ら

に
お
入は
い

り
に
な
っ
た
。
す
る
と
、マ
ル
タ
と
い
う
女
お
ん
な
が
、

イ
エ
ス
を
家い
え

に
迎む
か

え
入い

れ
た
。
39
彼か
の

女じ
ょ

に
は
マ
リ
ア
と
い
う
姉し

妹ま
い

が
い
た
。
マ
リ
ア
は
主し
ゅ

の
足あ
し

も
と
に
座す
わ

っ

て
、
そ
の
話
は
な
し
に
聞き

き
入い

っ
て
い
た
。
40
マ
ル
タ
は
、
い
ろ
い
ろ
の
も
て
な
し
の
た
め
せ
わ
し
く
立た

ち
働
は
た
ら
い

て
い
た
が
、
そ
ば
に
近ち
か

寄よ

っ
て
言い

っ
た
。「
主し
ゅ

よ
、
わ
た
し
の
姉し

妹ま
い

は
わ
た
し
だ
け
に
も
て
な
し
を
さ
せ
て

い
ま
す
が
、
何な
ん

と
も
お
思お
も

い
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
手て

伝つ
だ

っ
て
く
れ
る
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。」

41
主し
ゅ

は
お
答こ
た

え
に
な
っ
た
。「
マ
ル
タ
、マ
ル
タ
、あ
な
た
は
多お
お

く
の
こ
と
に
思お
も

い
悩な
や

み
、心
こ
こ
ろ
を
乱み
だ

し
て
い
る
。

42
し
か
し
、
必ひ
つ

要よ
う

な
こ
と
は
た
だ
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
マ
リ
ア
は
良よ

い
方ほ
う

を
選え
ら

ん
だ
。
そ
れ
を
取と

り
上あ

げ

て
は
な
ら
な
い
。」

夏
休
み
明
け
最
初
の
授
業
を
行
っ
た
ク
ラ
ス
で
出
席
を
取
り
な
が
ら
、
学
生
に
ど
ん
な
夏
休
み
だ
っ
た
か
を
一

言
ず
つ
言
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
主
に
一
年
生
が
出
席
す
る
ク
ラ
ス
で
し
た
の
で
、
大
学
最
初
の
夏
休
み
を
ど
の
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よ
う
に
過
ご
し
た
の
か
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
自
動
車
学
校
に
通
っ
て
免
許
を
と
っ
た
学
生
、
友
人
や
家
族
、

あ
る
い
は
一
人
旅
と
い
っ
た
学
期
中
に
は
で
き
な
い
体
験
を
し
た
学
生
、
サ
ー
ク
ル
や
ア
ル
バ
イ
ト
、
美
術
館
巡

り
な
ど
夏
休
み
を
有
効
に
ア
ク
テ
ィ
ヴ
に
過
ご
し
た
学
生
が
多
い
中
で
、
取
り
立
て
て
何
も
し
な
か
っ
た
と
い
う

学
生
も
何
人
か
い
ま
し
た
。
彼
ら
、
彼
女
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
夏
バ
テ
で
し
た
、
引
き
籠
っ
て
ま
し
た
、
あ
る
い
は
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
中
継
に
熱
中
し
す
ぎ
て
昼
夜
逆
転
し
、
生
活
リ
ズ
ム
が
す
っ
か
り
狂
っ
て
昼
に
何
も
活
動
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
、
な
ど
言
い
訳
め
い
た
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
が
、
む
し
ろ
普
段
と
変
わ
ら
ず
平
常
心
で
日
々
を
過
ご

し
て
い
ま
し
た
、
と
語
っ
た
女
子
学
生
も
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
夏
休
み
を
垣
間
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
教
会
史
の
中
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
取
り
上
げ
る
授
業
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
活
動
的
な
生
活
だ

け
で
な
く
、
何
も
し
な
い
引
き
籠
り
も
時
に
人
生
に
は
必
要
な
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
書

い
た
『
告
白
』
と
い
う
著
作
の
一
節
を
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
真
理
を
探
究
し
て
い
る

場
面
で
、
真
理
は
ど
こ
に
存
在
す
る
か
、
と
問
う
た
有
名
な
箇
所
で
す
。
彼
は
そ
こ
で
、「
真
理
は
心
の
最
も
奥
深

く
に
お
い
て
味
わ
わ
れ
る
。
し
か
る
に
心
は
そ
こ
か
ら
さ
迷
い
出
て
し
ま
っ
た
。
道
を
踏
み
外
し
た
者
た
ち
よ
、

心
に
立
ち
返
れ
。
汝
ら
を
創
造
し
た
方
に
依
り
す
が
り
な
さ
い
」（IV

,12.18

）と
述
べ
て
い
ま
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
他
の
箇
所
で
も
繰
り
返
し
「
心
に
立
ち
返
れ
」
と
読
者
に
告
げ
て
い
る
の
で
す
。

「
心
に
立
ち
返
る
こ
と
」、
こ
の
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
建
学
の
精
神
と
す
る
本
学
の
大
学
礼
拝
に
お
い
て
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も
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
選
び
ま
し
た
聖
書
の
箇
所
は
、
主
イ
エ
ス
が
親
し
く
関
わ
っ
た
マ
ル
タ
と
マ

リ
ア
と
い
う
名
の
二
人
の
姉
妹
の
話
で
、「
心
に
立
ち
返
る
」
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
る
箇
所
の
ひ
と
つ
で

す
。
簡
潔
な
表
現
な
が
ら
、
当
時
の
情
景
が
生
き
生
き
と
私
た
ち
の
心
に
迫
っ
て
く
る
物
語
で
す
。
マ
ル
タ
と
マ

リ
ア
の
住
む
家
に
主
イ
エ
ス
が
お
い
で
に
な
っ
た
。
出
来
る
限
り
の
も
て
な
し
を
し
よ
う
と
心
を
砕
く
お
姉
さ
ん

の
マ
ル
タ
に
対
し
て
、
部
屋
に
入
っ
た
イ
エ
ス
の
足
元
に
座
っ
て
何
も
せ
ず
に
語
ら
れ
る
言
葉
に
じ
っ
と
耳
を
傾

け
る
妹
の
マ
リ
ア
の
い
る
場
面
の
対
比
が
大
変
印
象
的
な
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
場
面
は
大
切
な
来
客
を
迎
え
た

家
庭
の
日
常
の
光
景
と
し
て
わ
た
し
た
ち
の
記
憶
に
も
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
み
な
さ
ん
は
か

つ
て
、
幼
稚
園
や
小
学
校
時
代
に
あ
っ
た
家
庭
訪
問
の
日
や
特
別
な
来
客
が
あ
っ
た
日
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
せ

ん
か
。

こ
の
対
比
的
な
二
人
の
姉
妹
が
登
場
す
る
場
面
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
一
章
に
収
録
さ
れ
た
、

有
名
な
「
ラ
ザ
ロ
の
死
と
復
活
」
の
物
語
で
は
一
一
章
二
〇
節
で
「
マ
ル
タ
は
イ
エ
ス
が
来
ら
れ
た
と
聞
い
て
、

迎
え
に
行
っ
た
が
、マ
リ
ア
は
家
の
中
に
座
っ
て
い
た
」と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
ヨ
ハ
ネ
一
二
章
の
有
名
な「
ナ

ル
ド
の
香
油
」
の
物
語
に
も
、「
イ
エ
ス
の
た
め
に
そ
こ
で
夕
食
が
用
意
さ
れ
、
マ
ル
タ
は
給
仕
を
し
て
い
た
」
と

活
動
的
な
お
姉
さ
ん
の
マ
ル
タ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
一
方
で
、
マ
リ
ア
の
方
は
そ
の
後
高
価
な
香
油
の
入
っ
た
ナ

ル
ド
の
壺
を
持
っ
て
来
て
、
主
イ
エ
ス
の
埋
葬
の
準
備
の
た
め
に
黙
っ
て
そ
の
足
に
香
油
を
注
い
で
い
ま
す
。
こ
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の
よ
う
に
福
音
書
の
幾
つ
か
の
場
面
に
お
い
て
二
人
の
性
格
が
は
っ
き
り
と
描
き
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ

の
た
め
に
こ
の
二
人
の
姉
妹
に
つ
い
て
は
古
来
よ
り
し
ば
し
ば
対
照
的
な
女
性
像
の
典
型
と
し
て
語
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
マ
ル
タ
が
積
極
的
な
行
動
派
の
女
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
マ
リ
ア
は
物
静
か
な
タ
イ
プ
の
女
性
で
あ
る

と
。
実
際
に
こ
の
物
語
は
西
欧
中
世
世
界
で
は
活
動
的
な
実
践
的
生
で
あ
るV

ita activa

と
、
観
想
的
生V

ita 

contem
plativa

を
対
比
し
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

男
女
平
等
が
進
む
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
来
客
の
も
て
な
し
は
必
ず
し
も
女
性
の
役
割
で
は
な
く
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
が
、
イ
エ
ス
の
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
お
い
て
は
、
大
切
な
来
客
の
接
待
は
、
か
つ
て
の
日
本
の
よ
う

に
女
性
の
役
割
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
多
く
の
こ
と
に
思
い
悩
み
、
心
を
乱
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
マ

ル
タ
の
姿
は
、
ス
ト
レ
ス
に
満
ち
た
忙
し
い
日
々
を
生
き
る
現
代
の
私
た
ち
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
意
味
で
マ
ル
タ
は
世
の
常
識
や
規
範
を
重
視
す
る
生
真
面
目
な
女
性
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
妹
の

マ
リ
ア
は
、
大
切
な
客
人
の
接
待
と
い
う
、
当
時
の
女
性
に
期
待
さ
れ
て
い
た
役
割
を
放
棄
し
て
ま
で
、
た
だ
イ

エ
ス
の
足
元
に
座
っ
て
そ
の
み
言
葉
に
聞
き
入
る
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
ひ
た
す
ら
な
マ
リ
ア
の

姿
勢
は
私
た
ち
の
心
を
打
つ
も
の
で
す
が
、
し
か
し
生
真
面
目
な
マ
ル
タ
は
そ
の
よ
う
な
妹
の
常
識
は
ず
れ
な
態

度
を
許
す
こ
と
が
で
き
ず
、
思
わ
ず
主
イ
エ
ス
に
ま
で
不
満
を
ぶ
つ
け
て
し
ま
い
ま
す
。「
主
よ
、
私
の
姉
妹
は

私
だ
け
に
も
て
な
し
を
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
何
と
も
お
思
い
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
手
伝
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
お
っ
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し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
日
常
に
よ
く
聞
か
れ
る
表
現
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
が
ん
ば
る
」
は
時
に
「
我
を
張
る
」
に
通
じ
、
が
ん
ば
っ
て
い
る
人
は
往
々
に
し
て
そ
う
で
な
い
他
の
人
を
非

難
し
が
ち
で
す
。
自
分
は
こ
ん
な
に
が
ん
ば
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
周
囲
の
人
は
協
力
し
て
く
れ
な
い
の
、

と
い
う
訳
で
す
。
こ
の
よ
う
に
取
り
乱
し
た
マ
ル
タ
に
対
し
て
主
イ
エ
ス
は
優
し
く
語
り
か
け
ま
す
。「
マ
ル
タ
、

マ
ル
タ
、
あ
な
た
は
多
く
の
こ
と
に
思
い
悩
み
、
心
を
乱
し
て
い
る
。
し
か
し
必
要
な
こ
と
は
た
だ
一
つ
だ
け
で

あ
る
。
マ
リ
ア
は
良
い
方
を
選
ん
だ
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
こ
の
イ
エ
ス
の
言
葉
は
決
し
て

叱
責
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
は
「
良
い
方
を
選
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
マ
リ
ア
に
と
っ
て
ば

か
り
か
、
忙
し
さ
に
自
分
を
見
失
い
そ
う
に
な
っ
て
い
た
マ
ル
タ
自
身
に
と
っ
て
も
主
イ
エ
ス
の
優
し
い
言
葉
は
、

自
分
の
心
に
立
ち
返
り
、
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
役
割
か
ら
解
放
さ
れ
る
自
由
へ
の
招
き
と
な
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

今
日
の
聖
書
を
読
む
う
ち
に
、
か
つ
て
私
が
大
学
生
だ
っ
た
時
の
大
学
礼
拝
の
中
で
一
人
の
牧
師
が
、「
忙
し
く

て
祈
ら
ず
に
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
題
で
話
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
日
本
語
で
「
忙
し
い
」
と
い
う

言
葉
は
動
詞
の
「
い
そ
ぐ
」
に
由
来
し
、漢
字
で
（
立
身
偏
の
）
心
を
亡
く
す
と
書
き
ま
す
。
確
か
に
忙
し
い
日
々

を
送
る
現
代
日
本
社
会
の
中
で
、
す
ぐ
に
キ
レ
る
人
や
心
の
病
に
か
か
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
と
な
っ
て
、
こ
の
牧
師
の
言
葉
の
意
味
が
次
第
に
良
く
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
信
じ
る
者
は
時
間
的
余
裕
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が
あ
る
か
ら
礼
拝
を
大
切
に
し
、
日
々
祈
る
生
活
を
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
む
し
ろ

多
く
の
社
会
的
責
任
を
負
う
忙
し
い
日
々
の
中
で
、「
し
か
し
必
要
な
こ
と
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
主
イ
エ

ス
の
言
葉
に
立
ち
返
る
こ
と
で
初
め
て
自
分
を
取
り
戻
し
、
他
者
を
も
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
皆
さ
ん
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
に
お
い
て
、
忙
し
さ
に
自
分
を
見
失
い
そ
う
に
な
っ
た
時
、
心
が

疲
れ
た
時
、
ど
う
ぞ
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
音
に
癒
さ
れ
、「
心
に
立
ち
返
る
」
静
か
な
時
が
キ
ャ
ン
パ
ス
礼
拝
に
お

い
て
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
覚
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
彷さ

徨ま
よ

い
出
た
魂
が
見
出
さ
れ
る
と
き
」

　
　
　
　

大
学
宗
教
主
任　

村　

上　

み　

か

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
五
章
一
〜
七
節

  

1

徴
ち
ょ
う

税ぜ
い

人に
ん

や
罪つ
み

人び
と

が
皆み
な

、
話
は
な
し
を
聞き

こ
う
と
し
て
イ
エ
ス
に
近ち
か

寄よ

っ
て
来き

た
。 

2
す
る
と
、
フ
ァ
リ
サ
イ

派は

の
人ひ
と

々び
と

や
律り
っ

法ぽ
う

学が
く

者し
ゃ

た
ち
は
、「
こ
の
人ひ
と

は
罪つ
み

人び
と

た
ち
を
迎む
か

え
て
、
食
し
ょ
く

事じ

ま
で
一い
っ

緒し
ょ

に
し
て
い
る
」
と
不ふ

平へ
い

を
言い

い
出だ

し
た
。 

3
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
次つ
ぎ

の
た
と
え
を
話は
な

さ
れ
た
。 

4
「
あ
な
た
が
た
の
中な
か

に
、
百

匹ぴ
き

の
羊
ひ
つ
じ
を
持も

っ
て
い
る
人ひ
と

が
い
て
、
そ
の
一
匹ぴ
き

を
見み

失
う
し
な

っ
た
と
す
れ
ば
、
九
十
九
匹ひ
き

を
野の

原は
ら

に
残の
こ

し
て
、

見み

失
う
し
な

っ
た
一
匹ぴ
き

を
見み

つ
け
出だ

す
ま
で
捜さ
が

し
回ま
わ

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。 

5
そ
し
て
、
見み

つ
け
た
ら
、
喜
よ
ろ
こ
ん
で
そ

の
羊
ひ
つ
じ
を
担か
つ

い
で
、 6
家い
え

に
帰か
え

り
、
友と
も

達だ
ち

や
近き
ん

所じ
ょ

の
人ひ
と

々び
と

を
呼よ

び
集あ
つ

め
て
、『
見み

失
う
し
な

っ
た
羊
ひ
つ
じ
を
見み

つ
け
た
の
で
、

一い
っ

緒し
ょ

に
喜
よ
ろ
こ
ん
で
く
だ
さ
い
』
と
言い

う
で
あ
ろ
う
。 

7
言い

っ
て
お
く
が
、
こ
の
よ
う
に
、
悔く

い
改
あ
ら
た
め
る
一ひ
と

人り

の
罪つ
み

人び
と

に
つ
い
て
は
、
悔く

い
改
あ
ら
た
め
る
必ひ
つ

要よ
う

の
な
い
九
十
九
人に
ん

の
正た
だ

し
い
人ひ
と

に
つ
い
て
よ
り
も
大お
お

き
な
喜
よ
ろ
こ
び

が
天て
ん

に
あ
る
。」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
夏
、
ロ
ン
ド
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、
日
本
人
選
手
の
活
躍
に
日
本
中
が
沸
き
ま
し
た
。
彼
ら
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の
活
躍
を
見
て
、
多
く
の
人
が
勇
気
や
力
を
与
え
ら
れ
る
経
験
を
し
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
大
き
な
成
果
を
実
ら

せ
る
こ
と
の
で
き
た
選
手
た
ち
の
姿
を
見
て
い
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
長
い
道
の
り
や
コ
ツ
コ
ツ
と
地

道
な
努
力
を
積
み
重
ね
た
様
子
が
想
像
さ
れ
、
人
間
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
こ
の
よ
う
に
生
き

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
、
希
望
を
与
え
ら
れ
た
思
い
が
し
ま
す
。
そ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
終
わ
り
、
こ
の
と
こ

ろ
目
に
つ
く
報
道
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
私
た
ち
の
気
持
ち
を
悲
し
ま
せ
、
落
胆
さ
せ
る
も
の
ば
か
り
で
す
。

い
じ
め
に
あ
っ
て
自
殺
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
事
業
が
う
ま
く
い
か
な
く
て
、
家
族
を
殺
し
、
自
ら
も
後
を
追
っ

て
自
殺
を
し
た
り
…
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く
た
び
に
、
ど
う
に
か
し
て
生
き
る
道
を
見
出
せ
な
か
っ
た

の
か
と
、
残
念
に
思
い
ま
す
。
失
敗
し
た
り
、
周
囲
の
人
に
理
解
さ
れ
ず
、
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
は
、
と
て
も
つ
ら

い
こ
と
で
す
。
自
分
は
も
う
だ
め
だ
、
生
き
て
い
る
の
が
つ
ら
い
、
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
も
当
然
で
し
ょ
う
。

絶
望
の
あ
ま
り
、
希
望
を
見
出
せ
な
く
な
る
と
い
う
経
験
、
皆
さ
ん
も
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

先
に
掲
げ
た
聖
書
の
箇
所
は
、
そ
の
よ
う
な
希
望
を
見
出
せ
ず
、
絶
望
の
中
に
あ
る
人
に
語
り
か
け
ら
れ
た
イ
エ

ス
の
言
葉
で
す
。

イ
エ
ス
は
た
と
え
で
話
を
し
ま
し
た
。
百
匹
の
羊
を
も
っ
て
い
る
人
が
、
そ
の
う
ち
の
一
匹
を
見
失
っ
た
と
き
、

残
り
の
九
九
匹
を
野
原
に
残
し
て
、
そ
の
一
匹
を
捜
し
回
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
見
つ
け
た
ら
、
喜
ん
で
そ
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の
羊
を
担
い
で
帰
っ
て
、
友
達
や
近
所
の
人
を
呼
ん
で
、「
見
失
っ
た
羊
を
見
つ
け
た
の
で
、
一
緒
に
喜
ん
で
く
だ

さ
い
」
と
言
う
だ
ろ
う
、
そ
の
よ
う
に
イ
エ
ス
は
語
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
失
わ
れ
た
一
匹
が
再
び
見
出
さ
れ
る

こ
と
は
、
こ
の
上
な
い
喜
び
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
罪
人
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
イ
エ
ス

は
言
い
ま
し
た
。
罪
人
、
す
な
わ
ち
過
ち
を
犯
し
た
人
が
、
自
ら
の
過
ち
に
気
づ
き
、
悔
い
改
め
る
こ
と
、
こ
れ

は
失
わ
れ
た
魂
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
大
き
な
喜
び
に
値
す
る
の
だ
と
言
っ
た
の
で
す
。

一
節
に
あ
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
て
話
を
聞
こ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
徴
税
人
や
罪
人
で

し
た
。
彼
ら
は
律
法
に
従
わ
ず
に
罪
を
犯
し
、
あ
る
い
は
徴
税
人
の
場
合
は
正
規
の
税
金
の
額
に
上
乗
せ
し
て
お

金
を
集
め
る
こ
と
を
行
い
、
い
ず
れ
も
人
か
ら
嫌
わ
れ
、
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
人
で
し
た
。
人
々
か
ら
受

け
入
れ
ら
れ
ず
、
後
ろ
指
を
さ
さ
れ
て
生
き
て
ゆ
く
彼
ら
の
生
活
は
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
過
ち
を

犯
し
て
し
ま
っ
た
わ
が
身
を
嘆
き
、
疎
ん
じ
ら
れ
る
わ
が
身
を
悲
し
み
、
つ
ら
く
悶
々
と
し
た
思
い
で
日
々
を
生

き
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
自
分
で
は
、
ど
う
し
た
ら
こ
の
状
況
を
打
開
で
き
る
の
か
分
か
ら
ず
、
藁
に

も
す
が
る
思
い
で
イ
エ
ス
の
話
を
聞
き
に
来
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
の
思
い
を
イ
エ
ス
は

受
け
止
め
て
い
た
よ
う
で
す
。
彼
ら
が
苦
し
み
、
悲
し
み
、
悔
い
て
い
る
、
そ
の
様
子
を
イ
エ
ス
は
し
っ
か
り
と

見
て
い
て
、
そ
の
よ
う
に
深
く
悔
い
る
彼
ら
の
魂
は
、
も
は
や
彷さ

徨ま
よ

っ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
は
見
出
さ
れ
た
存
在
で

あ
る
、
と
言
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
見
失
わ
れ
た
羊
が
見
出
さ
れ
る
の
と
同
じ
大
切
な
瞬
間
、
深
い
喜
び
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を
も
た
ら
す
何
事
に
も
代
え
が
た
い
大
切
な
出
来
事
で
あ
る
と
言
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派

や
律
法
学
者
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
人
の
苦
悩
や
嘆
き
理
解
せ
ず
、
た
だ
律
法
を
守
ら
な
か
っ
た
と
い
う
表
面
的
な

こ
と
だ
け
を
気
に
留
め
て
、
罪
人
と
一
緒
に
い
る
イ
エ
ス
を
非
難
し
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
に
、
イ
エ
ス

は
人
と
し
て
何
が
本
当
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
の
か
を
示
し
た
の
で
す
。

失
敗
し
た
り
、
過
ち
を
犯
し
た
り
、
人
に
理
解
さ
れ
ず
に
孤
独
を
経
験
す
る
の
は
、
誰
に
で
も
あ
る
こ
と
で
す
。

そ
の
中
で
希
望
を
失
い
、生
き
る
力
を
失
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
魂
が
迷
い
出
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
そ
こ
で
苦
し
い
現
実
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
現
実
を
見
つ
め
、
自
分
を
見
つ
め
、

そ
れ
を
受
け
止
め
て
生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
自
ら
の
至
ら
な
さ
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
度
、
自
分
の
歩
む
べ

き
道
を
捜
し
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
思
い
が
、
人
と
し
て
の
道
を
開
い
て
ゆ
く
こ
と
を
イ
エ
ス
は

教
え
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
苦
し
く
絶
望
的
な
状
況
の
中
で
も
、
も
う
一
度
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
立
ち
帰
り
、
人

が
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
人
間
の
営
み
の
中
で
、
と
て
も
大
切
な
出
来
事
で
、
何
事
に
も
代
え
が
た
い

大
き
な
喜
び
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
心
に
留
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
ら
に
対
し
て
も
、
そ
し
て
周
囲
の
人

に
対
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
人
の
歩
み
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
願
う
も
の
で
す
。
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「
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
る
神
の
力
」

大
学
宗
教
主
任　

原　

田　

浩　

司

　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
九
章
三
〜
六
節　

 

3
フ
ァ
リ
サ
イ
派は

の
人ひ
と

々び
と

が
近ち
か

寄よ

り
、
イ
エ
ス
を
試た
め

そ
う
と
し
て
、「
何な
に

か
理り

由ゆ
う

が
あ
れ
ば
、
夫
お
っ
と
が
妻つ
ま

を

離り

縁え
ん

す
る
こ
と
は
、律り
っ

法ぽ
う

に
適か
な

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
」
と
言い

っ
た
。

4
イ
エ
ス
は
お
答こ
た

え
に
な
っ
た
。「
あ

な
た
た
ち
は
読よ

ん
だ
こ
と
が
な
い
の
か
。
創そ
う

造ぞ
う

主し
ゅ

は
初は
じ

め
か
ら
人ひ
と

を
男
お
と
こ
と
女
お
ん
な
と
に
お
造つ
く

り
に
な
っ
た
。」

5

そ
し
て
、
こ
う
も
言い

わ
れ
た
。「
そ
れ
ゆ
え
、
人ひ
と

は
父ふ

母ぼ

を
離は
な

れ
て
そ
の
妻つ
ま

と
結む
す

ば
れ
、
二ふ
た

人り

は
一い
っ

体た
い

と
な

る
。

6
だ
か
ら
、二ふ
た

人り

は
も
は
や
別べ
つ

々べ
つ

で
は
な
く
、一い
っ

体た
い

で
あ
る
。
従
し
た
が

っ
て
、神か
み

が
結む
す

び
合あ

わ
せ
て
く
だ
さ
っ

た
も
の
を
、
人ひ
と

は
離は
な

し
て
は
な
ら
な
い
。」　

去
る
二
〇
一
一
年
に
メ
キ
シ
コ
市
議
会
で
、
離
婚
の
手
続
き
に
か
か
る
面
倒
を
省
く
た
め
に
、
二
年
間
の
期
限

を
付
け
た
「
仮
結
婚
」
の
許
可
を
認
め
る
よ
う
要
請
す
る
法
律
の
改
革
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
、
と
の
ニ
ュ
ー

ス
が
あ
り
ま
し
た
。
メ
キ
シ
コ
で
は
、
結
婚
し
た
カ
ッ
プ
ル
の
約
半
分
近
く
が
離
婚
し
て
し
ま
う
、
し
か
も
、
そ

の
大
半
が
結
婚
か
ら
僅
か
二
年
以
内
に
し
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
現
状
を
反
映
し
て
、
こ
の
議
案
が
提



− 70 −− 71 −

出
さ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
現
状
に
合
わ
せ
た
か
た
ち
で
の
法
改
正
な
の
で
す
が
、
法
律
そ
の
も
の
に
問
題
点
や

欠
点
が
あ
っ
て
改
正
を
す
る
な
ら
な
ん
ら
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
は
、
何
と
も
し
っ
く
り

こ
な
い
、
腑
に
落
ち
な
い
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
の
改
正
案
自
体
も
奇
妙
で

す
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
離
婚
率
の
高
さ
に
は
改
め
て
驚
か
さ
れ
ま
す
。

さ
て
、
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
仕
事
に
就
い
て
収
入
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
自
分
の
「
結
婚
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
ま
だ
ま
だ
先
で
、
皆
さ
ん
の
目
下
の
意
識
に
あ
る
の
は
、
こ
の
大
学
で
し
っ

か
り
と
無
事
に
単
位
を
取
っ
て
卒
業
し
、
就
活
戦
線
を
乗
り
越
え
る
こ
と
。
そ
れ
が
皆
さ
ん
が
意
識
し
て
い
る
現

実
的
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
他
方
で
、
こ
ん
な
ニ
ュ
ー
ス
も
目
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
春
、
九
州
大
学
で
半

期
の
「
婚
学
」
と
い
う
新
し
い
講
座
が
開
講
さ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
し
か
も
、
こ
れ
が
何
年
生
向
け
の
講
義
か

と
言
う
と
、「
一
年
生
」
を
対
象
と
し
た
講
義
だ
と
い
う
の
で
す
。「
教
養
選
択
科
目
」
で
す
が
、
想
定
し
て
い
た

数
の
五
倍
も
の
受
講
希
望
者
で
、
こ
の
講
義
は
と
て
も
賑
わ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
大
学
一
年
生
で
も
結
婚
に

つ
い
て
考
え
よ
う
と
の
積
極
的
な
意
識
が
高
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
の
人
生
は
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
も
続
い
て
い
き
ま
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
は
や
が
て
卒
業
し
、
社
会
人

と
な
り
、
や
が
て
は
結
婚
を
現
実
的
に
意
識
す
る
時
も
来
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
十
年
余
り
、
日
本
で
は
経
済
状
況

等
が
反
映
し
て
、
晩
婚
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
も
皆
さ
ん
も
ニ
ュ
ー
ス
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
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す
か
ら
、
皆
さ
ん
が
二
〇
代
で
結
婚
す
る
の
か
、
三
〇
代
で
結
婚
す
る
の
か
、
四
〜
五
〇
代
に
な
る
の
か
、
そ
れ

と
も
結
婚
し
な
い
の
か
、
そ
れ
は
誰
に
も
分
か
り
ま
せ
ん
し
、
他
な
ら
な
い
皆
さ
ん
自
身
も
「
自
分
が
い
つ
結
婚

す
る
か
」
な
ど
、
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
学
生
た
ち
の
間
で
は
、
自
分
の
将
来
を
見
据
え
て
、

結
婚
に
つ
い
て
学
生
の
時
代
か
ら
し
っ
か
り
と
考
え
て
お
き
た
い
と
い
う
意
識
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
九
州
大
学

の
例
が
示
す
よ
う
に
、
と
て
も
高
い
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
改
め
て
今
日
の
聖
書
の
言
葉
、
特
に
一
つ
の
言
葉
に
集
中
し
ま
す
。
そ
れ
は
「
こ
う
い
う
わ
け
で
、

男
は
父
母
を
離
れ
て
女
と
結
ば
れ
、
二
人
は
一
体
と
な
る
」
で
す
。
短
い
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
結
婚
に
つ
い
て

大
切
な
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
「
男
は
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
に
も
男
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
人
は
父
母
を
離
れ
て
、
夫
と
、
ま
た
は
妻
と
結
ば
れ
、
二
人
は
一
体
と
な
る
」
と
言
っ
た
方
が
、
現
代
に

お
い
て
は
よ
り
適
切
で
し
ょ
う
。
こ
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
第
一
の
こ
と
。
そ
れ
は
「
結
婚
の
目
的
」
で
す
。「
結

婚
し
た
い
」
と
思
う
気
持
ち
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
、
何
の
た
め
に
結
婚
を
す
る
の
か
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
、

是
非
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

先
日
、「
体
育
の
日
」
の
祝
日
の
こ
と
で
す
が
、
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
礼
拝
堂
で
、
本
学
の
卒
業
生
の
結
婚
式
を

執
り
行
い
ま
し
た
。
結
婚
式
は
教
会
で
行
う
の
は
、
西
欧
諸
国
で
は
当
た
り
前
で
す
が
、
日
本
で
も
近
年
、
キ
リ

ス
ト
教
式
の
結
婚
式
を
挙
げ
る
カ
ッ
プ
ル
が
増
え
て
い
ま
す
。
あ
る
本
の
中
で
、
結
婚
を
し
た
い
と
望
む
カ
ッ
プ
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ル
と
、
結
婚
式
の
司
式
を
依
頼
さ
れ
牧
師
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
、
こ
う
い
う
話
を
目
に
し
ま
し
た
。

あ
る
牧
師
の
と
こ
ろ
に
、
教
会
で
結
婚
式
を
挙
げ
た
い
と
希
望
す
る
カ
ッ
プ
ル
が
相
談
に
来
た
そ
う
で
す
。「
こ

の
人
と
結
婚
を
し
た
い
の
で
、
結
婚
式
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」。
す
る
と
、
そ
の
牧
師

が
カ
ッ
プ
ル
に
こ
う
尋
ね
ま
し
た
。「
お
二
人
は
何
の
た
め
に
結
婚
す
る
の
で
す
か
？
」。
こ
の
カ
ッ
プ
ル
は
二
つ

返
事
で
「
い
い
よ
」
と
承
諾
し
て
も
ら
え
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
の
で
、率
直
に
答
え
ま
し
た
。「
わ
た
し
た
ち
、

互
い
に
好
き
で
、
愛
し
合
っ
て
い
る
か
ら
で
す
」。
す
る
と
、
こ
の
牧
師
が
聞
き
返
し
ま
す
。「
そ
う
で
す
か
。
で

は
嫌
い
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
で
す
か
？
」。
カ
ッ
プ
ル
は
こ
た
え
ま
し
た
。「
嫌
い
に
な
ん
て
な
り
ま
せ
ん
し
、

も
し
嫌
い
に
な
っ
て
も
分
か
れ
た
り
し
ま
せ
ん
」。す
る
と
牧
師
が
更
に
尋
ね
る
。「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

相
手
が
好
き
だ
か
ら
一
緒
に
な
り
た
い
の
な
ら
、
嫌
い
に
な
っ
た
ら
別
れ
た
い
と
思
う
の
が
自
然
じ
ゃ
な
い
で
す

か
？
」。
牧
師
は
こ
の
面
接
の
後
、
結
局
、
こ
の
カ
ッ
プ
ル
の
結
婚
式
の
司
式
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と

い
う
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
牧
師
は
何
も
意
地
悪
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
結
婚
」
に
は
、
自
分
の
、
ま
た
自
分

た
ち
の
期
待
や
願
望
や
理
想
ど
お
り
に
行
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
の
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
改
め
て
考
え
た
い
。
何
の
た
め
に
結
婚
す
る
の
か
？ 

皆
さ
ん
も
い
つ
か
そ
う
自
分
に
問
い
直
す
時
が
来
る

で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
は
聖
書
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
今
日
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の
聖
書
の
言
葉
に
は
「
父
母
を
離
れ
、
二
人
は
一
体
と
な
る
」
と
あ
り
ま
し
た
。
結
婚
と
は
人
生
を
共
に
し
、
互

い
の
人
生
を
分
か
ち
合
う
こ
と
で
す
。
一
緒
に
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
は
一
体
と
な
っ
て
生
き
る
こ
と
で
す
。
自
分

の
願
望
や
期
待
、
ま
た
理
想
が
崩
れ
た
時
が
来
て
も
、
夫
が
妻
に
、
妻
が
夫
に
対
し
て
言
う
べ
き
言
葉
は
何
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
相
手
を
責
め
る
言
葉
で
は
な
い
は
ず
。
そ
れ
は
「
あ
な
た
が
共
に
い
て
く
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
私
は

嬉
し
い
」。
こ
の
素
直
な
思
い
と
言
葉
が
大
切
で
す
。「
あ
な
た
が
共
に
い
て
く
れ
る
」。
そ
れ
が
嬉
し
い
。
そ
れ
は
、

実
は
神
が
わ
た
し
た
ち
に
語
り
か
け
る
言
葉
で
す
。
聖
書
が
、
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
一
貫
し
て
語
り
続
け
る
の

が
「
神
と
人
間
と
の
関
係
」
で
す
。
神
に
と
っ
て
、
あ
な
た
が
い
て
く
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
喜
び
で
す
。
神
は
「
共

に
生
き
る
、
一
緒
に
生
き
る
」
こ
と
を
求
め
、
望
み
、
欲
し
て
お
ら
れ
る
。
共
に
生
き
る
。
そ
れ
が
神
と
人
間
と

の
関
係
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
人
間
同
士
の
関
係
で
す
。
そ
し
て
、「
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
る
」。
そ
れ
は
、
自
分

た
ち
の
力
で
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
も
は
る
か
に
増
し
て
、
実
は
神
に
由
来
す
る
力
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
聖
書
が

私
た
ち
に
語
り
か
け
る
愛
の
力
で
す
。

学
院
大
学
で
の
学
生
生
活
を
通
し
て
、
そ
し
て
大
学
礼
拝
を
通
し
て
、
結
婚
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
皆
さ

ん
に
は
学
識
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
る
神
の
力
、
愛
の
力
を
、
ぜ
ひ
と
も
養
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
働
き
に
よ
ら
な
い
賃
金
」

総
合
人
文
学
科
長　

原　

口　

尚　

彰

　

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、
第
二
〇
章
一
〜
一
六
節

 

1
「
天て
ん

の
国く
に

は
次つ
ぎ

の
よ
う
に
た
と
え
ら
れ
る
。
あ
る
家い
え

の
主し
ゅ

人じ
ん

が
、
ぶ
ど
う
園え
ん

で
働
は
た
ら
く
労ろ
う

働ど
う

者し
ゃ

を
雇や
と

う
た

め
に
、
夜よ

明あ

け
に
出で

か
け
て
行い

っ
た
。

2
主し
ゅ

人じ
ん

は
、
一
日に
ち

に
つ
き
一
デ
ナ
リ
オ
ン
の
約や
く

束そ
く

で
、
労ろ
う

働ど
う

者し
ゃ

を
ぶ

ど
う
園え
ん

に
送お
く

っ
た
。

3
ま
た
、
九
時じ

ご
ろ
行い

っ
て
み
る
と
、
何な
に

も
し
な
い
で
広ひ
ろ

場ば

に
立た

っ
て
い
る
人ひ
と

々び
と

が

い
た
の
で
、

4
『
あ
な
た
た
ち
も
ぶ
ど
う
園え
ん

に
行い

き
な
さ
い
。
ふ
さ
わ
し
い
賃ち
ん

金ぎ
ん

を
払は
ら

っ
て
や
ろ
う
』
と

言い

っ
た
。

5
そ
れ
で
、
そ
の
人ひ
と

た
ち
は
出で

か
け
て
行い

っ
た
。
主し
ゅ

人じ
ん

は
、
十
二
時じ

ご
ろ
と
三
時じ

ご
ろ
に
ま
た

出で

て
行い

き
、同お
な

じ
よ
う
に
し
た
。

6
五
時じ

ご
ろ
に
も
行い

っ
て
み
る
と
、ほ
か
の
人ひ
と

々び
と

が
立た

っ
て
い
た
の
で
、『
な

ぜ
、
何な
に

も
し
な
い
で
一
日に
ち

中じ
ゅ
うこ
こ
に
立た

っ
て
い
る
の
か
』
と
尋た
ず

ね
る
と
、

7
彼か
れ

ら
は
、『
だ
れ
も
雇や
と

っ
て
く

れ
な
い
の
で
す
』
と
言い

っ
た
。
主し
ゅ

人じ
ん

は
彼か
れ

ら
に
、『
あ
な
た
た
ち
も
ぶ
ど
う
園え
ん

に
行い

き
な
さ
い
』
と
言い

っ
た
。

8
夕ゆ

う

方が
た

に
な
っ
て
、
ぶ
ど
う
園え

ん

の
主し

ゅ

人じ
ん

は
監か

ん

督と
く

に
、『
労ろ

う

働ど
う

者し
ゃ

た
ち
を
呼よ

ん
で
、
最さ

い

後ご

に
来き

た
者も

の

か
ら
始は

じ

め

て
、
最さ
い

初し
ょ

に
来き

た
者も
の

ま
で
順
じ
ゅ
ん
に
賃ち
ん

金ぎ
ん

を
払は
ら

っ
て
や
り
な
さ
い
』
と
言い

っ
た
。

9
そ
こ
で
、
五
時じ

ご
ろ
に
雇や
と

わ
れ
た
人ひ
と

た
ち
が
来き

て
、
一
デ
ナ
リ
オ
ン
ず
つ
受う

け
取と

っ
た
。
10
最さ
い

初し
ょ

に
雇や
と

わ
れ
た
人ひ
と

た
ち
が
来き

て
、
も
っ
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と
多お
お

く
も
ら
え
る
だ
ろ
う
と
思お
も

っ
て
い
た
。
し
か
し
、彼か
れ

ら
も
一
デ
ナ
リ
オ
ン
ず
つ
で
あ
っ
た
。
11
そ
れ
で
、

受う

け
取と

る
と
、主し
ゅ

人じ
ん

に
不ふ

平へ
い

を
言い

っ
た
。
12『
最さ
い

後ご

に
来き

た
こ
の
連れ
ん

中ち
ゅ
うは
、一
時じ

間か
ん

し
か
働
は
た
ら
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
る
一
日に
ち

、
暑あ
つ

い
中な
か

を
辛し
ん

抱ぼ
う

し
て
働
は
た
ら
い
た
わ
た
し
た
ち
と
、
こ
の
連れ
ん

中ち
ゅ
うと
を
同お
な

じ
扱
あ
つ
か
い
に
す
る
と
は
。』
13

主し
ゅ

人じ
ん

は
そ
の
一ひ
と

人り

に
答こ
た

え
た
。『
友と
も

よ
、
あ
な
た
に
不ふ

当と
う

な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
あ
な
た
は
わ
た
し
と
一

デ
ナ
リ
オ
ン
の
約や
く

束そ
く

を
し
た
で
は
な
い
か
。
14
自じ

分ぶ
ん

の
分ぶ
ん

を
受う

け
取と

っ
て
帰か
え

り
な
さ
い
。
わ
た
し
は
こ
の

最さ
い

後ご

の
者も
の

に
も
、
あ
な
た
と
同お
な

じ
よ
う
に
支し

払は
ら

っ
て
や
り
た
い
の
だ
。
15
自じ

分ぶ
ん

の
も
の
を
自じ

分ぶ
ん

の
し
た
い

よ
う
に
し
て
は
、
い
け
な
い
か
。
そ
れ
と
も
、
わ
た
し
の
気き

前ま
え

の
よ
さ
を
ね
た
む
の
か
。』
16
こ
の
よ
う
に
、

後あ
と

に
い
る
者も
の

が
先さ
き

に
な
り
、
先さ
き

に
い
る
者も
の

が
後あ
と

に
な
る
。」

 

新
約
聖
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
の
喩
え
話
の
中
に
は
、
人
間
社
会
の
常
識
と
は
一
見
か
け
離
れ
た
よ
う

な
も
の
が
あ
り
、
一
体
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
よ
く
考
え
て
見
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
よ
う
な
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
実
は
、
そ
の
一
つ
が
、
今
読
ん
だ
ぶ
ど
う
園
の
労
働
者
の
喩
え
で
す
。
近
年
、
講
談
社
の
現
代
新

書
の
一
つ
と
し
て
出
版
さ
れ
て
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
橋
爪
大
三
郎
・
大
澤
真
幸
著
『
ふ
し
ぎ
な
キ
リ
ス
ト

教
』
と
い
う
書
物
も
、
こ
の
話
を
「
不
可
解
な
た
と
え
話
」
の
一
つ
と
し
て
槍
玉
に
挙
げ
て
い
ま
す
（
二
二
〇—

二
二
二
頁
を
参
照
）。
話
の
結
末
が
世
の
常
識
か
ら
は
あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ
て
い
る
の
で
、
著
者
の
社
会
学
者
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た
ち
は
、
聖
書
の
中
で
イ
エ
ス
が
時
々
間
違
っ
た
こ
と
を
言
う
こ
と
の
例
証
と
す
ら
考
え
た
の
で
す
。

問
題
の
喩
え
話
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
す
。
あ
る
ぶ
ど
う
園
の
所
有
者
が
、
夜
明
け
前
と
朝
九
時
と
一
二
時

と
午
後
三
時
と
五
時
と
い
う
具
合
に
、
全
く
違
っ
た
時
刻
に
日
雇
い
の
労
働
者
を
雇
い
、
一
日
一
デ
ナ
リ
オ
ン
の

報
酬
を
払
う
と
い
う
約
束
で
働
か
せ
ま
し
た
（
マ
タ
イ
二
〇
・
一—

七
）。
一
日
の
仕
事
が
終
わ
り
、
賃
金
の
支
払

い
の
時
に
な
り
、
そ
の
日
の
賃
金
が
所
有
者
か
ら
個
々
の
日
雇
い
労
働
者
に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
所
有
者
は
各
自

が
実
際
に
働
い
た
労
働
時
間
に
関
わ
り
な
く
、一
律
に
一
デ
ナ
リ
を
個
々
の
労
働
者
に
支
払
い
ま
し
た（
二
〇
・
八—

九
）。
す
る
と
、
朝
か
ら
一
日
中
働
い
た
労
働
者
は
、
夕
方
の
五
時
に
雇
わ
れ
て
一
時
間
し
か
働
か
な
か
っ
た
者
と

同
じ
金
額
し
か
貰
え
な
か
っ
た
こ
と
が
不
満
で
、
所
有
者
に
強
く
不
平
を
言
い
ま
し
た
（
二
〇
・
一
〇—

一
二
）。

そ
れ
に
対
し
て
、
所
有
者
は
労
働
の
対
価
と
し
て
一
デ
ナ
リ
支
払
う
と
い
う
の
は
当
初
の
約
束
通
り
だ
、
ま
た
、

主
人
の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
気
前
良
さ
を
妬
ん
で
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
労
働
者
の
不
平
を
退
け
て
し
ま
い
ま

し
た
（
二
〇
・
一
三—

一
五
）。

社
会
生
活
の
常
識
は
、
働
き
に
応
じ
て
報
酬
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
は
普
通
の
人
が
抱
く
正
義

感
に
適
っ
て
い
ま
す
。
長
時
間
働
い
た
者
は
、
短
時
間
し
か
働
か
な
か
っ
た
者
よ
り
も
、
労
働
時
間
に
応
じ
て
多

く
の
報
酬
を
受
け
る
と
い
う
の
が
、
通
常
な
ら
ば
公
平
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
も
し
、
一
生
懸
命
に

長
時
間
働
い
た
者
も
、
ご
く
短
時
間
し
か
働
か
な
か
っ
た
者
も
同
じ
扱
い
を
受
け
た
ら
、
労
苦
を
惜
し
ま
ず
真
面
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目
に
働
く
者
が
社
会
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
旧
約
聖
書
の
箴
言
は
社
会
生
活
に
関
す
る
格
言
を

集
め
た
書
物
で
す
が
、
民
衆
が
抱
く
正
義
感
に
適
う
応
報
原
理
に
従
っ
て
、
一
生
懸
命
働
く
者
は
そ
の
報
い
と
し

て
豊
か
に
な
り
、
怠
け
者
は
貧
し
く
な
る
と
言
っ
て
、
勤
勉
に
働
く
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
箴
言

一
〇
章
四
節
後
半
は
、「
勤
勉
な
人
の
手
は
富
を
も
た
ら
す
」
と
述
べ
、
二
〇
章
四
節
は
、「
怠
け
者
は
冬
に
な
っ

て
も
耕
さ
ず
、
刈
り
入
れ
時
に
求
め
る
が
何
も
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ぶ
ど
う
園
の
労
働
者
の
喩
え
話
の
作
者
で
あ
る
イ
エ
ス
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
の

人
々
の
間
に
勤
勉
の
美
徳
を
説
く
常
識
的
な
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
良
く
分
か
っ
た
上
で
、
敢
え
て
挑
発

的
に
、
こ
の
喩
え
話
を
語
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
話
は
、
冒
頭
の
句
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
天

の
国
」
に
つ
い
て
の
喩
え
で
あ
り
、
ぶ
ど
う
園
の
主
人
は
神
を
表
し
、
ぶ
ど
う
園
の
労
働
者
は
神
に
仕
え
る
信
徒

の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
一
日
の
労
働
の
後
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
は
、
世
の
終
わ
り
の
時
に
一
人
一
人
の
信
徒

に
約
束
さ
れ
て
い
る
究
極
的
救
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
喩
え
話
は
、

「
天
の
国
に
入
る
」、
も
し
く
は
、
人
が
究
極
的
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
人
間
の
社
会
生
活
上
の

常
識
で
は
十
分
に
理
解
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
少
し
言
葉
を

換
え
て
言
え
ば
、
人
間
の
究
極
的
な
救
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
側
が
何
か
良
い
こ
と
を
し
た
報
い
と
し
て
与

え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
側
の
一
方
的
な
恵
み
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は
働
き
と
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報
酬
の
均
衡
と
い
う
原
理
は
該
当
し
ま
せ
ん
。
若
い
時
か
ら
神
を
信
じ
、
そ
の
教
え
に
従
う
生
活
を
心
掛
け
て
生

き
て
き
た
人
も
、
一
生
の
大
半
を
神
と
は
無
縁
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
人
生
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ

て
、
悔
い
改
め
て
神
に
立
ち
返
り
、
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
も
、
神
が
与
え
る
罪
の
赦
し
や
救
い
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
は
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
喩
え
話
は
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
こ
の
喩
え
話
は
、
人
間
の
救
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
神
は
吝
嗇
で
は
な
く
、
非
常
に
気
前
が
良
く
、
誰
で

も
何
時
で
も
神
に
立
ち
返
る
者
に
は
等
し
く
救
い
を
与
え
給
う
と
い
う
こ
と
を
人
々
の
意
表
を
突
い
た
形
で
、
印

象
的
に
語
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

イ
エ
ス
の
喩
え
話
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
庶
民
の
身
近
な
日
常
生
活
か
ら
題
材
を
得
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内

容
は
、
当
時
の
社
会
の
常
識
と
は
し
ば
し
ば
か
け
離
れ
て
お
り
、
私
た
ち
に
人
間
に
つ
い
て
、
ま
た
、
神
へ
の
信

仰
に
つ
い
て
新
に
考
え
直
す
よ
う
に
促
し
て
い
ま
す
。信
仰
と
い
う
の
は
、既
成
の
答
え
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、

常
に
新
に
自
分
で
発
見
す
る
こ
と
の
連
続
で
あ
り
、
イ
エ
ス
の
問
い
は
私
た
ち
に
自
分
で
考
え
、
新
し
い
発
見
を

す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
書
を
読
む
こ
と
は
、世
界
と
人
生
に
つ
い
て
、新
た
な
驚
き
を
感
じ
、

新
た
な
意
味
の
発
見
を
す
る
営
み
な
の
で
す
。
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「
神
に
栄
光
、
地
に
平
和
」

総
合
人
文
学
科
教
授　

佐
々
木　

勝　

彦

　

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
、
第
二
章
一
〜
二
〇
節

 

13
す
る
と
、
突と
つ

然ぜ
ん

、
こ
の
天て
ん

使し

に
天て
ん

の
大た
い

軍ぐ
ん

が
加く
わ

わ
り
、
神か
み

を
賛さ
ん

美び

し
て
言い

っ
た
。

14
「
い
と
高た
か

き
と
こ
ろ
に
は
栄え
い

光こ
う

、
神か
み

に
あ
れ
、
地ち

に
は
平へ
い

和わ

、
御み

心こ
こ
ろに
適か
な

う
人ひ
と

に
あ
れ
。」

（
第
二
章
一
三
〜
一
四
節
）

今
日
の
話
は
、前
半
と
後
半
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
前
半
で
は
、聖
書
に
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
を
実
際
に
読
み
、

そ
の
歴
史
的
背
景
を
辿
っ
て
み
ま
す
。
そ
し
て
後
半
で
は
、
こ
の
聖
書
の
話
が
私
た
ち
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の

か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ル
カ
福
音
書
第
二
章
は
、「
イ
エ
ス
の
誕
生
」
と
い
う
小
見
出
し
が
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
誕
生
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
個
所
で
あ
り
、
こ
の
あ
と
に
は
「
羊
飼
い
と
天
使
」
の
話
が
続
き
ま
す
。
な
お
こ

の
前
の
第
一
章
に
は
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
に
ま
つ
わ
る
話
と
「
イ
エ
ス
の
誕
生
の
予
告
」「
マ
リ
ア
の
エ
リ
ザ

ベ
ト
訪
問
」「
マ
リ
ア
の
賛
歌
」
の
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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ル
カ
に
よ
る
と
、「
イ
エ
ス
の
誕
生
」
は
、
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス 

（
前
二
七
〜
後
一
四
） 

が
ロ
ー
マ
の
皇
帝
で

あ
っ
た
と
き
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
す
。
こ
の
ロ
ー
マ
皇
帝
は
「
全
世
界
の
救
い
主
」
と
称
さ
れ
、
彼
の
時
代
は

「
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
平
和
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
称
号
お
よ
び
賛
辞
は
、
当
時
の
ロ
ー
マ
帝
国
が
政
治

的
に
も
経
済
的
に
も
安
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
ル
カ
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
世

界
史
的
事
件
か
ら
説
き
起
こ
す
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
か
ら
見
る
と
、
帝
国
の
端
の
端
に
位
置
す
る

パ
レ
ス
チ
ナ
で
起
こ
っ
た
話
で
す
。
そ
の
答
え
は
、
こ
の
記
事
の
後
半
で
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

事
件
が
起
こ
っ
た
場
所
は
「
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
と
い
う
ダ
ビ
デ
の
町
」
で
す
。
ヨ
セ
フ
と
マ
リ
ア
が
ガ
リ
ラ
ヤ
の
町

ナ
ザ
レ
か
ら
向
か
っ
た
「
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
」
と
い
う
町
は
、「
ダ
ビ
デ
の
町
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
地
は
、

今
か
ら
三
千
年
ほ
ど
前
に
統
一
王
国
を
建
設
し
た
ダ
ビ
デ
王
が
、
幼
年
期
に
羊
飼
い
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
か
ら

で
す 

（
サ
ム
上
一
六
・
一
八
）。
そ
の
統
一
王
国
が
分
裂
し
て
崩
壊
し
、
や
が
て
捕
囚
を
経
験
し
た
後
の
人
び
と
は
、

こ
の
地
か
ら
、ダ
ビ
デ
の
よ
う
な
「
平
和
」
を
も
た
ら
す
救
い
主
が
生
ま
れ
る
と
期
待
し
て
い
ま
し
た 

（
ミ
カ
五
・
一

−

五
）。

六
節
以
下
に
は
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
彼
ら
が
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
い
る
う
ち
に
、
マ
リ
ア
は
月
が
満
ち
て
、
初

め
て
の
子
を
産
み
、
布
に
く
る
ん
で
飼
い
葉
桶
の
な
か
に
寝
か
せ
た
。
宿
屋
に
は
彼
ら
の
泊
ま
る
場
所
が
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。」
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
ま
れ
た
場
所
は
、
皇
帝
の
住
む
宮
殿
の
一
室
で
も
、
宿
屋
で
も
あ
り
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ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
人
間
以
下
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
家
畜
小
屋
で
し
た
。

 
八
節
以
下
に
は
「
羊
飼
い
と
天
使
」
の
話
が
続
き
ま
す
。
羊
飼
い
の
働
く
場
所
、
そ
れ
は
皇
帝
の
住
む
都
市
で

も
、宿
屋
の
あ
る
町
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、悪
霊
が
住
む
と
人
び
と
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
た
辺
境
の
地
で
す
。

神
の
喜
び
の
知
ら
せ
は
、
ま
ず
、
こ
の
辺
境
の
地
に
住
む
羊
飼
い
た
ち
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

一
一
節
に
出
て
く
る
「
メ
シ
ア
」
と
は
、元
来
、王
や
祭
司
に
な
る
た
め
の
就
任
式
に
お
い
て
「
油
を
注
が
れ
た
者
」

を
指
し
、
や
が
て
そ
れ
は
「
正
し
い
治
世
を
も
っ
て
国
を
治
め
る
理
想
的
な
王
」
や
「
救
い
主
」
を
意
味
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
メ
シ
ア
を
ギ
リ
シ
ア
語
で
表
記
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
名
前
は
、
イ
エ
ス
・
救
い
主
と
い
う
意
味
で
す
。
イ
エ
ス
と
い
う
名
前
は
、
一
章
三
一

節
に
「
生
ま
れ
て
く
る
子
を
イ
エ
ス
と
名
づ
け
な
さ
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
使
が
マ
リ
ア
に
あ
ら
わ
れ
、
生
ま

れ
て
く
る
子
に
名
づ
け
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
す
。
こ
の
名
前
は
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
ヘ
ブ
ラ
イ

語
ヨ
シ
ュ
ア
（
イ
エ
シ
ュ
ア
）
を
ギ
リ
シ
ア
語
で
表
記
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
「
神
は
救
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
語
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
地
中
海
世
界
の
共
通
語
が
ギ
リ
シ
ア
語
だ
っ
た
か

ら
で
す
。
新
約
聖
書
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
世
界
な
の
で
す
。

一
九
節
に
は
、「
マ
リ
ア
は
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
す
べ
て
心
に
納
め
て
、
思
い
巡
ら
し
て
い
た
」
と
記
さ
れ
て
い
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ま
す
。
こ
の
言
葉
は
一
章
三
七
節
に
出
て
く
る
マ
リ
ア
の
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。
マ
リ
ア
は
「
わ
た
し
は

主
の
は
し
た
め
で
す
。
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
羊
飼
い
た
ち
の
驚

き
と
喜
び
と
讃
美
に
満
ち
た
激
し
い
動
き
と
、
マ
リ
ア
の
動
こ
う
に
も
動
け
な
い
静
け
さ
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
出

来
事
に
対
す
る
二
つ
の
対
照
的
な
態
度
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
で
は
後
半
の
話
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
す
で
に
気
づ
か
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
イ
エ
ス
の
誕
生
物
語
に
は
、
二
人
の

「
全
世
界
の
救
い
主
」
が
登
場
し
ま
す
。
そ
し
て
二
人
と
も
「
平
和
の
君
」
と
仰
が
れ
て
い
ま
す
。
一
方
は
、
政
治

の
力
に
よ
り
、
軍
備
の
力
に
よ
り
、
経
済
の
力
に
よ
り
、
敵
を
打
ち
破
り
、「
平
和
」
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
人
物

で
す
。
し
か
し
こ
の
ロ
ー
マ
帝
国
も
、
や
が
て
他
の
軍
事
力
、
つ
ま
り
も
っ
と
強
い
敵
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
歴
史
は
、
い
か
な
る
帝
国
も
、
文
明
も
、
永
遠
に
続
か
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。

他
方
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
場
所
は
、
宮
殿
で
も
、
旅
先
の
宿
屋
で
も
な
く
、
家
畜
小
屋
で
し
た
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
両
親
が
望
ん
だ
こ
と
で
も
、
ま
た
偶
然
の
出
来
事
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
マ
リ
ア
は
そ
れ

を
神
の
意
志
と
受
け
と
め
ま
し
た
。
意
外
な
こ
と
に
、
神
は
、
最
愛
の
御
子
の
誕
生
の
場
と
し
て
、
家
畜
小
屋
の

飼
い
葉
桶
を
選
ん
だ
の
で
す
。

こ
の
出
来
事
は
、
神
は
、
私
た
ち
の
求
め
る
豊
か
さ
の
中
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
貧
し
さ
の
中
に
お
ら
れ
る
こ
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と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
ど
こ
に
お
ら
れ
る
の
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、「
神
は
権
力
や
富
の
中

に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
小
さ
く
弱
き
者
の
中
に
、
貧
し
き
者
の
中
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
の
が
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
で
す
。
救
い
主
イ
エ
ス
は
飼
い
葉
桶
の
中
に
生
ま
れ
、
天
使
に
よ
る
そ
の
救
い
の
知
ら
せ
は
、
ま
ず
辺
境
で
働

く
羊
飼
い
た
ち
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
神
は
弱
く
貧
し
い
者
の
う
ち
に
現
れ
る
の
で
す
。

成
長
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
こ
の
神
の
意
志
に
従
っ
て
、
力
に
よ
る
平
和
で
は
な
く
、
病
む
者
、
苦
し
む
者
、

貧
し
き
者
、
社
会
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
者
、
弱
い
立
場
に
あ
る
者
に
寄
り
添
う
生
き
方
に
よ
り
、
神
の
国
に
備
え

よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
愛
に
生
き
る
平
和
へ
の
道
で
す
。
イ
エ
ス
の
生
き
方
と
教
え
は
「
あ
な
た
の
敵
を

愛
せ
よ
」
と
い
う
彼
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
敵
を
愛
す
る
と
き
、
真
の
「
平
和
」
が
訪
れ
ま
す
。
真
の
絆

が
回
復
さ
れ
ま
す
。
天
使
の
「
神
に
栄
光
、
地
に
平
和
」
と
の
讃
美
の
歌
声
は
、
す
で
に
こ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
生
涯
を
予
告
し
て
い
ま
し
た
。「
栄
光
」
と
は
、
神
が
こ
の
世
に
現
れ
る
さ
ま
を
表
し
て
お
り
、
私
た
ち
の
思

い
と
は
反
対
に
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
栄
光
の
光
は
貧
し
い
姿
を
と
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
平
和
を
も
た
ら
す
た
め

で
す
。
こ
の
平
和
は
、
人
と
人
の
間
の
平
和
だ
け
で
な
く
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
神
と
ひ
と
の
間
の
平
和
を
意
味
し

て
い
ま
す
。

し
か
し
誰
も
が
知
る
通
り
、
こ
の
生
き
方
は
、
決
し
て
簡
単
に
実
行
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
ぬ
覚

悟
が
な
け
れ
ば
不
可
能
な
道
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
こ
の
「
敵
を
愛
す
る
」
生
き
方
を
貫
い
た
結
果
、
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十
字
架
に
か
け
ら
れ
、
そ
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。
し
か
し
神
は
こ
の
生
涯
を
よ
し
と
さ
れ
、
彼
を
復
活
さ
せ
ま

し
た
。
こ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
が
誕
生
し
ま
す
。

ク
リ
ス
マ
ス
、
そ
れ
は
天
使
の
歌
声
に
合
わ
せ
て
「
神
に
栄
光
、
地
に
平
和
」
と
祈
り
、
愛
に
生
き
る
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
思
い
起
こ
し
、
平
和
の
実
現
に
向
か
っ
て
、
一
歩
踏
み
出
す
勇
気
が
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
再
確
認
す
る
と
き
で
す
。
イ
エ
ス
が
そ
の
与
え
ら
れ
た
生
を
神
の
意
志
に
従
っ
て
捧
げ
よ
う
と
し
た
よ
う

に
、
私
た
ち
も
与
え
ら
れ
た
人
生
を
感
謝
し
、
育
み
、
こ
の
預
か
っ
た
命
を
神
様
に
お
返
し
す
る
と
き
ま
で
、
愛

の
人
に
な
ろ
う
と
改
め
て
決
意
す
る
と
き
で
す
。

ク
リ
ス
マ
ス
の
今
日
、
貧
し
き
私
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
共
に
、
彼
が
そ
の
生
涯
を
か
け

て
実
現
さ
れ
た
愛
の
優
し
さ
に
包
ま
れ
つ
つ
、
こ
の
場
を
去
り
、
家
に
帰
り
、
改
め
て
マ
リ
ア
の
よ
う
に
「
こ
れ

ら
の
出
来
事
を
す
べ
て
心
に
納
め
て
、
思
い
め
ぐ
ら
し
て
」
み
ま
し
ょ
う
。
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「
幸
い
」

経
営
学
部
教
授　

保　

坂　

和　

男

教
会
に
来
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
て
、
世
界
で
は
飢
餓
で
苦
し
ん
で
い
る
子
供
達
が
多
い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、
飢
餓
で
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
に
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
い
う
運
動
の
会
員
に
な
り
、
気
持
ち
だ
け
で

す
が
飢
餓
で
苦
し
む
子
供
達
を
思
い
、
祈
り
の
中
で
覚
え
続
け
て
い
ま
す
。
今
朝
、
読
ん
だ
聖
書
の
箇
所
、
マ
タ
イ

に
よ
る
福
音
書
五
章
三
節
の
見
出
し
に
は
「
幸
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
三
節
で
「
心
の
貧
し
い
人
々
は
、
幸
い

で
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。「
心
の
貧
し
い
」
人
の
意
味
で
す
が
、
心
に
悩
み
が
あ
り
苦
し
ん
で
い
る
人
は
幸
い
で
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
天
国
は
そ
の
人
た
ち
の
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
経
済
的

に
精
神
的
に
苦
し
ん
で
い
る
人
ほ
ど
、
神
を
求
め
、
祈
る
こ
と
が
多
く
、
天
の
国
を
切
望
す
る
で
し
ょ
う
。
苦
し
み
、

悩
み
を
抱
え
る
人
ほ
ど
、
神
を
求
め
、
祈
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
、
神
を
思
い
、
慰
め
ら
れ
る
筈
で
す
。
悩
み
や
苦
し

み
で
困
難
に
あ
る
人
に
と
っ
て
、
こ
の
み
言
葉
は
、
慰
め
と
な
っ
た
筈
で
す
。
四
節
で
も
同
じ
よ
う
に
、
こ
う
言
い

ま
す
。「
悲
し
む
人
々
は
、
幸
い
で
あ
る
」。
そ
れ
は
、
神
よ
り
そ
の
人
は
慰
め
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
慰
め
ら
れ
る
人
は
、

楽
し
さ
の
中
に
い
る
人
で
は
な
く
、
悲
し
ん
で
い
る
人
だ
か
ら
こ
そ
、
神
に
よ
り
慰
め
ら
れ
ま
す
。
何
で
悲
し
む
か
、

さ
ま
ざ
ま
で
し
ょ
う
。
親
し
い
人
と
の
別
れ
、
病
気
に
あ
る
人
へ
の
思
い
、
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
等
、
悲
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し
む
こ
と
が
多
い
の
が
現
実
で
す
。
で
も
、
聖
書
は
言
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
悲
し
む
こ
と
が
少
な
い
人
と
比
べ

れ
ば
、
神
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
る
こ
と
が
間
違
い
な
く
多
い
筈
だ
と
思
い
ま
す
。
五
節
で
は
、
柔
和
な
人
は
幸
い
で

あ
る
と
言
い
ま
す
。
柔
和
な
人
と
は
、
辞
書
で
意
味
を
確
か
め
て
み
る
と
、
性
質
・
態
度
が
お
と
な
し
い
人
と
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
柔
和
な
人
は
、
し
た
が
っ
て
、
人
を
思
い
や
り
、
他
人
へ
の
尊
敬
と
謙
遜
を
わ
き
ま
え
て
い
る
人

で
し
ょ
う
。
柔
和
な
人
は
地
を
う
け
つ
ぐ
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
を
う
け
つ
げ
ば
、
神
の
作
ら
れ
た
こ
の
世
界

で
祝
福
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
筈
で
し
ょ
う
。

六
節
で
言
う
「
義
に
飢
え
渇
く
人
」
と
は
、
ど
う
い
う
人
で
し
ょ
う
か
。
義
と
は
、
辞
書
の
意
味
を
調
べ
て
み
る
と
、

物
事
の
理
に
か
な
っ
た
こ
と
、
人
間
の
行
う
べ
き
筋
道
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
義
と
は
、
神
の
前
で
の

正
し
さ
と
言
え
ま
す
。
義
に
飢
え
渇
く
人
は
、
神
の
前
で
の
正
し
さ
に
飢
え
渇
き
、
正
し
さ
を
ひ
た
す
ら
求
め
る
人

と
言
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
は
、そ
れ
が
ゆ
え
に
、神
の
祝
福
に
よ
っ
て
心
満
た
さ
れ
る
筈
で
す
。
七
節
で
言
う
「
憐

れ
み
深
い
人
」
と
は
、
単
に
か
わ
い
そ
う
に
思
う
の
で
は
な
く
、
相
手
の
立
場
で
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
人
で
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
相
手
か
ら
も
憐
れ
み
を
受
け
る
の
で
幸
い
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
八
節
で
は
、
心
の
清
い
人
は

幸
い
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
心
が
清
い
と
は
、
た
だ
純
粋
に
神
を
の
み
考
え
、
濁
り
が
な
く
、
透
き
通
っ
た
状

態
に
あ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
人
は
神
の
み
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
幸
い
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

九
節
で
、
平
和
を
実
現
す
る
人
は
、
幸
い
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
人
は
神
の
子
と
呼
ば
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れ
る
か
ら
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
人
間
の
歴
史
を
見
て
み
れ
ば
、
戦
争
や
紛
争
の
な
か
っ
た
時
は
殆
ど
な
い
こ
と
を

知
り
ま
す
。
十
節
で
は
、
義
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
る
人
々
は
、
幸
い
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
義
と
は
、
物
事
の

理
に
か
な
っ
た
こ
と
、
人
間
の
行
う
べ
き
筋
道
で
す
。
こ
こ
で
は
、
神
の
前
で
の
正
し
さ
が
ゆ
え
に
迫
害
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
幸
い
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
法
律
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
が
専
門
の
宮
田
光
雄
先
生
が
書
か
れ
た
「
い
ま
人
間
で
あ
る
こ
と
」（
岩

波
書
店
）
と
い
う
小
冊
子
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
の
冒
頭
で
グ
リ
ム
童
話
の
中
の
「
幸
せ
な
ハ
ン
ス
」
と
い
う
物
語

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
話
の
あ
ら
す
じ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
奉
公
し
て
き
た
ハ
ン
ス
が
、
郷
里
の
母
の

と
こ
ろ
に
帰
る
の
で
「
頭
ほ
ど
も
あ
る
大
き
な
金
の
か
た
ま
り
」
を
給
金
と
し
て
貰
い
ま
す
。
そ
れ
を
肩
に
担
い
だ

ハ
ン
ス
は
、
重
く
て
足
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
歩
い
て
い
き
ま
す
。
そ
の
と
き
馬
に
乗
っ
た
人
に
出
会
い
、
金
の
か
た

ま
り
を
馬
と
取
り
換
え
て
貰
い
ま
す
。
ハ
ン
ス
は
、
駆
け
出
し
た
馬
か
ら
投
げ
出
さ
れ
て
、
溝
の
中
に
こ
ろ
げ
落
ち

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
と
き
牝
牛
を
追
っ
て
き
た
農
民
に
出
会
い
、
馬
を
牛
と
取
り
換
え
て
貰
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が

牛
が
ハ
ン
ス
の
頭
を
蹴
と
ば
し
、
彼
は
気
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
子
ブ
タ
を
手
押
し
車
に
乗
せ
た
肉
屋
が
通
り
か

か
り
ま
す
。
肉
屋
は
、
牛
と
子
ブ
タ
と
を
取
り
換
え
て
く
れ
ま
す
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
白
い
ガ
チ
ョ
ウ
を
抱
え
た

若
者
と
道
連
れ
に
な
り
ブ
タ
と
ガ
チ
ョ
ウ
と
交
換
し
て
貰
い
ま
す
。
最
後
の
村
を
通
っ
て
い
る
と
、
手
押
し
車
を
お

し
た
鋏
研
ぎ
屋
に
出
会
い
ま
す
。
ハ
ン
ス
は
ガ
チ
ョ
ウ
を
手
渡
し
、
代
わ
り
に
砥
石
を
う
け
と
り
、
お
ま
け
と
し
て
、
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道
端
に
あ
っ
た
重
い
石
ま
で
渡
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
話
の
は
じ
め
の
頭
ほ
ど
あ
る
金
の
か
た
ま
り
は
、
二
つ
の
石

と
し
て
ハ
ン
ス
の
も
と
に
返
っ
て
き
ま
す
。
ハ
ン
ス
は
「
心
か
ら
満
足
し
て
」
最
後
の
帰
途
に
つ
き
ま
す
が
、
水
を

飲
も
う
と
身
を
か
が
め
た
と
き
、石
は
二
つ
と
も
泉
の
中
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
ハ
ン
ス
は
大
声
で
言
い
ま
す
。「
俺

ぐ
ら
い
運
の
い
い
人
間
は
、
天
下
に
二
人
と
あ
る
ま
い
」。
心
も
う
き
う
き
と
し
て
、
ハ
ン
ス
は
故
郷
の
お
母
さ
ん
の

と
こ
ろ
に
帰
り
ま
し
た
。

以
上
が
「
幸
せ
な
ハ
ン
ス
」
の
物
語
の
あ
ら
す
じ
で
す
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
ハ
ン
ス
が
と
て
も
幸
せ
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
頭
ほ
ど
の
大
き
な
金
の
塊
で
す
か
ら
、
金
額
的
に
は
相
当
高
額
な
も
の
だ
っ
た
筈
で
す
。
最

後
に
は
二
つ
の
石
を
も
落
と
し
て
し
ま
い
、
金
額
的
に
は
無
価
値
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
、
ハ
ン
ス
は
、
自

分
ほ
ど
幸
せ
な
も
の
は
い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
愚
か
な
こ
と
よ
と
思
う
読
み
方
が
正
し
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
実
は
、
愚
か
な
こ
と
よ
と
思
う
見
方
の
根
底
に
は
、
別
の
考
え
方
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
の
世
に
生

ま
れ
た
か
ら
に
は
人
以
上
に
苦
労
を
し
、
競
争
に
打
ち
勝
ち
、
人
よ
り
も
富
を
獲
得
し
、
豊
か
な
暮
ら
し
を
す
る
こ

と
が
幸
い
だ
と
思
う
考
え
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
は
、
今
、
こ
の
現
代
に
お
い
て
生
き
て
い
ま
す
。
宮
田
先
生
は
、
こ
の
小
冊
子
の
最
後
で
こ
の
よ
う
に
言
っ

て
い
ま
す
。「
他
人
よ
り
多
く
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
幸
せ
を
求
め
る
生
き
方
は
、
い
つ
ま
で
も
相
対
的
な
窮
乏
感
を
募

ら
せ
る
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。・
・
・
本
当
の
人
間
ら
し
さ
と
は
何
か
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
と
は
何
か
、
そ
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も
そ
も
『
生
き
る
意
味
』
は
、
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
、
あ
ら
た
め
て
、
原
点
に
立
ち
帰
っ
て
考
え
直
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
結
ん
で
い
ま
す
。
最
初
に
世
界
で
は
飢
餓
で
苦
し

ん
で
い
る
こ
ど
も
達
が
多
い
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
富
め
る
人
々
の
無
関
心
が
飢
餓
の
問
題
を
難
し
く
し
て
い
る
こ

と
を
思
い
ま
す
。
今
、
あ
ら
た
め
て
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
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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主
に
信
頼
す
る
勇
気　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
営
学
部
教
授　

松　

村　

尚　

彦

　

箴
言
第
三
章
五
〜
六
節

  

5
心こ
こ
ろを
尽つ

く
し
て
主し
ゅ

に
信し
ん

頼ら
い

し
、
自じ

分ぶ
ん

の
分ぶ
ん

別べ
つ

に
は
頼た
よ

ら
ず

 

6
常つ
ね

に
主し
ゅ

を
覚お
ぼ

え
て
あ
な
た
の
道み
ち

を
歩あ
る

け
。

そ
う
す
れ
ば

主し
ゅ

は
あ
な
た
の
道み
ち

筋す
じ

を
ま
っ
す
ぐ
に
し
て
く
だ
さ
る
。

大
学
生
活
が
は
じ
ま
っ
て
四
ヶ
月
が
た
ち
ま
し
た
が
、
み
な
さ
ん
は
ど
ん
な
大
学
生
活
を
送
っ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
？
高
校
時
代
に
思
っ
て
い
た
大
学
生
の
自
分
と
、
今
の
自
分
は
大
分
違
い
ま
す
か
？
そ
れ
と
も
思
っ
て
い
た
と
お

り
の
自
分
で
し
ょ
う
か
？

こ
こ
で
少
し
唐
突
で
す
が
、
皆
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
起
業
家
を
三
人
挙
げ
て
く
だ
さ
い
と

い
っ
た
ら
、誰
の
名
前
を
挙
げ
る
で
し
ょ
う
か
？
も
し
名
前
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、会
社
名
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ

と
心
の
な
か
で
思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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ど
う
で
し
ょ
う
か
？
私
が
挙
げ
た
三
人
は
、

　

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
ビ
ル
ゲ
イ
ツ
氏

　

ア
ッ
プ
ル
社
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏

　

FaceBook
社
の
マ
ー
ク
・
ザ
ッ
カ
ー
バ
ー
グ
氏

で
す
。

実
は
、
こ
の
三
人
に
は
あ
る
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
こ
の
三
人
は
全
員
が
二
〇
代
に
ビ
ジ
ネ
ス
で
成
功

し
て
億
万
長
者
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
共
通
点
は
、
大
学
を
途
中
で
中
退
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

も
ち
ろ
ん
私
は
億
万
長
者
に
な
る
こ
と
が
良
い
こ
と
だ
と
言
い
た
い
訳
で
も
、
大
学
中
退
を
奨
め
て
い
る
訳
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
て
、
他
の
こ
と
を
捨
て
て
ま
で
そ
れ
に
取
り
組
む
と
い
う
三

人
に
共
通
す
る
姿
勢
は
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
「
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
る
」
と
い
う

の
が
、
本
当
に
難
し
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
私
自
身
も
若
い
頃
散
々
悩
ん
だ
こ
と
で
す
し
、
今
も
そ
の
悩
み
が
解
消

さ
れ
た
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
皆
さ
ん
も
よ
く
知
っ
て
い
る
ア
ッ
プ
ル
社
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
の

や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た
の
か
。
そ
こ
に
興
味
を
感
じ
て
、
少
し
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
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私
自
身
と
て
も
驚
い
た
ん
で
す
が
、
実
は
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
も
最
初
か
ら
や
り
た
い
こ
と
が
決
ま
っ
て
い

た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

彼
は
大
学
に
入
る
に
は
入
っ
た
の
で
す
が
、
自
分
の
人
生
の
中
で
何
を
や
り
た
い
の
か
が
分
か
ら
な
い
で
、
大
分

悩
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
た
っ
た
六
ヶ
月
で
大
学
を
中
退
し
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
中
退
す
る
の
は
本
当
に

怖
か
っ
た
そ
う
で
す
。
世
間
的
に
は
大
学
を
卒
業
し
て
一
定
の
社
会
的
地
位
を
得
ら
れ
る
道
を
捨
て
た
訳
で
す
し
、

か
と
い
っ
て
彼
の
将
来
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
は
何
も
無
い
わ
け
で
す
か
ら
。
で
も
不
思
議
な
こ
と
に
彼
は
、
何

の
根
拠
も
な
い
の
に
、
心
の
ど
こ
か
で
、
自
分
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
全
て
う
ま
く
い
く
道
だ
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き

た
そ
う
で
す
。

た
だ
実
際
の
生
活
は
悲
惨
で
し
た
。
夜
寝
る
と
こ
ろ
も
な
い
の
で
、
友
達
の
部
屋
の
床
に
寝
泊
り
さ
せ
て
も
ら
っ

て
た
り
、
食
費
の
た
め
に
コ
ー
ラ
瓶
を
店
に
返
し
て
五
セ
ン
ト
集
め
た
り
、
教
会
や
寺
院
で
貧
困
者
向
け
に
提
供
し

て
い
る
食
事
を
食
べ
に
七
マ
イ
ル
の
道
を
歩
い
た
り
し
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
こ
う
し
た
自
分
の
興
味
と
直
感
だ
け

に
従
う
体
験
が
、
あ
と
に
な
っ
て
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く

の
で
す
。
ひ
と
つ
具
体
的
な
話
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

彼
は
大
学
を
中
退
し
た
あ
と
も
、
好
き
な
授
業
に
も
ぐ
り
で
聴
講
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
彼
の
お
気
に
入

り
の
授
業
の
ひ
と
つ
に
文
字
の
装
飾
に
関
す
る
授
業
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
色
々
な
形
で
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装
飾
し
た
り
、
文
字
の
間
隔
を
調
整
し
て
美
し
く
見
せ
た
り
す
る
ス
キ
ル
を
学
ん
だ
の
で
す
が
、
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
は
、

そ
の
文
字
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
て
夢
中
に
な
っ
て
文
字
の
装
飾
を
学
び
続
け
ま
し
た
。
で
も
そ
の
時
に
は
そ
れ
が

何
の
役
に
立
つ
か
は
全
く
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
十
年
後
、
彼
は
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
が
全
盛
時
代
の
パ
ソ
コ
ン
業
界
に
、
全
く
新
し
い
パ
ソ
コ
ン
で
あ
る

マ
ッ
ク
を
作
り
出
し
、
世
に
送
り
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
世
間
は
そ
の
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し
い
パ
ソ

コ
ン
を
驚
き
を
持
っ
て
迎
え
ま
し
た
。
美
し
い
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
、マ
ウ
ス
に
よ
る
操
作
、そ
し
て
何
よ
り
も
人
々
が
マ
ッ

ク
に
魅
了
さ
れ
た
の
は
、
単
調
な
文
字
ば
か
り
で
あ
っ
た
パ
ソ
コ
ン
の
文
章
を
美
し
く
蘇
ら
せ
た
マ
ッ
ク
の
文
字
フ
ォ

ン
ト
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
う
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
が
、
も
し
あ
の
時
に
、
文
字
装
飾
の
授
業
に
潜
り
込
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
そ
の

美
し
さ
に
惹
か
れ
て
、
文
字
装
飾
の
ス
キ
ル
を
習
得
す
る
こ
と
に
夢
中
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
マ
ッ
ク
の
成
功
も
、
そ

し
て
今
使
っ
て
い
る
私
た
ち
の
パ
ソ
コ
ン
の
美
し
い
文
字
フ
ォ
ン
ト
も
存
在
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
は
本
当
に
偶
然
の
結
び
つ
き
で
し
た
。
で
も
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
に
と
っ
て
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
を
超
え

た
経
験
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
？
し
ば
ら
く
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
の
言
葉
を
一
緒
に
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
も
ち
ろ
ん
大
学
に
い
た
頃
の
私
は
、
予
め
未
来
を
見
据
え
て
点
と
点
を
つ
な
げ
よ
う
と
し
て
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
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せ
ん
。
た
だ
後
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
あ
の
時
や
っ
て
い
た
こ
と
が
今
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
だ
け
で
す
。」

「
で
も
歩
む
道
の
ど
こ
か
で
点
と
点
が
つ
な
が
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
人
と
違
う
道
を
歩
ん
で
い
て
も
、

自
分
の
内
な
る
声
に
従
い
続
け
れ
て
い
れ
ば
、
全
て
が
変
わ
る
。
そ
う
信
じ
て
い
た
の
で
す
。」

「
だ
か
ら
私
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
自
分
の
内
な
る
声
が
、
様
々
な
雑
音
に
打
ち
消
さ
れ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
で
し
た
。
自
分
の
内
な
る
声
こ
そ
が
、
私
た
ち
が
本
当
に
望
ん
で
い
る
も
の
を
知
っ
て
い
る
の
で
す
。」

こ
の
よ
う
に
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
は
、
も
し
私
た
ち
が
良
い
人
生
を
歩
み
た
い
と
思
え
ば
、
勇
気
を
持
っ
て
自
分
の
内
な

る
声
に
信
頼
し
な
さ
い
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
誰
に
も
未
来
の
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
自
分
の
内
な
る
声

に
信
頼
し
て
行
動
し
つ
づ
け
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
好
ま
し
い
偶
然
を
引
き
寄
せ
る
力
と
な
っ
て
、
点
と
点
が
つ
な
が
っ

て
い
く
と
言
う
の
で
す
。

私
自
身
は
、
も
う
中
年
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
も
う
一
度
新
し
い
未
来
が
開
け
た
よ
う
な
、

希
望
に
満
ち
た
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
、
も
し
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
が
分
か
ら
な
い
で
悩
む
よ
う
な
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こ
と
が
あ
っ
た
ら
、「
自
分
の
内
な
る
声
に
信
頼
し
行
動
し
続
け
る
」
と
い
う
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

ま
た
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
の
言
葉
は
、
私
た
ち
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
と
っ
て
は
、
冒
頭
で
お
読
み
し
た
箴
言
の
言
葉
を
思
い

出
さ
せ
ま
す
。
も
う
一
度
こ
こ
で
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

「
心
を
尽
く
し
て
主
に
信
頼
し
、
自
分
の
分
別
に
は
頼
ら
ず

常
に
主
を
覚
え
て
あ
な
た
の
道
を
歩
け
。

そ
う
す
れ
ば

主
は
あ
な
た
の
道
筋
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
て
く
だ
さ
る
。」

自
分
の
分
別
に
頼
ら
ず
、
主
に
信
頼
し
て
歩
む
勇
気
を
持
て
ば
、
私
た
ち
が
本
当
に
望
ん
で
い
る
も
の
を
知
り
、

そ
れ
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
聖
書
は
そ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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「
天
に
積
む
富
」

法
学
部
准
教
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19
「
あ
な
た
が
た
は
地ち

上じ
ょ
うに
富と
み

を
積つ

ん
で
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
虫む
し

が
食く

っ
た
り
、
さ
び
付つ

い
た
り

す
る
し
、
ま
た
、
盗ぬ
す

人び
と

が
忍し
の

び
込こ

ん
で
盗ぬ
す

み
出だ

し
た
り
す
る
。 

20
富と
み

は
、
天て
ん

に
積つ

み
な
さ
い
。
そ
こ
で
は
、

虫む
し

が
食く

う
こ
と
も
、
さ
び
付つ

く
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
盗ぬ
す

人び
と

が
忍し
の

び
込こ

む
こ
と
も
盗ぬ
す

み
出だ

す
こ
と
も
な
い
。 

21
あ
な
た
の
富と
み

の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
あ
な
た
の
心
こ
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
。

22
体か
ら
だの
と
も
し
火び

は
目め

で
あ
る
。
目め

が
澄す

ん
で
い
れ
ば
、あ
な
た
の
全ぜ
ん

身し
ん

が
明あ
か

る
い
が
、 

23
濁に
ご

っ
て
い
れ
ば
、

全ぜ
ん

身し
ん

が
暗く
ら

い
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
中な
か

に
あ
る
光
ひ
か
り
が
消き

え
れ
ば
、
そ
の
暗く
ら

さ
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。」

み
な
さ
ん
は
、
こ
の
聖
句
を
聴
い
て
、
こ
こ
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
何
と
な
く
わ
か
る
し
、
そ
の
と

お
り
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
何
か
釈
然
と
し
な
い
も

の
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
、
た
と
え
ば
虫
が
つ
く
と
か
、
錆
の
出
る
心
配
が
な
い
金
の
延

べ
棒
で
も
っ
て
こ
の
地
上
に
富
を
積
む
こ
と
と
し
て
も
、
そ
れ
を
盗
人
に
盗
ま
れ
る
危
険
は
避
け
よ
う
が
あ
り
ま
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せ
ん
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
地
上
に
富
を
積
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
や
は
り
、
だ
れ
も
が
そ
の
時
々
を
幸
せ
な
思
い
で
過
ご
す
た
め
に
必
要
な
富
は
、
虫
が
つ
い
た
り
錆

つ
い
た
り
盗
ま
れ
た
り
す
る
危
険
を
冒
し
て
で
も
、
積
み
立
て
た
い
と
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
旅
行
に

行
っ
た
り
、
欲
し
い
商
品
を
購
入
し
た
り
す
る
た
め
に
富
を
少
し
ず
つ
積
み
立
て
て
い
く
、
そ
う
す
る
こ
と
を
誰

も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
聖
書
は
、
こ
の
地
上
に
富
を
積
ん
で
は
な
ら
な
い
、

富
は
、
天
に
積
み
な
さ
い
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
天
に
ど
う
や
っ
て
富
を
積
む
と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
。
仮
に
天
に
積
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
に
め
さ
れ
た
と
き
、
楽
天
の
生
活
が
保
証
さ
れ
る
と
い

う
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
現
世
の
物
質
的
な
富
に
着
目
し
て
、
聖
書
の
御
言
葉
を
聴
く
と
、
ど
う
し
て

も
矛
盾
と
戸
惑
い
の
淵
に
た
ど
り
着
い
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
聖
書
に
言
う
富
と
は
、
い
ま
の
べ
た
物
質
的
な
富
と
は
異
な
る
意
味
合
い
を
も
つ
の
で
は
な
い

か
と
少
し
考
え
て
み
る
必
要
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

あ
る
書
物
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
、
人
に
見
せ
る
た
め
の
行
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
善
行
、
善
い
行
い
で
あ
っ
て
も
所
詮

地
上
の
富
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
分
の
業
績
を
他
人
の
評
価
に
ま
か
せ
る
生
き
方
で
あ
り
、
他
人
の
評
価
の
た
め
の

生
活
を
営
む
こ
と
に
な
る
。
人
の
評
価
は
不
安
定
で
あ
る
し
、
時
と
と
も
に
忘
れ
去
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
も
っ
と
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優
れ
た
業
績
を
あ
げ
る
者
に
よ
っ
て
、
彼
の
過
去
は
に
わ
か
に
色
あ
せ
る
。
で
あ
る
か
ら
人
は
善
行
に
あ
た
っ
て
、

そ
れ
を
他
人
に
見
せ
る
こ
と
を
心
が
け
ず
、
む
し
ろ
隠
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
神
か
ら
の
報
い
を
受
け
る
と
い
う
、

天
上
の
富
を
こ
そ
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
聖
書
の
個
所
は
、
か
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
だ
と
説
か
れ
て
い

ま
し
た
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
天
に
富
を
積
む
こ
と
と
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
き
ほ
ど
、
私
は
旅
行
に
行
く
た
め
に
、
あ
る
い
は
欲
し
い
商
品
を
購
入
す
る
た
め
に
富
を
蓄
積
す
る
こ
と
は

誰
も
否
定
で
き
な
い
は
ず
だ
と
申
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
お
金
を
か
け
て
旅
行
に
行
っ
て
も
、
そ
の
思
い

出
が
す
ば
ら
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
く
、
い
く
ら
高
価
な
物
を
買
っ
て
も
そ
れ
を
使
い
こ
な
せ
な
け
れ

ば
無
駄
遣
い
の
感
を
否
め
ま
せ
ん
。
旅
行
を
有
意
義
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
事
前
の
下
調
べ
や
行
動

計
画
を
十
全
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
商
品
を
買
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
地
味
で
成
果
の
見
え
に
く
い

陰
な
が
ら
の
努
力
を
や
り
お
お
せ
て
こ
そ
、
真
の
達
成
感
が
得
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
達

成
感
と
い
う
も
の
は
、
目
標
そ
の
も
の
が
達
成
で
き
な
く
て
も
、
不
思
議
と
得
ら
れ
た
感
じ
が
す
る
も
の
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
の
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
旅
行
前
の
計
画
や
下
調
べ
、
買
っ
た

商
品
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
準
備
と
い
っ
た
努
力
そ
れ
自
体
が
自
己
を
成
長
さ
せ
る
役
割
を
果
た
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し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
も
、
そ
の
成
長
は
、
間
違
い
な
く
こ
れ
ま
で
以
上
に
人
の
役
に
立
つ

人
物
に
な
る
こ
と
を
後
押
し
す
る
は
ず
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
壁
に
ぶ
ち
当
た
っ
て
で
も
何
と
か
や
り
お
お
せ
よ
う

と
す
る
踏
ん
張
り
は
、
自
分
の
た
め
の
み
な
ら
ず
人
の
た
め
に
も
な
る
と
思
え
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
生
ま
れ
こ

な
い
し
、
持
続
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
努
力
が
い
ず
れ
人
の
役
に
立
つ
と
確
信
で
き
る
と

き
に
、
苦
し
み
の
中
か
ら
喜
び
や
希
望
を
も
て
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
真
の
達
成
感
は
、
人
か
ら
の
評
価
を
得
た
い
と
い
う
思
い
が
先
行
す
る
と
、
つ
い
つ
い
見
失
い
が

ち
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
思
い
で
い
る
と
、
目
に
見
え
る
成
果
の
取
り
繕
い
ば
か
り
に
追

わ
れ
て
精
神
的
に
も
追
い
込
ま
れ
て
い
く
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
な
目
標
は
達
成
さ
れ
、

地
上
の
富
は
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
無
理
を
し
て
天
に
富
を
積
む
こ
と

は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

地
味
で
成
果
の
見
え
に
く
い
陰
な
が
ら
の
努
力
、
裏
表
の
な
い
実
直
な
努
力
を
お
し
み
な
く
す
る
先
に
は
、
人

の
評
価
を
こ
え
た
も
っ
と
大
切
な
も
の
が
あ
る
。
そ
う
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
分
か
れ
目
だ
と
思
い

ま
す
。
見
た
目
の
成
果
で
は
な
く
真
の
達
成
感
を
得
る
こ
と
こ
そ
が
、
天
に
富
を
積
む
こ
と
に
通
じ
る
の
で
は
な

い
か
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
ナ
ロ
ー
パ
ス
を
通
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
の
み
が
朽
ち
な
い
普
遍

的
な
価
値
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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あ
る
企
業
の
採
用
担
当
者
が
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

学
生
時
代
に
、
何
か
一
つ
の
こ
と
、
そ
れ
は
人
か
ら
評
価
さ
れ
る
結
果
が
出
せ
た
か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
よ
い
、

た
と
え
趣
味
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
と
に
か
く
何
か
一
つ
の
こ
と
を
や
り
お
お
せ
た
と
言
い
切
れ
る
学
生
は

強
い
、
目
に
力
が
あ
る
、
そ
う
い
う
明
る
い
人
物
を
採
用
し
た
い
、
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

お
祈
り
を
い
た
し
ま
す—
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「
一
粒
の
麦
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
学
部
教
授　

星　

宮　
　
　

務

　

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
、
第
一
二
章
二
三
〜
二
五
節

  

23
イ
エ
ス
は
こ
う
お
答こ
た

え
に
な
っ
た
。「
人ひ
と

の
子こ

が
栄え
い

光こ
う

を
受う

け
る
時と
き

が
来き

た
。24
は
っ
き
り
言い

っ
て
お
く
。

一ひ
と

粒つ
ぶ

の
麦む
ぎ

は
、
地ち

に
落お

ち
て
死し

な
な
け
れ
ば
、
一ひ
と

粒つ
ぶ

の
ま
ま
で
あ
る
。
だ
が
、
死し

ね
ば
、
多お
お

く
の
実み

を
結む
す

ぶ
。

25
自じ

分ぶ
ん

の
命
い
の
ち
を
愛あ
い

す
る
者も
の

は
、
そ
れ
を
失
う
し
な
う
が
、
こ
の
世よ

で
自じ

分ぶ
ん

の
命
い
の
ち
を
憎に
く

む
人ひ
と

は
、
そ
れ
を
保た
も

っ
て
永え
い

遠え
ん

の
命
い
の
ち
に
至い
た

る
。

皆
さ
ん
は
「
一
粒
の
麦
」
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？
み
な
さ
ん
ご
存
知
の
現

代
の
生
物
学
に
よ
れ
ば
、
一
粒
の
麦
の
種
子
の
中
に
はD

N
A

と
言
う
遺
伝
子
が
あ
っ
て
、
そ
の
性
質
が
子
供
や
孫
の

代
に
ま
で
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
る
事
が
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
麦
の
一
粒
が
食
べ
ら
れ
な
い
で
蒔
か
れ
た
の
な

ら
ば
、
実
っ
て
実
を
つ
け
る
の
は
当
た
り
前
だ
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
、「
一
人
の
人
が
自
己
犠
牲
を
し
て
、
そ
の
こ
と
が
周
り
の
人
間
を
大
き
く
変
え
、
そ
の
輪

が
広
が
っ
て
ゆ
く
」
と
い
う
意
味
で
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
日
お
読
み
し
ま
し
た
聖
書
の
箇
所
も
、「
十
字
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架
に
か
か
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
精
神
が
人
々
の
心
を
変
え
、
出
会
っ
た
人
々
の
心
の
中
に
い

つ
ま
で
も
残
っ
て
、
イ
エ
ス
の
教
え
が
そ
れ
以
後
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
、
こ
の
言
葉
が
対

応
し
て
い
る
、
と
理
解
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。

ま
た
、
こ
の
一
節
は
、
世
界
中
の
方
々
に
多
く
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
ロ
シ
ア
の
文
豪
で
あ

る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
そ
の
代
表
作
で
あ
る
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」
の
表
題
の
裏
に
、
こ
の
言
葉
を
引
用

し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
一
人
の
人
が
亡
く
な
っ
た
代
わ
り
に
、
そ
の
方
の
思
い
出
が
い
つ
ま
で
も
受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
、
世
の

中
で
は
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
私
が
見
聞
き
し
た
こ
と
を
一
つ
の
例
と
し
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
私
が
高
校
一
年
生
の
前
期
試
験
の
時
の
事
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
世
界
史
の
勉
強
を
し
て
い
た
私
は
、
親
し

い
人
に
呼
ば
れ
、
茶
色
に
変
色
し
た
、
世
界
史
の
試
験
問
題
を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
こ
の
よ
う
な
問

題
が
の
っ
て
お
り
ま
し
た
。

問
１　

Ａ
子
さ
ん
と
言
う
若
い
女
性
を
Ｂ
さ
ん
と
Ｃ
さ
ん
の
２
人
の
男
性
が
批
評
し
て
言
い
ま
し
た
。
Ｂ
さ
ん
が
言
う
に
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は
、

　
「
Ａ
子
さ
ん
は
背
が
す
ら
り
と
し
て
長
身
で
、
目
が
パ
ッ
チ
リ
し
て
健
康
的
に
日
焼
け
し
て
い
る
活
発
な
お
嬢
さ

　

ん
で
す
ね
。」

一
方
、
Ｃ
さ
ん
は
同
じ
Ａ
子
さ
ん
を
評
し
て

　
「
Ａ
子
さ
ん
は
背
高
ノ
ッ
ポ
で
、
ど
ん
ぐ
り
眼
（
ま
な
こ
）
で
、
色
が
黒
い
じ
ゃ
じ
ゃ
馬
だ
。」

と
言
い
ま
し
た
。

　

諸
君
た
ち
は
こ
れ
を
ど
う
考
え
ま
す
か
？

問
２

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
青
年
た
ち
に
「
無
知
の
知
」
と
言
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ
た
、
偉
大
な
哲
学
者
だ
、
と
言
う
評
価
と
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
青
年
た
ち
を
惑
わ
す
有
害
な
人
物
だ
、
と
言
う
評
価
の
２
つ
が
あ
る
が
、
諸
君
た
ち
は
上
の
評
価
に

対
し
て
ど
の
様
に
判
断
し
ま
す
か
？

　
以
上
が
高
校
１
年
生
に
対
す
る
世
界
史
の
試
験
問
題
の
一
部
で
し
た
。
問
１
を
解
く
ポ
イ
ン
ト
は
、
Ｂ
さ
ん
と
言

う
男
性
は
Ａ
子
さ
ん
と
言
う
若
い
女
性
に
対
し
て
よ
い
印
象
を
抱
い
て
い
る
が
、
Ｃ
さ
ん
の
方
は
Ｂ
さ
ん
に
対
し
て
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良
い
印
象
を
抱
い
て
い
な
い
、
と
言
う
点
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
全
く
同
じ
現
象
を
見
て
も
正
反
対
の
印
象
を
持
つ
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
、
あ
ま
り
に
も
独
創
的
な
世
界
史
の
問
題
は
、—

こ
の
問
題
を
大
切
に
保
管
し
て
い
た
先
輩
と
同
様—

、

深
く
私
の
心
に
残
り
ま
し
た
。

大
人
に
な
っ
て
、
私
は
歴
史
学
の
先
生
が
た
か
ら
、
上
に
述
べ
た
事
は
歴
史
学
を
専
攻
す
る
学
生
に
と
っ
て
は
、

「
史
料
批
判
」

—

そ
の
史
料
の
著
書
が
対
象
に
対
し
て
ど
の
様
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
か
を
把
握
し
た
上
で
そ
の
史
料
を
読

む
こ
と—

と
言
っ
て
、
歴
史
学
で
は
本
質
的
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
世
界
史
の
問
題
は
、

そ
れ
を
高
校
生
向
け
に
わ
か
り
や
す
く
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
た
。

　

私
は
思
わ
ず
感
動
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
問
題
を
出
題
し
た
世
界
史
の
先
生
が
、

「
高
校
一
年
生
に
そ
ん
な
高
度
な
事
を
教
え
て
も
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
」

と
考
え
れ
ば
、
そ
ん
な
問
題
は
出
題
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
す
。
何
百
人
の
中
に
一
人
で
も
、
二
人
で
も
自
分

が
大
事
に
考
え
て
い
る
事
に
将
来
気
づ
い
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
様
な
、生
徒
に
対
す
る
根
本
的
な
期
待
感
・
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信
頼
感
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
様
な
驚
く
べ
き
独
創
的
な
試
験
問
題
が
出
題
さ
れ
た
の
だ
、
と
私
は
思
い
ま
し
た
。

そ
う
し
て
調
べ
て
い
る
中
に
、
も
っ
と
驚
く
べ
き
事
が
わ
か
っ
て
参
り
ま
し
た
。
実
は
、
そ
の
世
界
史
の
先
生—

永
年
本
学
の
史
学
科
で
西
洋
史
の
教
授
を
さ
れ
て
お
り
、
残
念
な
が
ら
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
O
先
生
と
お
っ
し
ゃ
る

先
生
で
す
が—
、
そ
の
先
生
の
お
話
で
は
、
実
は
そ
の
先
生
が
高
校
生
の
時
に
、
同
様
な
経
験
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

O
先
生
が
中
学
生
の
当
時
、
東
北
学
院
中
学
高
等
学
校
の
校
長
は
月
浦
先
生
と
い
う
方
で
し
た
。
校
長
先
生
の
英

語
の
授
業
の
時
に
、「『
私
は
び
っ
く
り
し
た
』
と
言
う
内
容
を
表
す
英
語
は

　
　
　

“I w
as surprised ”

と
受
動
態
の
形
を
し
て
、
能
動
態
の
表
現
は
な
い
。
こ
れ
を
”
能
動
態
欠
如
動
詞
（deponent verb

）
“
と
呼
ぶ
」

と
、
習
っ
た
そ
う
で
す
。

O
先
生
は
後
に
歴
史
学
の
研
究
者
と
な
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
や
ラ
テ
ン
語
を
学
習
し
た
時
に
初
め
て
こ
の
”
能
動

態
欠
如
動
詞
“
と
言
う
文
法
用
語
に
触
れ
、
高
々
中
学
生
を
教
え
る
の
に
ま
で
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
の
該
博
な
知
識
に

裏
打
ち
さ
れ
た
こ
の
先
生
の
教
育
態
度
に
改
め
て
感
激
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
様
な
体
験
を
校
長
先
生
か
ら
学
ば
れ
た
か
ら
こ
そ
、
O
先
生
ご
自
身
が
、
高
校
生
に
対
し
て—

ま
る
で

時
限
爆
弾
を
セ
ッ
ト
す
る
よ
う
に—

、
将
来
た
っ
た
一
人
で
も
い
い
か
ら
気
づ
い
て
く
れ
る
よ
う
に
、
と
高
度
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な
内
容
を
秘
め
た
教
育
を
さ
れ
た
の
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

教
育
と
は
、
ま
さ
に
人
と
人
と
の
出
会
い
で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
お
二
人
の
先
生
方
の
様
に
、
教
師
が
学
生
諸
君

を
信
頼
で
き
、
ま
た
我
々
教
員
が
学
生
諸
君
か
ら
信
頼
さ
れ
る
よ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
度
の
日
曜
日
か
ら
、
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
を
待
ち
望
む
ア
ド
ベ
ン
ト
（
待
降
祭
）
の
期

間
に
入
り
ま
す
。
神
様
か
ら
私
た
ち
人
間
に
与
え
ら
れ
た
最
大
の
贈
り
物
で
あ
る
、イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
人
々

が
祝
っ
て
お
互
い
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
交
換
す
る
日
が
間
近
い
季
節
に
な
り
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
を
精
神
的
な
ベ
ー
ス
に
持
つ
東
北
学
院
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
で
、
教
師
と
学
生
諸
君
と
の
出
会

い
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
教
育
の
面
で
の
人
格
的
な
出
会
い
が
で
き
る
、
そ
の
様
な
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が

で
き
れ
ば
本
当
に
幸
い
な
こ
と
だ
、
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

祈
り
ま
す
。
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「
お
む
ら
さ
ん
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
学
部
機
械
知
能
工
学
科
准
教
授　　

長　

島　

慎　

二

　

詩
編
二
十
三
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
賛
歌
。
ダ
ビ
デ
の
詩
。

主し
ゅ

は
羊
ひ
つ
じ

飼か

い
、
わ
た
し
に
は
何な
に

も
欠か

け
る
こ
と
が
な
い
。

2
主し
ゅ

は
わ
た
し
を
青あ
お

草く
さ

の
原は
ら

に
休や
す

ま
せ　

憩い
こ

い
の
水み
ず

の
ほ
と
り
に
伴
と
も
な
い

3

魂
た
ま
し
いを
生い

き
返か
え

ら
せ
て
く
だ
さ
る
。　

主し
ゅ

は
御み

名な

に
ふ
さ
わ
し
く　

　
　

わ
た
し
を
正た
だ

し
い
道み
ち

に
導
み
ち
び
か
れ
る
。

4
死し

の
陰か
げ

の
谷た
に

を
行ゆ

く
と
き
も　

　
　

わ
た
し
は
災
わ
ざ
わ
い
を
恐お
そ

れ
な
い
。　

あ
な
た
が
わ
た
し
と
共と
も

に
い
て
く
だ
さ
る
。　
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あ
な
た
の
鞭む
ち

、
あ
な
た
の
杖つ
え　

そ
れ
が
わ
た
し
を
力
ち
か
ら
づ
け
る
。

5
わ
た
し
を
苦く
る

し
め
る
者も
の

を
前ま
え

に
し
て
も　

あ
な
た
は
わ
た
し
に
食
し
ょ
く

卓た
く

を
整
と
と
の
え
て
く
だ
さ
る
。　

わ
た
し
の
頭
あ
た
ま
に
香こ
う

油ゆ

を
注そ
そ

ぎ　

わ
た
し
の
杯
さ
か
ず
きを
溢あ
ふ

れ
さ
せ
て
く
だ
さ
る
。

6
命い
の
ちの
あ
る
限か
ぎ

り　

恵め
ぐ

み
と
慈
い
つ
く
し
み
は
い
つ
も
わ
た
し
を
追お

う
。　

主し
ゅ

の
家い
え

に
わ
た
し
は
帰か
え

り　

生し
ょ
う

涯が
い

、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

ル
ー
テ
ル
教
会
の
最
初
の
宣
教
師
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
折
、
東
北
学
院
の
三
校
祖
の
一
人
、
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
先

生
の
夫
人
ア
ン
ナ
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
が
著
し
た
「O

 M
U

RA SAN

」
と
い
う
書
物
に
出
会
い
ま
し
た
。
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出
版
は
明
治
三
十
八
年
、
出
版
元
は
米
国
改
革
派
教
会
の
海
外
伝
道
局
で
す
。O

 M
U

RA SAN

と
い
う
の
は
、
宮
本

む
ら
と
い
う
女
性
の
愛
称
で
す
。
宮
城
学
院
の
最
初
の
卒
業
生
と
な
っ
た
四
人
の
う
ち
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
方
で
す
。

明
治
五
年
四
月
四
日
に
仙
台
の
宮
本
家
と
い
う
商
家
に
ひ
と
り
の
女
子
が
産
ま
れ
ま
し
た
。
む
ら
と
名
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
お
む
ら
さ
ん
は
二
歳
の
時
に
片
方
の
目
が
炎
症
を
起
こ
し
て
失
明
し
ま
す
。
八
歳
（
明
治
十
三
年
）
に
な
っ

て
学
校
に
通
い
始
め
ま
す
が
、
片
方
の
目
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、「
貞
山
様
」
と
呼
ば
れ
、
い
じ
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
同
じ
年
に
、
押
川
方
義
は
石
巻
で
育
っ
た
吉
田
亀
太
郎
と
共
に
新
潟
か
ら
仙
台
に
伝
道
の
地
を
移
し
ま
す
。
押

川
ら
は
北
三
番
丁
木
町
通
角
屋
敷
を
借
り
て
伝
道
を
始
め
ま
す
が
、
翌
年
に
は
拠
点
を
国
分
町
に
移
し
て
い
ま
す
。

お
む
ら
さ
ん
は
両
親
の
知
ら
な
い
間
に
、
押
川
の
バ
イ
ブ
ル
ク
ラ
ス
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
宮
本
家
の
隣
に
小
平
と
い
う
家
族
が
引
っ
越
し
て
来
ま
す
。
小
平
家
は
押
川
と
吉
田
の
集
会
に
出
席
し

洗
礼
を
受
け
た
よ
う
で
す
が
、
お
む
ら
さ
ん
の
父
に
、
お
む
ら
さ
ん
を
基
督
の
集
会
に
連
れ
て
い
く
こ
と
を
提
案
し

ま
す
。
一
方
、
お
む
ら
さ
ん
の
父
は
、
お
む
ら
さ
ん
が
父
に
読
ん
で
聞
か
せ
た
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
十
四
章
に

心
が
動
か
さ
れ
て
押
川
と
吉
田
の
集
会
に
参
加
す
る
決
心
を
し
ま
す
。
お
む
ら
さ
ん
が
十
三
歳
の
と
き（
明
治
十
八
年
）

に
お
む
ら
さ
ん
と
両
親
は
国
分
町
に
あ
っ
た
小
さ
な
礼
拝
堂
で
洗
礼
を
受
け
た
の
で
し
た
。

そ
の
翌
年
の
こ
と
で
す
。
押
川
ら
は
、
北
六
番
丁
木
町
通
に
一
屋
を
借
り
受
け
、
学
生
を
寄
宿
さ
せ
て
牧
師
養
成

を
始
め
ま
す
。
東
北
学
院
の
始
ま
り
で
す
。
ま
た
、
プ
ル
ボ
ー
、
オ
ー
ル
ト
が
七
月
十
六
日
に
仙
台
に
着
任
し
、
九
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月
二
十
四
日
に
東
二
番
丁
地
田
辺
繁
久
別
邸
に
て
十
名
の
生
徒
で
女
子
の
た
め
の
学
校
を
始
め
ま
す
。
宮
城
学
院
の

開
学
で
す
。
プ
ル
ボ
ー
ら
は
横
浜
か
ら
塩
竈
ま
で
は
船
で
、
仙
台
ま
で
は
馬
車
を
利
用
し
ま
し
た
。
お
む
ら
さ
ん
は

夜
遅
く
に
何
人
か
と
共
に
市
街
地
か
ら
遠
く
迎
え
に
出
ま
し
た
。
お
む
ら
さ
ん
は
、
宮
城
学
院
の
最
初
の
生
徒
と
な

り
ま
し
た
。
二
十
一
歳
の
と
き
に
卒
業
し
て
、上
野
の
音
楽
学
校
に
進
学
し
ま
す
が
、残
さ
れ
た
目
の
視
力
も
悪
く
な
っ

て
、
東
京
に
二
年
半
を
過
ご
し
た
後
に
仙
台
に
戻
り
ま
す
。
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
夫
人
の
手
伝
い
と
、
学
校
で
聖
書
と
音

楽
を
教
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
明
治
三
十
三
年
の
東
北
学
院
英
語
神
学
部
の
卒
業
生
に
吉
村
末
吉
と
い
う
若
者
が
い
ま
し
た
。
明
治
二
十
六

年
三
月
に
高
知
教
会
に
於
い
て
宣
教
師
マ
ク
ル
エ
ン
氏
に
よ
り
受
洗
し
東
北
学
院
に
学
ん
だ
人
で
す
。
卒
業
と
同
時

に
仙
台
日
本
基
督
教
会
の
主
任
伝
道
者
に
な
り
、
同
年
お
む
ら
さ
ん
と
結
婚
し
ま
し
た
。
九
月
十
五
日
の
結
婚
式
は

シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
博
士
が
司
式
を
担
い
、
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
夫
人
が
祝
宴
の
食
事
の
準
備
を
し
ま
し
た
。

お
む
ら
さ
ん
と
吉
村
末
吉
氏
が
結
婚
し
た
年
の
翌
年
で
あ
る
明
治
三
十
四
年
の
四
月
中
旬
に
新
し
い
牧
師
館
が
完

成
し
ま
す
。
仙
台
日
本
基
督
教
会
は
、
明
治
二
十
年
に
東
二
番
丁
の
本
願
寺
別
院
跡
を
取
得
し
た
後
、
明
治
三
十
四

年
十
月
に
新
会
堂
の
献
堂
式
を
行
っ
た
の
で
し
た
。
お
む
ら
さ
ん
は
新
し
い
牧
師
館
に
入
っ
て
、
主
婦
と
し
て
、
牧

師
の
妻
と
し
て
相
応
し
い
生
活
を
守
り
ま
す
。
牧
師
給
は
低
い
も
の
で
し
た
が
、
お
む
ら
さ
ん
は
ご
主
人
に
、
き
ち

ん
と
し
た
身
な
り
を
整
え
ま
し
た
。
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明
治
三
十
四
年
六
月
二
十
四
日
、
二
人
の
間
に
男
子
が
産
ま
れ
ま
す
。
名
前
は
信
一
、
し
ん
ち
ゃ
ん
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
お
む
ら
さ
ん
は
、
家
事
や
学
校
の
仕
事
に
加
え
て
、
夕
方
か
ら
個
人
的
に
も
教
え
ま
し
た
。
更
に
、
ご
主
人

の
両
親
や
姪
の
世
話
が
あ
り
、
そ
し
て
病
気
で
あ
っ
た
ご
主
人
の
お
兄
さ
ん
の
世
話
も
し
ま
し
た
。
故
郷
を
離
れ
て

学
ん
で
い
る
東
北
学
院
や
宮
城
学
院
の
生
徒
た
ち
は
、
牧
師
館
を
あ
た
か
も
自
宅
の
よ
う
に
思
い
、
訪
ね
て
来
ま
し
た
。

さ
て
、
明
治
三
十
五
年
の
夏
、
お
む
ら
さ
ん
と
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
夫
人
は
来
る
冬
に
向
け
て
多
く
の
計
画
を
立
て
ま
す
。

特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
知
識
の
無
い
女
性
に
対
す
る
バ
イ
ブ
ル
ク
ラ
ス
を
始
め
る
こ
と
に
興
味
を
抱
い
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
天
の
父
は
別
の
ご
計
画
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

九
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
す
。
吉
村
夫
妻
に
二
人
目
の
男
子
が
産
ま
れ
ま
す
。
お
む
ら
さ
ん
は
四
日
目
に
高
熱
に

襲
わ
れ
ま
す
。
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
夫
人
は
直
ち
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
医
師
を
送
り
ま
し
た
が
、日
曜
日
の
朝
（
十
月
五
日
）

に
再
び
病
状
が
悪
化
し
、
月
曜
日
の
朝
に
は
、
お
む
ら
さ
ん
は
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
夫
人
に
使
者
を
立
て
て
、
直
ぐ
に
会

い
た
い
と
伝
え
ま
す
。

「
ミ
セ
ス
・
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
、
こ
れ
ま
で
、
わ
た
し
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
全
て
の
ご
親
切
に
感
謝
し
ま
す
。
わ
た
し

は
も
う
す
ぐ
死
に
ま
す
の
で
、
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。」

「
お
む
ら
さ
ん
、
あ
な
た
が
い
な
く
て
は
何
も
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
わ
た
し
に
と
っ
て
大
き
な
存
在
で
し
た
。

あ
な
た
が
必
要
で
す
。
あ
な
た
の
愛
す
る
夫
も
こ
ど
も
た
ち
も
あ
な
た
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
キ
リ
ス
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ト
の
た
め
に
す
る
こ
と
が
ま
だ
多
く
あ
る
の
で
す
。」

「
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
神
は
わ
た
し
が
神
の
国
に
戻
る
こ
と
を
望
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し

が
話
す
こ
と
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
徐
々
に
話
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。」

こ
う
し
て
、
お
む
ら
さ
ん
は
、
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
夫
人
に
、
葬
り
の
際
の
衣
服
の
こ
と
な
ど
を
話
し
、
そ
の
間
、
ご

主
人
は
涙
を
も
っ
て
神
に
助
け
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
祈
っ
た
の
で
す
。

「
さ
て
、
ミ
セ
ス
・
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
、
彼
ら
を
送
っ
て
か
ら
わ
た
し
の
子
供
た
ち
を
連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
」

子
供
た
ち
が
連
れ
て
来
ら
れ
る
と
、
お
む
ら
さ
ん
は
愛
お
し
い
眼
差
し
で
見
つ
め
て
言
い
ま
し
た
。

「
わ
た
し
の
愛
し
い
息
子
た
ち
、
牧
師
に
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
魂
を
救
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。」

そ
し
て
、
ご
主
人
に
向
か
っ
て
、

「
パ
パ
、
彼
ら
の
世
話
を
頼
み
ま
す
。」

「
ミ
セ
ス
・
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
、
わ
た
し
の
子
供
た
ち
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。」

そ
し
て
、
子
供
た
ち
に
別
れ
の
キ
ス
を
し
た
と
き
、
お
む
ら
さ
ん
は
、
は
じ
め
て
泣
き
崩
れ
た
の
で
し
た
。「
お
お
、

か
わ
い
そ
う
な
私
の
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
」

子
供
た
ち
が
そ
の
場
か
ら
連
れ
て
行
か
れ
、
夫
妻
だ
け
に
な
っ
て
、
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
夫
人
ら
残
り
の
者
た
ち
は
別

の
部
屋
で
祈
っ
た
の
で
し
た
。
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お
む
ら
さ
ん
は
痛
み
が
続
き
、
息
を
す
る
こ
と
も
困
難
な
中
で
、
周
囲
の
人
々
の
魂
の
救
わ
れ
ん
こ
と
を
祈
り
ま

し
た
。
信
仰
を
持
っ
て
い
な
い
医
師
な
ど
を
説
得
し
、
教
会
の
出
席
と
キ
リ
ス
ト
の
学
び
を
約
束
し
な
い
と
満
足
し

な
い
の
で
し
た
。

お
む
ら
さ
ん
は
日
に
日
に
弱
く
な
り
、
話
す
こ
と
も
判
ら
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
九
日
目
（
十
月
八
日
）
に
は
、

見
る
こ
と
も
聴
く
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
十
日
目
（
十
月
九
日
）
に
は
、
何
も
話
さ
ず
、
見
る
と
、
ま
る

で
聖
人
と
話
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
微
笑
ん
で
い
る
の
で
し
た
。
十
一
日
目
（
十
月
十
日
）
の
十
一
時
頃
、
話
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
視
力
が
回
復
し
ま
す
。
彼
女
は
、
再
び
親
し
い
人
々
を
呼
び
寄
せ
、
彼
女
が
天
国
に
行
く
事
を
話

し
ま
す
。

「
わ
た
し
は
既
に
、
命
の
水
を
飲
み
ま
し
た
。」

そ
し
て
、
詩
篇
二
十
三
篇
と
五
十
一
篇
を
読
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
ま
す
。
読
み
終
わ
る
と
、
彼
女
は
周
囲
を

見
回
し
別
れ
を
告
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
耳
が
遠
く
な
っ
た
母
を
見
な
が
ら
天
を
指
さ
し
た
の
で
す
。
全
て
の
痛
み

は
彼
女
を
去
り
ま
し
た
。
息
は
自
然
に
な
り
、穏
や
か
な
中
で
天
を
指
さ
し
た
ま
ま
目
を
閉
じ
眠
り
に
付
い
た
の
で
す
。

彼
女
の
最
後
を
見
と
っ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
医
師
は
言
い
ま
し
た
。「
な
ん
と
い
う
輝
か
し
い
キ
リ
ス
ト
の
証
人
で
あ

ろ
う
か
。」

東
北
学
院
に
関
係
し
た
ひ
と
り
の
キ
リ
ス
ト
者
の
話
で
し
た
。
祈
り
ま
し
ょ
う
。



− 114 −− 115 −

　

「
人
生
を
変
え
る
秘
訣
パ
ー
ト
Ⅰ
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
養
学
部
准
教
授　

大　

澤　

史　

伸

は
じ
め
ま
し
て
、
教
養
学
部
地
域
構
想
学
科
の
教
員
の
大
澤
史
伸
と
言
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
大
学
で
は
「
社
会
福
祉
論
」、「
福
祉
市
民
活
動
論
」
等
を
教
え
て
い
ま
す
。

突
然
で
す
が
、
私
は
、
綾
瀬
は
る
か
と
い
う
女
優
が
好
き
で
す
。
綾
瀬
は
る
か
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、

今
か
ら
八
年
前
の
二
〇
〇
四
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
で
毎
週
金
曜
日
の
夜
一
〇
時
か
ら
放
送
さ
れ
た
「
世

界
の
中
心
で
愛
を
叫
ぶ
」
に
主
演
し
ま
し
た
。
全
一
一
回
で
平
均
視
聴
率
約
一
六
％
、こ
の
作
品
は
、映
画
同
様
大
ヒ
ッ

ト
を
し
、
ザ
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
第
四
二
回
ド
ラ
マ
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
で
最
優
秀
作
品
賞
を
含
む
九
冠
を
達
成
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
綾
瀬
は
る
か
は
助
演
女
優
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

彼
女
は
こ
の
作
品
で
、
ガ
ン
に
冒
さ
れ
た
ヒ
ロ
イ
ン
を
演
じ
る
為
に
、
自
分
の
髪
の
毛
を
そ
り
、
な
ん
と
体
重
を

六
キ
ロ
落
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
最
終
回
で
は
健
康
で
元
気
だ
っ
た
頃
の
回
想
シ
ー
ン
を
演
じ
る
た
め
に
一
週

間
で
四
キ
ロ
体
重
を
増
や
し
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
ド
ラ
マ
は
綾
瀬
は
る
か
の
出
世
作
と
な
り
、
そ
れ
以
後
の
活
躍
ぶ
り
は
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存

知
の
は
ず
で
す
。
こ
の
作
品
と
出
会
う
前
の
綾
瀬
は
る
か
は
、
ほ
と
ん
ど
仕
事
が
な
く
た
ま
に
雑
誌
モ
デ
ル
を
す
る



− 116 −− 117 −

と
い
う
ぐ
ら
い
で
し
た
。
綾
瀬
は
る
か
は
こ
の
「
世
界
の
中
心
で
愛
を
叫
ぶ
」
と
い
う
一
つ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
の

出
会
い
に
よ
り
そ
の
後
の
自
分
の
人
生
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
日
の
聖
書
に
も
自
分
の
人
生
を
一
つ
の
出
会
い
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
の
で
き
た
男
の
話
が
出
て
き
ま
す
。
自

分
の
人
生
を
変
え
る
た
め
の
秘
訣
を
共
に
学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

新
約
聖
書
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
第
九
章
一
八
四
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
下
さ
い
。
こ
こ
で
一
人
の
生
ま
れ
つ
き
目
の

見
え
な
い
人
が
出
て
き
ま
す
。
イ
エ
ス
の
弟
子
が
イ
エ
ス
に
聞
き
ま
す
。
二
節
を
読
み
ま
す
。「
ラ
ビ
、
こ
の
人
が
生

ま
れ
つ
き
目
が
見
え
な
い
の
は
、
だ
れ
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
す
か
。
本
人
で
す
か
。
そ
れ
と
も
両
親
で
す
か
。」

こ
の
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
病
気
や
不
幸
と
本
人
が
犯
し
た
罪
と
の
間
に
何
ら
か
の
因
果
関
係
が
あ
る
と
信
じ
て

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
人
が
病
気
や
怪
我
を
し
た
り
、
不
幸
に
な
っ
た
の
は
、
本
人
か
両
親
か
が
悪
い
こ
と
を

し
た
か
ら
神
様
か
ら
ば
ち
が
当
た
っ
た
と
い
う
考
え
で
す
。

し
か
し
、
イ
エ
ス
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。
三
節
を
見
て
下
さ
い
。「
イ
エ
ス
は
お
答
え
に
な
っ
た
。「
本

人
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
も
、
両
親
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
も
な
い
。
神
の
業
が
こ
の
人
に
現
れ
る
た
め
で
あ
る
」

弟
子
た
ち
が
こ
の
目
の
見
え
な
い
人
の
原
因
を
尋
ね
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
原
因
で
は
な
く
目
的
を
答

え
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
「
神
の
業
が
こ
の
人
に
現
れ
る
た
め
で
あ
る
」
と
。

つ
ま
り
、
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
は
目
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
イ
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エ
ス
は
神
の
業
が
表
れ
る
と
い
う
プ
ラ
ス
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
弟
子
た
ち
に
教
え
て
い
る
の
で
す
。
私

た
ち
の
目
で
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
と
思
え
る
こ
と
も
実
は
プ
ラ
ス
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
自
分
の
人
生
を
変
え
る

た
め
に
は
必
要
な
こ
と
な
の
で
す
。

次
に
イ
エ
ス
は
、
四
節
で
「
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
た
し
を
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
方
の
業
を
、
ま
だ
日
の
あ
る
う
ち

に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
れ
も
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
夜
が
来
る
。
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
文
字
通
り
、
な
す
べ

き
こ
と
を
昼
の
間
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
時
間
は
永
遠
に
あ
る
と
思
い
が
ち

で
す
。
で
も
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
か
終
わ
り
が
来
る
の
で
す
。
人
間
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
死
で
あ
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
し
た
く
て
も
で
き
な
い
状
況
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
限
ら
れ
た
時
間
を
有
効
に
使
う
こ
と
が
人
生
を
変
え
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。

次
に
六
節
か
ら
見
て
下
さ
い
。「
こ
う
言
っ
て
か
ら
、
イ
エ
ス
は
地
面
に
唾
を
し
、
唾
で
土
を
こ
ね
て
そ
の
人
の
目

に
お
塗
り
に
な
っ
た
。」
そ
し
て
、「
シ
ロ
ア
ム

−

『
遣
わ
さ
れ
た
者
』
と
い
う
意
味

−

の
池
に
行
っ
て
洗
い
な
さ
い
。」

と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
行
っ
て
洗
い
、
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
帰
っ
て
来
た
。」
と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
イ
エ
ス
の
い
や
し
の
行
為
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
唾
と
泥
を
こ
ね
て
目
の
見
え
な
い
人
に

塗
る
と
言
う
と
、
何
だ
か
汚
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
古
代
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
ご
く
普
通
の
こ
と
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で
し
た
。
そ
し
て
、
つ
ば
と
泥
を
塗
ら
れ
た
目
を
シ
ロ
ア
ム
と
い
う
池
に
行
っ
て
洗
え
と
言
う
の
で
す
。
シ
ロ
ア
ム

の
池
は
、
幅
六
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
九
メ
ー
ト
ル
の
屋
外
貯
水
池
で
し
た
。

目
の
見
え
な
い
男
は
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
信
じ
て
行
動
を
起
こ
す
の
で
す
。
そ
し
て
、
結
果
は
今
、
読
ん
だ
と
お

り
に
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

イ
エ
ス
は
神
の
子
で
す
か
ら
、
す
ぐ
に
目
を
癒
す
こ
と
も
で
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
違
う
方
法
を
取
っ

て
い
る
の
で
す
。
唾
と
泥
を
こ
ね
て
目
に
塗
り
、
さ
ら
に
、
シ
ロ
ア
ム
の
池
に
行
か
せ
て
洗
わ
せ
る
と
い
う
か
な
り

細
か
い
方
法
を
取
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
人
生
を
変
え
る
に
は
、
信
じ
て
行
動
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

最
後
に
こ
ん
な
話
を
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
星
野
富
弘
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
彼
は
体
育
教
師
だ
っ
た

の
で
す
が
不
慮
の
事
故
で
、
首
か
ら
下
が
完
全
に
麻
痺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
は
何
度
も
自
殺
を
試
み
ま
す
。
あ

る
時
、
病
院
を
訪
問
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
も
ら
っ
た
聖
書
を
読
み
、
①
人
生
の
マ
イ
ナ
ス
は
プ
ラ
ス
に
変

わ
る
こ
と
を
知
り
、
②
入
院
し
て
い
る
時
間
を
大
切
に
し
て
、
③
口
に
絵
筆
を
加
え
て
文
字
や
絵
を
書
く
と
い
う
行

動
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
は
、
口
に
絵
筆
を
加
え
て
絵
と
文
字
を
書
く
、
芸
術
家
と
し
て
の
新
た
な
人
生

を
歩
ん
で
い
ま
す
。

私
た
ち
も
、
①
人
生
の
マ
イ
ナ
ス
は
プ
ラ
ス
に
変
わ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
、
② 

時
間
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
③
行
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動
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
人
生
を
最
高
に
生
き
て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
な
た
の
た
め
に
お
祈

り
を
い
た
し
ま
す
。
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imagine how many wars would be avoided if people returned 

good for evil? Can you imagine how many crimes would be 

avoided if people did not fight back when someone treated them 

badly? Can you imagine what this campus of Tohoku Gakuin 

University would be like if each of us loved even those people who 

did not like us―in other words, if we loved even our enemies? I 

think that we would be overwhelmed by what would happen if we 

did good things to people who did bad things to us.

   Returning good for evil is Christian love. It is the love God 

showed us when God sent Jesus Christ to die for our sins. Even 

though we rejected God, God loved us enough to sacrifice God’s only 

Son, Jesus Christ, that we might once again be able to fellowship 

with God. Though we have treated God like an enemy, God still 

loves us. I pray today that you will accept God’s love and that 

you will show that love to others; and I pray especially that you 

will show that love to people you previously thought were your 

enemies.  
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of love felt between a boyfriend and a girlfriend. For example, 

have you ever tried to love somebody who has been mean to you? 

Have you ever tried to love someone who has said bad things 

about you? Have you ever tried to love someone whom you did 

not like? As Jesus put it, have you ever tried actually to love an 

enemy? It is difficult to be kind to someone who has been mean 

to you. It is difficult to say something nice about someone who 

says only bad things about you.

   Nevertheless, the love Jesus was talking about was just 

this kind of love―love of enemies. Jesus explained that it is not 

difficult to love people who love us. That is easy. If someone does 

something nice to you, it makes you feel good, and you naturally 

want to do something good for that person in return. When 

someone says something nice about us, we appreciate that and we 

naturally want to say something nice about that person in return. 

Jesus even uses the example of lending money to explain this 

principle. He explains that if we lend money to people and hope to 

get that money returned to us, there is nothing particularly good 

about that. Even sinners do that! Furthermore, if someone hurts 

us, though we may want to take revenge against that person, 

Jesus tells us that we should not hurt that person; instead, we 

should show kindness to that person. In other words, we should 

return good for evil.

   Can you imagine what our world would be like if people 

showed this kind of love to each other ever y day? Can you 
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SERMON : "Loving Enemies"

   When we think about love,  we probably think most often 

about loving people who are close friends or family members. 

Sometimes,however, we also speak about loving things. We 

might say, “I love ice cream,” or, “I love pretty sweaters,” or “I 

love to go to “baseball games.” In other words, when we say 

we love something, we are talking about something that we 

like very much. This is the kind of love we see in the movies all 

the time. Actors and actresses in American movies often speak 

about “falling in love.” When a man and a woman “fall in love, ”

they want to spend a lot of time with each other. The husband’

s and the wife’s emotions are deeply affected by what the other 

person does and thinks. We are all very familiar with this kind of 

love. It is a powerful kind of love. It is a love that changes people’

s lives. Because of this kind of love, people become close friends. 

Because of this kind of love, people get married. Through this 

kind of love, a man and a woman enjoy the intimate sexual love 

of the marital relationship. Through this kind of love men and 

women bring children into the world and build families. This is a 

wonderful kind of love; and it is a gift to us from God.

   However, in the Bible passage we just read, Jesus was 

speaking to us about another kind of love. It may sound strange to 

speak of loving enemies, but that is exactly the kind of love about 

which Jesus was speaking. This is not the warm, affectionate love 

enjoyed by a man and woman who are married, or even the kind 
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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 : Luke 6: 27-36 　 

   　But I tell you who hear me: Love your enemies, do good to 

those who hate you, bless those who curse you, pray for those 

who mistreat you.  If someone strikes you on one cheek, turn to 

him the other also. If someone takes your cloak, do not stop him 

from taking your tunic.  Give to everyone who asks you, and if 

anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to 

others as you would have them do to you.

   　If you love those who love you, what credit is that to you? 

Even ‘sinners’ love those who love them. And if you do good 

to those who are good to you, what credit is that to you? Even 

‘sinners’ do that. And if you lend to those from whom you expect 

repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to 

‘sinners,’expecting to be repaid in full. But love your enemies, do 

good to them, and lend to them without expecting to get anything 

back. Then your reward will be great, and you will be sons of the 

Most High, because he is kind to the ungrateful and wicked. Be 

merciful, just as your Father is merciful.
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編
集
後
記

大
学
宗
教
主
任　

原　

田　

浩　

司

二
〇
一
二
年
度
の
『
大
学
礼
拝
説
教
集
』
を
皆
様
に
お
届
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
心
か
ら
喜
び
、
こ
こ
に

寄
稿
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
一
人
お
ひ
と
り
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
説
教
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
説
教
は
、
こ
の
一
年
間
に
東
北
学
院
大
学
の
三
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
（
土
樋
、
泉
、

多
賀
城
）
の
礼
拝
、
そ
し
て
三
か
所
に
あ
る
学
生
寮
（
泉
男
子
寄
宿
舎
、
泉
女
子
寄
宿
舎
、
旭
ヶ
岡
寄
宿
舎
）
の
夕

礼
拝
で
実
際
に
語
ら
れ
た
も
の
の
中
の
ご
く
一
部
で
す
。
大
学
礼
拝
は
、
講
義
の
期
間
は
週
日
毎
日
、
各
キ
ャ
ン
パ

ス
で
同
時
刻
に
行
わ
れ
、
学
生
寮
の
夕
礼
拝
は
週
に
一
度
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
東
北
学
院
大
学
は
創
立
以
来
、
変
わ

る
こ
と
な
く
三
位
一
体
な
る
神
へ
の
礼
拝
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

東
北
学
院
大
学
で
学
ぶ
学
生
た
ち
は
、
本
学
に
入
学
し
て
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
に
接
す
る
者
が
圧
倒
的
に
多
数

を
占
め
ま
す
。
そ
の
た
め
「
大
学
礼
拝
」
に
お
け
る
説
教
は
、
そ
の
よ
う
な
聴
き
手
へ
の
語
り
か
け
と
し
て
、
一
定

の
配
慮
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
、
限
ら
れ
た
礼
拝
時
間
の
中
、
説
教
は
冗
長
に
な
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
九
分

以
内
で
ま
と
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
説
教
は
、
東
北
学
院
大
学
に
お
け
る
各
説
教
者
た
ち
の

格
闘
の
足
跡
で
も
あ
り
ま
す
。
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こ
の
一
年
は
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
「
復
興
元
年
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し

た
が
、
被
災
地
の
本
当
の
復
興
ま
で
に
は
ま
だ
ま
だ
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
被
災
地
に
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
主
義
大
学

と
し
て
、
東
北
学
院
大
学
は
こ
れ
か
ら
も
弛
ま
ず
希
望
と
慰
め
の
福
音
を
東
北
の
地
で
語
り
続
け
て
い
き
ま
す
。
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表紙の絵について

　泉キャンパス礼拝堂にはアルフレッド・ケルン社（フランス）の
制作による壮大なフレンチ・クラシカルオルガンが設置されてい
ます。グラントルグ（第一）、ポジティフ（第二）、そしてレシ（第三）の
三弾から成る手鍵盤には九列のリード管、さらには足鍵盤に四列の
リード管が、五七の多様なストップ（音栓）で音色を変え、荘厳で
力強い響きを奏でます。ステンドグラス越しにチャペルに注がれる
柔らかな光の中、この泉キャンパスでは、日曜日を除いて毎日、礼拝
がささげられています。


