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表紙の絵について

　ラーハウザー記念東北学院礼拝堂は、昭和 7（1932）年 3月に
土樋キャンパスに献堂されました。 J. H. モルガン（米国）の設計
によるカレッジ・ゴシック洋式の礼拝堂です。 収容人員は 900
名で、外壁に地元秋保産の石が使われています。 シュネーダー第
二代院長の米国における募金活動に賛同して献金を寄せたエ
ラ・ラーハウザー嬢の名前がつけられています。 正面のステンド
グラスは、イエス・キリストの昇天（ルカ福音書 24 章 51 節）の
場面を極彩色で描いたもので、英国より輸入されました。 講壇向
かって右側に、当時北日本唯一のオルガンとして活躍した米国
モーラー社の楽器がその形のみをとどめています。 平成 26
（2014）年 12 月 19日、国の登録有形文化財に登録されました。大
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巻
頭
言

　「
第
二
○
号
発
刊
に
よ
せ
て
」

宗　

教　

部　

長
　
野

　
村

　
　
　
信

　
　
　
　

命
の
泉
は
あ
な
た
に
あ
り

　
　

あ
な
た
の
光
に
、
わ
た
し
た
ち
は
光
を
見
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詩
編
第
三
六
篇
十
節
）

今
、十
九
冊
の
『
大
学
礼
拝
説
教
集
』
を
机
の
上
で
揃
え
、改
め
て
じ
っ
と
見
る
。
多
様
な
色
で
製
本
さ
れ
、き
ち
っ

と
そ
ろ
っ
た
背
表
紙
が
、
光
の
プ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
、
淡
い
虹
の
よ
う
な
色
合
い
で
、
手
の
ひ
ら
に
ず
っ
し
り
と
乗

る
。
第
一
号
は
、白
い
表
紙
に
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
の
礼
拝
堂
正
面
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
写
真
を
中
央
に
あ
し
ら
っ
た
。

懐
か
し
い
。
二
十
年
と
い
う
年
月
が
経
っ
た
。
あ
の
こ
ろ
宗
教
部
長
で
あ
っ
た
土
戸
清
先
生
が
幾
つ
か
の
出
版
物
の

発
行
を
計
画
さ
れ
、
そ
の
一
つ
が
私
に
ま
か
さ
れ
た
。
宗
教
部
の
事
務
員
と
一
緒
に
礼
拝
堂
の
真
ん
中
に
脚
立
を
立

て
て
、
写
真
を
撮
っ
た
記
憶
が
よ
み
が
え
る
。
第
一
号
は
、
新
た
な
気
持
ち
で
出
版
す
る
の
だ
か
ら
、
表
紙
は
白
地



−4−−5−

に
し
よ
う
と
意
図
し
た
。
そ
の
時
は
、
二
十
号
に
至
る
と
は
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
が
。

聖
書
の
言
葉
を
、
人
類
に
対
す
る
神
の
呼
び
か
け
、
神
の
意
志
と
し
て
聞
く
キ
リ
ス
ト
者
は
、
聖
書
の
言
葉
を
軸

に
し
て
、
時
に
自
由
に
、
時
に
必
死
で
、
神
の
声
を
聴
く
。
読
み
手
が
真
剣
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
神
の
声
を
聖
書

か
ら
活
き
活
き
と
聴
き
、
そ
れ
を
自
分
に
、
そ
し
て
会
衆
に
説
く
。
神
は
人
類
に
、
人
間
の
口
を
用
い
て
御
心
を
伝

え
る
こ
と
を
望
ま
れ
た
。
私
た
ち
は
そ
の
代
弁
者
で
あ
り
、
ラ
ッ
パ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
類
は
存
続
す
る
限
り
、

神
の
御
心
を
聖
書
か
ら
聴
き
続
け
る
。
巻
頭
の
御
言
葉
、「
あ
な
た
の
光
に
、私
た
ち
は
光
を
見
る
」
と
あ
る
よ
う
に
。

　

各
巻
を
拾
い
読
み
し
て
い
る
と
、
こ
の
二
十
年
間
、
大
学
の
各
キ
ャ
ン
パ
ス
で
ど
の
よ
う
な
説
教
が
語
ら
れ
た
か

を
概
観
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
十
年
間
に
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
が
私
た
ち
の
周
り
で
起
こ
り
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
く
聖
書
か
ら
聴
い
た
か
も
伺
え
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
、
二
千
年
問
題
、
九
・
一
一
の
衝
撃
、
そ
し
て
三
・

一
一
の
痛
み
な
ど
、
も
ち
ろ
ん
説
教
集
に
掲
載
さ
れ
な
い
多
く
の
説
き
明
か
し
が
な
さ
れ
た
。

新
し
い
十
年
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
た
ち
の
ま
こ
と
の
命
、
生
き

る
源
は
聖
書
を
通
し
て
御
心
を
示
さ
れ
た
「
あ
な
た
に
あ
り
」、「
命
の
泉
」
か
ら
水
を
汲
み
続
け
る
。
今
年
、
創
立

百
三
十
周
年
を
迎
え
た
東
北
学
院
の
歩
み
は
、
こ
の
光
の
中
で
、
こ
の
小
さ
な
説
教
集
と
共
に
、
新
た
な
十
年
を
歩

み
だ
し
た
。
今
、
そ
の
幸
い
を
心
よ
り
慶
び
た
い
。　
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「
生
き
る
意
味
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
長
・
学
長　

松　

本　

宣　

郎

コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
Ⅱ　

第
四
章
七
～
十
五
節

7 

と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
宝
た
か
ら
を
土つ
ち

の
器
う
つ
わ
に
納お
さ

め
て
い
ま
す
。
こ
の
並な
み

外は
ず

れ
て
偉い

大だ
い

な

力ち
か
らが
神か
み

の
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
出で

た
も
の
で
な
い
こ
と
が
明あ
き

ら
か
に
な
る
た
め
に
。

8
わ

た
し
た
ち
は
、
四し

方ほ
う

か
ら
苦く
る

し
め
ら
れ
て
も
行い

き
詰づ

ま
ら
ず
、
途と

方ほ
う

に
暮く

れ
て
も
失し
つ

望ぼ
う

せ
ず
、

9
虐し
い
たげ
ら

れ
て
も
見み

捨す

て
ら
れ
ず
、
打う

ち
倒た
お

さ
れ
て
も
滅ほ
ろ

ぼ
さ
れ
な
い
。
10
わ
た
し
た
ち
は
、
い
つ
も
イ
エ
ス
の
死し

を
体
か
ら
だ
に
ま
と
っ
て
い
ま
す
、
イ
エ
ス
の
命
い
の
ち
が
こ
の
体
か
ら
だ
に
現
あ
ら
わ
れ
る
た
め
に
。
11
わ
た
し
た
ち
は
生い

き
て
い
る

間あ
い
だ、
絶た

え
ず
イ
エ
ス
の
た
め
に
死し

に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
、
死し

ぬ
は
ず
の
こ
の
身み

に
イ
エ
ス
の
命
い
の
ち
が
現
あ
ら
わ
れ

る
た
め
に
。
12
こ
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
内う
ち

に
は
死し

が
働
は
た
ら
き
、
あ
な
た
が
た
の
内う
ち

に
は
命
い
の
ち
が
働
は
た
ら
い
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
13
「
わ
た
し
は
信し
ん

じ
た
。
そ
れ
で
、
わ
た
し
は
語か
た

っ
た
」
と
書か

い
て
あ
る
と
お
り
、

そ
れ
と
同お
な

じ
信し
ん

仰こ
う

の
霊れ
い

を
持も

っ
て
い
る
の
で
、
わ
た
し
た
ち
も
信し
ん

じ
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
語か
た

っ
て
も
い
ま

す
。
14
主し
ゅ

イ
エ
ス
を
復ふ
っ

活か
つ

さ
せ
た
神か
み

が
、
イ
エ
ス
と
共と
も

に
わ
た
し
た
ち
を
も
復ふ
っ

活か
つ

さ
せ
、
あ
な
た
が
た
と
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一い
っ

緒し
ょ

に
御み

前ま
え

に
立た

た
せ
て
く
だ
さ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
知し

っ
て
い
ま
す
。
15 

す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

あ
な
た
が
た
の
た
め
で
あ
り
、
多お
お

く
の
人ひ
と

々び
と

が
豊ゆ
た

か
に
恵め
ぐ

み
を
受う

け
、
感か
ん

謝し
ゃ

の
念ね
ん

に
満み

ち
て
神か
み

に
栄え
い

光こ
う

を

帰き

す
よ
う
に
な
る
た
め
で
す
。

私
た
ち
は
苦
労
や
失
敗
が
絶
え
ず
自
分
に
ま
と
わ
り
つ
く
、
と
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
楽
し
い
こ
と
、

幸
せ
だ
と
思
う
時
間
は
す
ぐ
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
新
た
な
困
難
さ
が
起
こ
っ
て
き
て
苦
し
む
の
だ
、
と
。
人

間
の
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
、
イ
エ
ス
も
ご
存
じ
で
し
た
。「
主
の
祈
り
」
に
は
、「
我
ら
を
試
み
に
あ
わ
せ
ず
、

悪
よ
り
救
い
出
し
た
ま
え
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ら
さ
や
痛
み
は
試
み
な
の
だ
、
し
か
し
出
来
れ
ば
そ
の
よ
う
な
経

験
は
し
な
く
て
す
む
よ
う
に
、
神
に
願
い
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。　

私
た
ち
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
自
身
も
苦
し
み
を
感
じ
、
悩
ん
だ
の
で
す
。
逮
捕
を
目
前
に
し
た
夜
、

ゲ
ッ
セ
マ
ネ
で
、「
イ
エ
ス
は
ひ
ど
く
恐
れ
て
も
だ
え
」、「
わ
た
し
は
死
ぬ
ば
か
り
に
悲
し
い
」、
と
言
わ
れ
ま
し

た
（
マ
ル
コ
十
四
：
三
十
四
）。
イ
エ
ス
は
こ
の
後
間
も
な
く
捕
え
ら
れ
、
裁
判
の
場
に
引
き
出
さ
れ
、
死
刑
を
宣

告
さ
れ
て
十
字
架
を
背
負
わ
さ
れ
て
、
丘
の
上
で
処
刑
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
に
苦
し
く
悲
惨
な
時
間
を
体

験
さ
れ
た
こ
と
を
読
む
と
、
私
た
ち
の
苦
し
み
な
ど
取
る
に
足
り
な
い
も
の
に
見
え
て
く
る
、
と
言
え
る
か
も
知
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れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
残
念
、
と
い
う
よ
り
悲
惨
、
と
言
う
べ
き
こ
と
に
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、

想
像
を
絶
す
る
苦
難
に
遭
遇
し
て
い
る
実
に
多
く
の
人
た
ち
が
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
知
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
苦
難
は
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
の
人
々
を
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
す
。

差
別
や
い
じ
め
、
虐
待
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
幼
い
子
ど
も
た
ち
、
貧
し
さ
の
た
め
に
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ

て
い
る
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
た
ち
、
宗
派
と
政
治
の
亀
裂
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
戦
争
と
暴
力
の
犠
牲
と
な
っ
て
い

る
人
々
、
住
む
国
を
失
っ
た
難
民
、
ま
た
大
都
市
の
中
心
で
テ
ロ
に
傷
つ
け
ら
れ
、
命
を
奪
わ
れ
た
人
々
、
飢
え

に
苦
し
む
者
、
い
わ
れ
の
な
い
ヘ
イ
ト
被
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
、
深
刻
な
病
が
進
行
し
て
い
る
患
者
、

等
々
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
現
代
人
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
全
歴
史
を
通
じ
て
、
人
間
た
ち
が
経
験
し
た
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
受
け
た
迫
害
の
中
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
精
神
医
療
学
者

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
残
し
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。
我
が
国
で
も
よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
す
。『
夜
と
霧
』『
死

と
愛
』
な
ど
が
そ
れ
で
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
、
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
収
容
所
に
長
く
拘
留
さ
れ
ま
し
た
。
彼
自

身
は
生
き
延
び
、
終
戦
後
解
放
さ
れ
た
の
で
す
が
、
彼
の
妻
は
別
の
収
容
所
で
命
を
落
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
彼

は
収
容
所
で
過
ご
す
間
、多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
極
限
状
態
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
、ま
た
死
ん
で
い
っ
た
か
、
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を
観
察
し
、
記
録
し
ま
し
た
。

飢
え
と
寒
さ
、
拷
問
、
動
物
同
様
の
扱
い
、
希
望
の
な
い
日
々
、
人
々
は
わ
ず
か
な
食
物
を
大
事
に
し
、
歯
磨

き
粉
を
パ
ン
に
塗
っ
て
甘
さ
を
感
じ
、
か
つ
て
過
ご
し
た
楽
し
い
日
々
や
食
事
を
思
い
出
し
て
そ
れ
で
気
を
ま
ぎ

ら
わ
し
ま
す
。
ま
た
、
か
す
か
な
解
放
の
兆
し
に
希
望
を
た
く
し
て
過
ご
し
ま
す
。
し
か
し
、
状
況
は
変
わ
ら
ず
、

仲
間
が
次
々
に
死
に
、
あ
る
い
は
殺
害
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。

人
は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
生
き
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
き
、
一
体
自
分
が
生
き
る
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る

の
か
、
と
問
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
苦
痛
と
絶
望
に
圧
倒
さ
れ
た
人
間
は
、
自
ら
死
を
選
ぶ
方
向
へ

と
追
い
や
ら
れ
て
ゆ
く
で
し
ょ
う
。ユ
ダ
ヤ
人
の
中
に
も
そ
の
よ
う
な
人
々
が
い
ま
し
た
。ど
の
よ
う
な
時
代
に
も
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
民
族
の
間
に
も
、
そ
の
例
は
見
出
さ
れ
ま
す
。

私
が
想
起
す
る
の
は
、
一
九
〇
三
年
、
日
光
華
厳
の
滝
に
投
身
自
殺
し
た
、
当
時
十
七
歳
の
一
高
学
生
藤
村
操

で
す
。
彼
は
木
の
幹
を
削
っ
て
遺
書
め
い
た
詩
を
書
き
残
し
ま
し
た
。
当
時
一
高
で
教
え
て
い
た
夏
目
漱
石
か
ら

彼
が
叱
責
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
話
題
と
な
り
、
社
会
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
の
で
す
が
、
要
す
る

に
藤
村
は
人
生
は
不
可
解
だ
、
と
判
断
し
、
死
を
選
ん
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

人
生
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
、
状
況
が
そ
れ
を
不
可
能
に
し
た
、
と
そ
の
人
が
思
い
込
ん
だ
と
き
、
行
き
着

く
の
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
自
死
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
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そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
あ
の
フ
ラ
ン
ク
ル
が
断
言
す
る
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
ナ
チ
ス
敗
北
後
、収
容
所
の
体
験
に
つ
い
て
語
り
、各
地
で
講
演
を
行
い
ま
す.

そ
の
記
録
が
『
そ

れ
で
も
人
生
に
イ
エ
ス
と
言
う
』
で
す
。
こ
の
表
題
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
彼
は
、
い
か
に
悲
惨
な
状
況
で

生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
人
生
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
問
う
な
、
と
言
う
の
で
す
。
そ
も

そ
も
人
生
に
意
味
の
あ
る
な
し
を
見
出
そ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
発
想
を
転
換
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
人
生

が
君
に
何
を
期
待
し
て
い
る
か
」、
と
考
え
よ
、
君
に
は
生
き
る
責
任
が
あ
る
、
君
が
生
き
て
は
じ
め
て
、
人
生
に

意
味
が
生
じ
る
の
だ
、
と
。

私
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
を
受
け
て
、「
私
た
ち
は
神
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
」、
だ
か
ら
意
味
が
あ
る
、

と
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
か
に
厳
し
く
、
つ
ら
く
、
絶
望
し
か
な
い
と
思
え
て
も
、
現
に
私
が
生
き
て
い
る

の
な
ら
、
そ
れ
は
神
が
そ
う
命
じ
て
お
ら
れ
る
か
ら
だ
、
私
は
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
さ
に
そ
の
通
り
に
生
き
よ
う
と
し
た
の
が
パ
ウ
ロ
な
の
で
す
。「
わ
た
し
た
ち
は
、
四
方
か
ら
苦
し
め
ら
れ
て

も
行
き
詰
ま
ら
ず
、
途
方
に
暮
れ
て
も
失
望
せ
ず
、
虐
げ
ら
れ
て
も
見
捨
て
ら
れ
ず
、
打
ち
倒
さ
れ
て
も
滅
ぼ
さ

れ
な
い
」
と
い
う
彼
の
確
信
に
は
、
神
の
子
イ
エ
ス
が
人
類
の
罪
の
た
め
に
死
に
、
復
活
さ
れ
た
と
い
う
、
何
物

に
も
代
え
難
い
保
証
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
死
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な

わ
た
し
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
死
ん
だ
が
復
活
し
て
生
き
て
い
る
イ
エ
ス
が
私
と
共
に
生
き
て
い
る
、
だ
か
ら
行
き
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詰
ま
ら
な
い
、
失
望
し
な
い
、
滅
ぼ
さ
れ
な
い
の
で
す
。

私
た
ち
の
苦
難
な
ど
物
の
数
で
は
な
い
、
と
い
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
し
い
こ
と
は
な
い
方
が
よ
い
、

と
い
う
の
も
そ
の
通
り
で
す
。
重
要
な
の
は
、
私
た
ち
も
ま
た
神
の
力
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
、
否
む
し
ろ
、
生

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
必
ず
死
ぬ
私
た
ち
だ
と
し
て
も
、「
イ
エ
ス
の
死
を
体
に
ま
と
っ
て
」
い
る
の
だ

か
ら
、「
イ
エ
ス
の
命
が
こ
の
体
に
」
現
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

祈
り
：
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
父
な
る
神
さ
ま
、
様
々
な
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
人
々
に
、
で
き
ま
す
な
ら

ば
安
ら
ぎ
を
与
え
、
あ
な
た
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
信
仰
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
私
た
ち
が
、
イ
エ
ス
の
死
と
復
活
に
よ
る
命
に
ま
と
わ
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
て

く
だ
さ
い
。
主
の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。　

ア
ー
メ
ン
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「
お
言
葉
ど
お
り
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

院　

長　

佐
々
木　

哲　

夫

ル
カ
に
よ
る
福
音
書　

一
章
二
六
～
三
八
節

26
六
か
月げ
つ

目め

に
天て
ん

使し

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

に
神か
み

か
ら
遣つ
か

わ
さ
れ
た
。
27
ダ
ビ

デ
家け

の
ヨ
セ
フ
と
い
う
人
の
い
い
な
ず
け
で
あ
る
お
と
め
の
と
こ
ろ
に
遣つ
か

わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
お

と
め
の
名な

は
マ
リ
ア
と
い
っ
た
。
28
天て
ん

使し

は
、
彼か
の

女じ
ょ

の
と
こ
ろ
に
来き

て
言い

っ
た
。「
お
め
で
と
う
、
恵め
ぐ

ま
れ

た
方か
た

。
主し
ゅ

が
あ
な
た
と
共と
も

に
お
ら
れ
る
。」
29
マ
リ
ア
は
こ
の
言こ
と

葉ば

に
戸と

惑ま
ど

い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨あ
い

拶さ
つ

は
何な
ん

の
こ
と
か
と
考
か
ん
が
え
込こ

ん
だ
。
30
す
る
と
、
天て
ん

使し

は
言い

っ
た
。「
マ
リ
ア
、
恐お
そ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
な
た
は

神か
み

か
ら
恵め
ぐ

み
を
い
た
だ
い
た
。
31
あ
な
た
は
身み

ご
も
っ
て
男
お
と
こ
の
子こ

を
産う

む
が
、
そ
の
子こ

を
イ
エ
ス
と
名な

付づ

け

な
さ
い
。
32
そ
の
子こ

は
偉い

大だ
い

な
人ひ
と

に
な
り
、
い
と
高た
か

き
方か
た

の
子こ

と
言い

わ
れ
る
。
神か
み

で
あ
る
主し
ゅ

は
、
彼か
れ

に
父ち
ち

ダ
ビ
デ
の
王お
う

座ざ

を
く
だ
さ
る
。
33
彼か
れ

は
永え
い

遠え
ん

に
ヤ
コ
ブ
の
家い
え

を
治お
さ

め
、
そ
の
支し

配は
い

は
終お

わ
る
こ
と
は
な
い
。」

34
マ
リ
ア
は
天て
ん

使し

に
言い

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

人ひ
と

を
知し

り
ま
せ
ん
の
に
。」
35
天て
ん

使し

は
答こ
た

え
た
。「
精せ
い

霊れ
い

が
あ
な
た
に
降く
だ

り
、
い
と
高た
か

き
方か
た

の
力
ち
か
ら
が
あ
な
た

を
包つ
つ

む
。
だ
か
ら
、
生う

ま
れ
る
子こ

は
聖せ
い

な
る
者も
の

、
神か
み

の
子こ

と
よ
ば
れ
る
。
36
あ
な
た
の
親し
ん

類る
い

の
エ
リ
ザ
ベ
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ト
も
、
年と
し

を
と
っ
て
い
る
が
、
男
お
と
こ
の
子こ

を
身み

ご
も
っ
て
い
る
。
不ふ

妊に
ん

の
女
お
ん
な
と
言い

わ
れ
て
い
た
の
に
、
も
う

六
か
月げ
つ

に
な
っ
て
い
る
。
37
神か
み

に
で
き
な
い
こ
と
は
何な
に

一ひ
と

つ
な
い
。」
38
マ
リ
ア
は
言い

っ
た
。「
わ
た
し
は
主し
ゅ

の
は
し
た
め
で
す
。
お
言こ
と

葉ば

ど
お
り
、
こ
の
身み

に
成な

り
ま
す
よ
う
に
」
そ
こ
で
、
天て
ん

使し

は
去さ

っ
て
行い

っ
た
。

　
　
　

「
六
か
月
目
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
本
日
の
新
約
聖
書
の
箇
所
は
始
ま
っ
て
い
ま
す
。「
六
か
月
目
」
の
出
来

事
と
は
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
祭
司
ザ
カ
リ
ア
の
も
と
に
現
れ
て
妻
エ
リ
サ
ベ
ト
の
受
胎
を
告
知
し
て
か
ら
六
か

月
後
に
、
今
度
は
、
マ
リ
ア
の
も
と
に
現
れ
て
彼
女
の
受
胎
を
告
知
し
た
と
い
う
出
来
事
で
す
。
こ
の
箇
所
に
は
、

も
う
一
つ
「
六
ヶ
月
」
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
六
節
で
す
。「
あ
な
た
の
親
類
の
エ
リ
サ
ベ
ト
も
、
年

を
と
っ
て
い
る
が
、
男
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
る
。
不
妊
の
女
と
言
わ
れ
て
い
た
の
に
、
も
う
六
か
月
に
な
っ
て

い
る
」
と
い
う
記
述
で
す
。
六
ヶ
月
目
の
頃
と
は
、
胎
動
が
始
ま
る
時
期
で
す
。
の
ち
に
、
マ
リ
ア
の
挨
拶
を
聞

い
た
エ
リ
サ
ベ
ト
の
胎
内
の
子
が
喜
ん
で
踊
っ
た
と
描
写
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
エ
リ
サ
ベ
ト
の
受
胎
が
本
当
だ

と
自
覚
さ
れ
た
時
期
で
す
。
旧
約
聖
書
の
人
物
ダ
ニ
エ
ル
に
二
度
あ
ら
わ
れ
た
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
、
こ
の
場
面

で
は
、
エ
リ
サ
ベ
ト
と
マ
リ
ア
に
現
れ
て
受
胎
告
知
を
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
、
六
ヶ
月
目
の
出
来
事
に
注
目
し

な
が
ら
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
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☆

さ
て
、
最
初
の
出
来
事
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
マ
リ
ア
に
現
れ
た
出
来
事
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
八

節
か
ら
で
す
。「
天
使
は
、
彼
女
の
と
こ
ろ
に
来
て
言
っ
た
。『
お
め
で
と
う
、
恵
ま
れ
た
方
。
主
が
あ
な
た
と
共

に
お
ら
れ
る
。』
マ
リ
ア
は
こ
の
言
葉
に
戸
惑
い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨
拶
は
何
の
こ
と
か
と
考
え
込
ん
だ
」
と
い
う

の
で
す
。「
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
挨
拶
は
、
旧
約
聖
書
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
表
現
で
す
。
例

え
ば
、
族
長
の
イ
サ
ク
や
ヤ
コ
ブ
に
主
が
現
れ
て
「
あ
な
た
と
共
に
い
る
」
と
語
り
か
け
て
い
ま
す
し
、
出
エ
ジ

プ
ト
の
時
代
に
、
モ
ー
セ
や
ヨ
シ
ュ
ア
に
も
同
じ
言
葉
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
シ
ュ
ア
の
箇
所
で
は
「
あ
な

た
と
共
に
い
る
」
が
三
回
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
有
名
な
箇
所
で
す
。「
主
は
ヌ
ン
の
子
ヨ
シ
ュ
ア
に
命
じ
て
言
わ

れ
た
。
強
く
、
ま
た
雄
々
し
く
あ
れ
。
あ
な
た
こ
そ
、
わ
た
し
が
彼
ら
に
誓
っ
た
土
地
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
を

導
き
入
れ
る
者
で
あ
る
。
わ
た
し
は
い
つ
も
あ
な
た
と
共
に
い
る
。」「
一
生
の
間
、
あ
な
た
の
行
く
手
に
立
ち
は

だ
か
る
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
モ
ー
セ
と
共
に
い
た
よ
う
に
、
あ
な
た
と
共
に
い
る
。
あ
な
た
を
見
放

す
こ
と
も
、
見
捨
て
る
こ
と
も
な
い
。」「
わ
た
し
は
、
強
く
雄
々
し
く
あ
れ
と
命
じ
た
で
は
な
い
か
。
う
ろ
た
え

て
は
な
ら
な
い
。
お
の
の
い
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
が
ど
こ
に
行
っ
て
も
あ
な
た
の
神
、
主
は
共
に
い
る
。」
確

か
に
、「
共
に
い
る
」
が
三
回
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
王
や
預
言
者
も
、
ま
た
詩
編
の
記
者
も
そ
う
で
し
た
。
例
え
ば
、

詩
編
二
三
篇
の
記
者
は
「
死
の
陰
の
谷
を
行
く
と
き
も
わ
た
し
は
災
い
を
恐
れ
な
い
。
あ
な
た
が
わ
た
し
と
共
に
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い
て
く
だ
さ
る
」
と
詠
ん
で
い
る
と
お
り
で
す
。

旧
約
聖
書
の
そ
う
そ
う
た
る
人
物
た
ち
に
告
げ
ら
れ
た
言
葉
「
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
」
が
、
こ
の
時
、

マ
リ
ア
に
も
告
げ
ら
れ
た
の
で
す
。
マ
リ
ア
は
戸
惑
い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨
拶
は
何
の
こ
と
か
と
考
え
込
ん
だ
の

は
当
然
で
し
た
。
そ
こ
で
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
説
明
し
ま
す
。
三
〇
節
で
す
。「
マ
リ
ア
、
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
な

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

さ
い
」
と
い
う
の
で
す
。「
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
」
の
具
体
的
な
意
味
が
分
か
っ
た
時
、
マ
リ
ア
は
即
座

に
そ
れ
を
否
定
し
ま
す
。
三
四
節
で
す
。「
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
男

の
人
を
知
り
ま
せ
ん
の
に
。」
マ
リ
ア
の
反
論
は
、
人
間
の
経
験
に
基
づ
く
理
性
的
判
断
で
し
た
。
そ
こ
で
、
天
使

ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
第
二
の
六
ヶ
月
目
の
出
来
事
を
告
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
三
六
節
で
す
。「
あ
な
た
の
親
類
の

エ
リ
サ
ベ
ト
も
、
年
を
と
っ
て
い
る
が
、
男
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
る
。
不
妊
の
女
と
言
わ
れ
て
い
た
の
に
、
も

う
六
か
月
に
な
っ
て
い
る
。」
神
の
言
葉
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
し
る
し
と
し
て
、
マ
リ
ア
の
親
戚
の
エ

リ
サ
ベ
ト
が
子
供
を
確
か
に
宿
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
し
た
の
で
す
。
し
る
し
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
マ
リ
ア

は
、
納
得
し
て
言
い
ま
す
。「
わ
た
し
は
主
の
は
し
た
め
で
す
。
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
成
り
ま
す
よ
う
に
。」

告
げ
ら
れ
た
主
の
言
葉
を
マ
リ
ア
が
信
じ
受
け
入
れ
た
の
で
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
去
っ
て
行
き
ま
し
た
。

☆
☆
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さ
て
、
マ
リ
ア
が
し
る
し
を
求
め
た
出
来
事
は
、
マ
リ
ア
が
不
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
る
し
を
求
め
る
こ
と
は
、
聖
書
の
登
場
人
物
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
普
通
の
こ
と
で
し
た
。
例
え
ば
、

信
仰
の
父
と
呼
ば
れ
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
お
い
て
も
そ
う
で
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
ま
だ
ア
ブ
ラ
ム
と
呼
ば
れ
て
い

た
時
、
神
か
ら
祝
福
の
言
葉
が
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
創
世
記
十
五
章
で
す
。「
見
よ
、
主
の
言
葉
が
あ
っ
た
。『
そ

の
者
が
あ
な
た
の
跡
を
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
か
ら
生
ま
れ
る
者
が
跡
を
継
ぐ
。』
主
は
彼
を
外
に
連
れ
出
し

て
言
わ
れ
た
。『
天
を
仰
い
で
、
星
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
数
え
て
み
る
が
よ
い
。』
そ
し
て
言
わ
れ
た
。

『
あ
な
た
の
子
孫
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。』
ア
ブ
ラ
ム
は
主
を
信
じ
た
。
主
は
そ
れ
を
彼
の
義
と
認
め
ら
れ
た
。」
ア

ブ
ラ
ム
に
は
子
供
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
あ
な
た
の
子
孫
は
星
の
数
ほ
ど
に
な
る
」
と
い
う
神
の
約
束
を
信
じ

た
の
で
す
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
約
束
、
土
地
を
与
え
る
と
の
言
葉
が
与
え
ら
れ
た
時
、
ア
ブ
ラ
ム
は
尋
ね
ま

し
た
。「
わ
が
神
、
主
よ
。
こ
の
土
地
を
わ
た
し
が
継
ぐ
こ
と
を
、
何
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。」

し
る
し
を
求
め
た
の
で
す
。
創
世
記
十
五
章
に
は
、
契
約
の
し
る
し
と
し
て
、
献
げ
物
を
真
二
つ
に
切
っ
て
向
か

い
合
わ
せ
に
す
る
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
出
来
事
が
由
来
と
な
っ
て
、
へ
ブ
ル
語
で
は
、「
契
約
を
結

ぶ
」
こ
と
を
「
契
約
を
切
る
」
と
表
現
し
ま
す
。
言
葉
の
真
実
性
を
保
証
す
る
し
る
し
と
し
て
の
契
約
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
マ
リ
ア
の
態
度
は
、
ご
く
普
通
の
反
応
だ
っ
た
の
で
す
。

☆
☆
☆
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と
こ
ろ
で
、「
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
」
し
る
し
と
し
て
マ
リ
ア
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
、
親
戚
エ
リ
ザ

ベ
ト
の
受
胎
で
し
た
。こ
の
時
、マ
リ
ア
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、マ
リ
ア
自
身
の
受
胎
も
ま
た「
し
る
し
」

と
し
て
の
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。
マ
リ
ア
の
受
胎
を
マ
タ
イ
福
音
書
は
「『
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
男
の

子
を
産
む
。
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
。』
こ
の
名
は
、『
神
は
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
』
と
い
う
意

味
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
イ
ザ
ヤ
書
か
ら
の
引
用
で
す
が
、
イ
ザ
ヤ
書
は
メ
シ
ア
預
言
と
し

て
「
わ
た
し
の
主
が
御
自
ら
あ
な
た
た
ち
に
し
る
し
を
与
え
ら
れ
る
。
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
、
男
の
子

を
産
み
そ
の
名
を
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ぶ
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
が
し
る
し
で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
何
を
指
し
示
す
し
る
し
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ヨ
ハ
ネ

福
音
書
三
章
十
六
節
が
証
し
て
い
ま
す
。「
神
は
、
そ
の
独
り
子
を
お
与
え
に
な
っ
た
ほ
ど
に
、
世
を
愛
さ
れ
た
。

独
り
子
を
信
じ
る
者
が
一
人
も
滅
び
な
い
で
、
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
で
あ
る
。」
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、

神
の
愛
の
し
る
し
、
信
じ
る
た
め
の
し
る
し
で
し
た
。
こ
の
人
を
見
よ
。
ま
さ
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
、

す
な
わ
ち
、
十
字
架
と
復
活
の
生
涯
は
、
人
類
の
歴
史
に
与
え
ら
れ
た
神
の
愛
の
具
体
的
な
し
る
し
で
し
た
。
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
私
た
ち
が
「
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
成
り
ま
す
よ
う
に
」
と
告
白
す
る
神
の

愛
の
し
る
し
な
の
で
す
。
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「
究
極
の
選
択
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
台
広
瀬
河
畔
教
会　

望　

月　
　
　

修

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書　

第
六
章
二
四
節

24
「
だ
れ
も
、
二ふ
た

人り

の
主し
ゅ

人じ
ん

に
仕つ
か

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一い
っ

方ぽ
う

を
憎に
く

ん
で
他た

方ほ
う

を
愛あ
い

す
る
か
、
一い
っ

方ぽ
う

に

親し
た

し
ん
で
他た

方ほ
う

を
軽か
ろ

ん
じ
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
は
、
神か
み

と
富と
み

と
に
仕つ
か

え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。」

　
　
　

人
生
に
は
、
様
々
な
選
択
が
あ
り
ま
す
。
生
涯
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
選
択
も
あ
れ
ば
、
そ
の
時
々
に
応
じ
て

為
し
て
行
く
選
択
も
あ
り
ま
す
。
一
度
に
、
幾
つ
か
を
選
択
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
両
天
秤
に
掛
け
る
こ

と
で
誠
実
さ
を
疑
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
人
間
に
は
、
為
し
得
な
い
選
択
も
あ
り
ま
す
。

あ
る
映
画
で
の
話
し
で
す
が
、
戦
時
下
の
ド
イ
ツ
の
強
制
収
容
所
に
、
二
人
の
子
供
を
抱
え
た
母
親
が
連
行
さ

れ
て
来
ま
し
た
。
入
所
す
る
際
に
、
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
る
か
直
ち
に
死
を
意
味
す
る
ガ
ス
室
に
送
る
か
の
選

別
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
既
に
長
い
行
列
が
で
き
て
い
る
の
で
す
が
、
選
別
を
担
当
す
る
兵
士
は
次
々
と
選
別
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を
し
て
行
き
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
本
来
、
人
間
が
し
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
選
別
が
な
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。
二
人
の
子
供
を
抱
え
た
母
親
の
番
に
な
り
ま
し
た
。
選
別
を
担
当
す
る
兵
士
は
、
こ
の
母
親
に
、

連
れ
て
い
る
二
人
の
子
供
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
を
、
ガ
ス
室
に
送
る
選
択
を
す
る
よ
う
に
命
じ
ま
す
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
お
前
た
ち
親
子
三
人
を
皆
、
直
ち
に
ガ
ス
室
に
送
る
、
と
言
う
の
で
す
。
母
親
は
、
錯
乱
し
ま
す
。
が
、

や
む
な
く
選
択
を
し
ま
す
。
生
き
残
っ
た
母
親
は
、
そ
の
後
、
数
奇
に
満
ち
た
生
涯
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
時
、
母
親
が
強
い
ら
れ
た
選
択
も
、
人
間
に
は
為
し
得
な
い
、
ま
た
、
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
選
択
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
先
ほ
ど
読
み
ま
し
た
、
聖
書
の
言
葉
で
す
。
私
た
ち
が
自
分
の
「
主
人
」
を
選
ぶ
際
に
、
主
イ
エ
ス
が

語
ら
れ
た
言
葉
で
す
。「
だ
れ
も
、
二
人
の
主
人
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
つ
ま
り
「
あ
な
た
が
た
は
、
神
と

富
と
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
主
イ
エ
ス
は
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
、
私
た
ち
が
神
に
仕
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
富
に
仕
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
問
う
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
問
わ
れ
て
、
自
分
に
は
「
主
人
」
な
ど
い
ら
な
い
、
と
言
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分

の
主
人
は
、
神
で
も
な
く
、
富
で
も
な
く
、
自
分
自
身
で
あ
る
、
と
強
が
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

自
分
を
支
え
る
も
の
、
頼
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
の
「
神
」
か
「
富
」
か
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、「
富
」

と
し
て
、
財
産
や
地
位
、
経
歴
や
名
誉
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、「
神
」
か
「
富
」
か
の
選
択

は
、
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
為
し
得
る
究
極
的
な
選
択
で
す
。
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
選
択
に
際
し
て
、
大
事
な
こ
と
は
、
私
た
ち
人
間
は
「
神
」
と
「
富
」
と
に
同
時
に
仕

え
る
こ
と
が
「
で
き
な
い
」
と
主
イ
エ
ス
が
告
げ
て
い
る
こ
と
で
す
。
あ
な
た
が
た
は
、
主
人
と
し
て
、
い
ず
れ

か
一
方
し
か
選
ぶ
こ
と
が
「
で
き
な
い
」。
実
は
、
あ
な
た
が
た
は
そ
の
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
こ
で
、
多
く
の
者
は
、「
神
」
で
な
く
、「
富
」
の
方
を
選
択
し
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
実
際
の
私
た
ち
と
い
う
の
は
、
肝
心
な
と
こ
ろ
で
迷
い
始
め
、
結
局
は
ど
っ

ち
つ
か
ず
の
選
択
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、日
頃
は
「
富
」
に
依
存
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

困
っ
て
来
る
と
「
神
」
に
助
け
を
願
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
に
、
取
り
立
て
て
困
ら
な
い
時
に
は
「
神
」
を
信

じ
て
も
よ
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
ざ
困
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
と
「
富
」
に
依
り
頼
む･･･

。
そ
う
い
う

具
合
で
す
。

私
た
ち
の
人
生
の
、
そ
し
て
私
た
ち
の
住
む
世
界
の
混
乱
の
多
く
は
、
こ
の
両
者
に
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
姿
勢

で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
同
時
に
仕
え
よ
う
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
主
イ
エ
ス
の
言
わ
れ
る
「
で
き
な
い
」
こ
と
を
、
あ

え
て
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
主
イ
エ
ス
は
、
そ
れ
は
「
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

う
で
は
な
く
て
、
あ
な
た
が
た
は
、
両
方
を
選
択
す
る
こ
と
が
「
で
き
な
い
」
存
在
で
あ
る
の
に
、
あ
え
て
し
よ

う
と
し
て
い
る
か
ら
問
題
な
の
だ
、
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
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そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
主
イ
エ
ス
は
、
続
く
二
五
節
以
下
に
、
皆
さ
ん
も
よ
く
知
っ
て
い
る
、
有

名
な
説
教
を
し
て
い
ま
す
。「
空
の
鳥
を
よ
く
見
な
さ
い
」。
ま
た
、「
野
の
花
が
ど
の
よ
う
に
育
つ
の
か
、
注
意

し
て
見
な
さ
い
」。
自
然
を
題
材
に
取
り
上
げ
て
、
神
へ
の
信
仰
へ
と
私
た
ち
を
招
い
て
い
ま
す
。「
鳥
は
、
種
も

蒔
か
ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
倉
に
納
め
も
し
な
い
。
だ
が
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
鳥
を
養
っ
て
く
だ
さ
る
。

ま
た
、
野
の
花
は
、
働
き
も
せ
ず
、
紡
ぎ
も
し
な
い
。･･･

今
日
は
生
え
て
い
て
、
明
日
は
炉
に
投
げ
込
ま
れ
る

野
の
草
で
さ
え
、
神
は
こ
の
よ
う
に
装
っ
て
く
だ
さ
る
」。 

私
た
ち
は
、
鳥
よ
り
も
価
値
が
あ
り
、
野
の
花
以
上
に
、

神
か
ら
顧
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
何
よ
り
も
ま
ず
、
神
の
国
と
神
の
義
を
求
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
も
の
は
み
な
加
え
て
与
え
ら
れ
る
。」
と
勧
め
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、「
神
」
と
「
富
」
の
、ど
ち
ら
か
一
方
に
し
か
仕
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、あ
な
た
が
は
、「
神
」

を
主
人
に
し
た
ら
よ
い
。
あ
な
た
が
た
が
い
つ
の
ま
に
か
依
り
頼
ん
で
い
る
「
富
」
も
、
実
は
、
神
の
支
配
の
も

と
に
あ
り
、
神
に
仕
え
る
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
、
と
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
、

詩
情
豊
か
な
譬
え
を
も
っ
て
、
私
た
ち
に
勧
め
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
選
択
が
あ
る
に
せ
よ
、
究
極
的
な
選
択
は
、
ま
ず
、「
神
の
国
」
つ
ま
り
、
神
の
支
配
を
仰
ぎ
求
め
、

「
神
の
義
」
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
を
求
め
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
に
で
き
る
選
択
で
す
。
そ

し
て
、
こ
の
選
択
さ
え
で
き
れ
ば
、
あ
と
の
も
の
は
「
み
な
加
え
て
与
え
ら
れ
る
」
つ
ま
り
、
神
の
見
守
り
と
養
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い
と
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
賭
け
に
も
似
た
選
択
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、こ
の
選
択
さ
え
で
き
れ
ば
、た
と
え
他
の
選
択
に
失
敗
し
て
も
悔
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
、

私
た
ち
の
主
人
と
な
ら
れ
た
神
は
、
私
た
ち
の
失
敗
さ
え
用
い
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
の
救
わ
れ
る
た
め
に
役
立

た
せ
て
く
だ
さ
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
神
を
神
と
す
る
。
そ
れ
が
、
私
た
ち

が
幸
い
な
人
生
を
歩
む
秘
訣
で
あ
り
ま
す
。

旧
約
聖
書
の
信
仰
の
詩
人
も
、
こ
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
ま
す
。「
助
け
を
求
め
て
あ
な
た
に
叫
び
、
救
い
出
さ
れ

　

あ
な
た
に
依
り
頼
ん
で
、
裏
切
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。」（
詩
編
二
二
・
六
）

　

父
な
る
神
。

爽
や
か
な
朝
、
こ
う
し
て
、
一
時
、
日
常
的
な
営
み
か
ら
離
れ
て
、
共
に
神
の
言
葉
を
聞
く
時
を
与
え
ら
れ

ま
し
た
幸
い
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
す
ぐ
に
で
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
選
択
、
先
送
り
し
て
い
る
選
択
が
あ

り
ま
す
。
思
い
悩
み
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
に
、
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
永
遠
な
る
あ
な

た
が
語
り
掛
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
こ
と
に
慰
め
ら
れ
、
励
ま
さ
れ
、
そ
し
て
希
望
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
故
に
、私
た
ち
は
、言
い
表
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
ま
ず
、神
の
国
と
神
の
義
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」と
。

　

こ
の
祈
り
を
、
私
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
よ
っ
て
、
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
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「
わ
た
し
の
母
、
わ
た
し
の
兄
弟
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
野
愛
泉
教
会　

橋　

爪　

忠　

夫

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書　

第
一
二
章
四
六
～
五
〇
節

 

46
イ
エ
ス
が
な
お
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うに
話は
な

し
て
お
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
母は
は

と
兄
き
ょ
う

弟だ
い

た
ち
が
、
話は
な

し
た
い
こ
と
が
あ
っ
て

外そ
と

に
立た

っ
て
い
た
。
47
そ
こ
で
、
あ
る
人ひ
と

が
イ
エ
ス
に
、「
御ご

覧ら
ん

な
さ
い
。
母は
は

上う
え

と
御ご

兄
き
ょ
う

弟だ
い

た
ち
が
、
お

話は
な

し
し
た
い
と
外そ
と

に
立た

っ
て
お
ら
れ
ま
す
」
と
言い

っ
た
。
48
し
か
し
、
イ
エ
ス
は
そ
の
人ひ
と

に
お
答こ
た

え
に
な
っ

た
。「
わ
た
し
の
母は
は

と
は
だ
れ
か
。
わ
た
し
の
兄
き
ょ
う

弟だ
い

と
は
だ
れ
か
。」
49
そ
し
て
、
弟で

子し

た
ち
の
方ほ
う

を
指さ

し

て
言い

わ
れ
た
。「
見み

な
さ
い
。
こ
こ
に
わ
た
し
の
母は

は

、
わ
た
し
の
兄

き
ょ
う

弟だ
い

が
い
る
。
50
だ
れ
で
も
、
わ
た
し
の

天て
ん

の
父ち
ち

の
御み

心こ
こ
ろを
行
お
こ
な
う
人ひ
と

が
、
わ
た
し
の
兄
き
ょ
う

弟だ
い

、
姉し

妹ま
い

、
ま
た
母は
は

で
あ
る
。」　　

　

皆
さ
ん
に
こ
う
い
う
経
験
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
今
、
読
み
ま
し
た
聖
書
箇
所
の
場
面
を
想
像
し
て
も
ら
い
た

い
の
で
、
振
り
返
っ
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
す
。
皆
さ
ん
が
、
家
か
ら
ど
こ
か
に
出
掛
け
て
行
っ
た
。
そ
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の
出
掛
け
た
先
に
、
皆
さ
ん
の
家
の
人
々
、
父
、
母
と
兄
弟
全
員
、
全
家
族
が
掛
け
つ
け
て
来
た
。
も
し
そ
う
い

う
経
験
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
と
き
、
ど
う
い
う
場
面
で
あ
る
か
、
す
ぐ
お
わ
か
り
に
な
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
皆
さ
ん
の
身
に
何
か
一
大
事
が
起
こ
っ
た
、
何
か
出
先
で
よ
く
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
い
う
場
合

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
場
面
を
思
い
出
し
、
あ
る
い
は
想
像
し
て
い
た
だ
く
と
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い

の
が
、
今
読
み
ま
し
た
聖
書
箇
所
の
場
面
で
す
。

「
イ
エ
ス
が
な
お
群
衆
に
話
し
て
お
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
母
と
兄
弟
た
ち
が
、
話
し
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
外

に
立
っ
て
い
た
。」（
四
六
節
）

｜
｜

と
い
う
と
あ
ま
り
緊
張
感
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い

ら
し
い
の
で
す
。
す
で
に
主
イ
エ
ス
は
父
ヨ
セ
フ
を
亡
く
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
こ
に
あ
る
母
と
兄
弟
た
ち
と

は
、
主
イ
エ
ス
の
全
家
族
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
全
家
族
が
、
主
イ
エ
ス
の
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来

た
。
そ
れ
は
た
だ
な
ら
ぬ
こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
全
家
族
、
母
、
兄
弟
た
ち
が
打
ち
揃
っ
て
イ
エ
ス
の
出
先

に
や
っ
て
来
た
の
か
。
こ
の
マ
タ
イ
福
音
書
を
見
ま
す
と
、
そ
の
理
由
ら
し
き
も
の
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
少
し

前
の
一
四
節
に
「
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
出
て
行
き
、
ど
の
よ
う
に
し
て
イ
エ
ス
を
殺
そ
う
か
と
相
談
し
た
。」
と

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
の
中
で
、
旧
約
以
来
の
律
法
、
こ
と
に
安
息
日
の
掟
を
厳
守
す
る
フ
ァ

リ
サ
イ
派
の
主
張
を
主
イ
エ
ス
が
言
葉
と
業
で
、
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
社
会

の
リ
ー
ダ
ー
的
集
団
と
イ
エ
ス
と
の
衝
突
は
激
し
さ
を
増
し
て
行
き
ま
す
。
彼
ら
は
イ
エ
ス
を
「
殺
そ
う
」
と
ま
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で
決
意
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
た
だ
な
ら
ぬ
こ
と
で
し
ょ
う
。
多
分
、
こ
の
噂
を
聞
き
つ
け
た
家
族
は
心
配
で
た
ま

ら
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。「
息
子
が
危
な
い
、
こ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
ら
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
に
殺
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
」。
そ
こ
で
相
当
に
心
配
顔
で
掛
け
つ
け
て
来
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
て
、
主
イ
エ
ス
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
四
七
節
に
「
そ
こ
で
、
あ
る
人
が
イ
エ
ス
に
、『
御

覧
な
さ
い
。
母
上
と
御
兄
弟
た
ち
が
、
お
話
し
し
た
い
と
外
に
立
っ
て
お
ら
れ
ま
す
』」
と
主
イ
エ
ス
に
取
り
次
い

だ
。
そ
れ
に
対
す
る
主
イ
エ
ス
の
お
答
え
は
、
大
方
の
予
想
を
は
る
か
に
越
え
る
驚
く
べ
き
返
事
で
す
。
四
八
節

に
イ
エ
ス
は
こ
う
お
答
え
に
な
り
ま
し
た
。「
わ
た
し
の
母
と
は
だ
れ
か
。
わ
た
し
の
兄
弟
と
は
だ
れ
か
。」
と
。

最
初
に
皆
さ
ん
に
、
こ
れ
に
似
た
場
面
で
の
経
験
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
こ
ん

な
応
え
方
を
す
る
で
し
ょ
う
か
。
多
分
、
違
う
で
し
ょ
う
。「
あ
あ
、
よ
く
来
て
く
れ
た
、
心
配
か
け
て
済
ま
な
か
っ

た
」
と
い
う
よ
う
な
答
え
方
を
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
違
い
ま
す
。
イ
エ
ス
の
一
声
は
「
わ
た

し
の
母
と
は
だ
れ
か
。
わ
た
し
の
兄
弟
と
は
だ
れ
か
」で
す
。
こ
の
答
え
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

聖
書
の
註
解
書
の
中
に
は
、
血
を
分
け
た
肉
親
に
対
す
る
情
の
欠
け
た
、
冷
た
い
言
葉
だ
と
い
う
印
象
を
紹
介
し

て
い
る
文
章
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
主
イ
エ
ス
が
、
モ
ー
セ
の
十
戒
に
あ
る
、「
あ
な
た
の
父
母
を
敬
え
」
と
の
戒

め
を
軽
ん
じ
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
き
っ
と
主
イ
エ
ス
に
は
普
通
の
人
と
は
違
う
、
神
の

子
で
あ
る
主
イ
エ
ス
に
し
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
、そ
し
て
ま
た
自
分
の
母
、兄
弟
が
目
の
前
に
い
る
か
ら
こ
そ
、は
っ
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き
り
さ
せ
た
か
っ
た
こ
と
が
お
あ
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
次
の
言
葉
に
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
四
九
節
に
「
そ
し
て
、
弟
子
た
ち
の
方
を
指
し
て
言
わ
れ
た
。『
見
な

さ
い
。
こ
こ
に
わ
た
し
の
母
、
わ
た
し
の
兄
弟
が
い
る
。
だ
れ
で
も
、
わ
た
し
の
天
の
父
の
御
心
を
行
う
人
が
、

わ
た
し
の
兄
弟
、
姉
妹
、
ま
た
母
で
あ
る
。』」
こ
れ
が
主
イ
エ
ス
の
こ
の
場
面
で
示
し
た
い
こ
と
、
一
般
の
人
々

と
見
方
が
違
う
と
こ
ろ
で
す
。
ご
自
分
が
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
の
謀
略
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
危
険
を
十
分
に
知
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
ご
自
分
の
身
の
危
険
以
上
に
、
大
切
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
大
切
な
こ
と
と
は
、
こ
の
場
面
、
つ
ま
り
ご
自
分
の
血
を
分
け
た
母
親
、
そ
し
て
兄
弟
が
い
る
前
で

こ
そ
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
は
何
か
、
わ
た
し
の
天
の
父
の
御
心
を
行
う

人
こ
そ
、
わ
た
し
の
兄
弟
、
姉
妹
、
わ
た
し
の
母
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
天
の
父
の
御
心
を
行
う
人

｜
｜

ま
さ
に

主
イ
エ
ス
こ
そ
、
そ
れ
に
ご
自
分
を
掛
け
て
い
ま
し
た
。
こ
の
天
の
父
の
御
心
こ
そ
、
ま
た
主
イ
エ
ス
の
心
と
し

た
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
旧
約･

新
約
聖
書
を
貫
く
、
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
神
に
背
き
、

天
の
父
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
を
も
う
一
度
、
天
の
父
の
も
と
に
引
き
戻
す
こ
と
で
す
。
も
う
一
度
、
神
と

人
と
の
つ
な
が
り
、
交
わ
り
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
旧
約
に
は
繰
り
返
し
、
神
が
「
あ
な
た
は
わ

た
し
の
民
と
な
り
、
わ
た
し
は
あ
な
た
の
神
と
な
る
」
と
い
う
神
と
人
と
の
契
約
を
表
す
言
葉
が
出
て
来
ま
す
。

そ
し
て
主
イ
エ
ス
は
そ
れ
を
「
神
の
国
」
と
表
現
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
神
と
招
か
れ
た
人
々
が
共
に
い
る
と
こ
ろ
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と
い
う
意
味
で
す
。
人
の
思
い
や
、
人
情
よ
り
も
、
天
の
父
の
人
々
に
対
す
る
本
当
の
御
心
、
人
に
差
し
出
さ
れ

た
救
い
の
御
心
を
優
先
し
、
何
よ
り
も
、
人
々
に
焼
き
つ
け
る
よ
う
な
仕
方
で
、
示
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
弟

子
た
ち
を
指
し
て
、
こ
こ
に
わ
た
し
の
母
、
わ
た
し
の
兄
弟
が
い
る
」
と
言
わ
れ
た
。
何
と
印
象
深
い
言
葉
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
教
会
で
は
、
こ
の
主
イ
エ
ス
の
言
葉
に
従
っ
て
、
互
い
に
兄
弟
、
姉
妹
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

主
よ
、
わ
た
し
た
ち
を
、
わ
た
し
た
ち
の
父
の
御
心
を
わ
か
る
も
の
と
し
、
ま
た
わ
た
し
た
ち
の
父
の
御
心

を
行
う
も
の
と
し
て
下
さ
い
。
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「
聖
な
る
夜
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　仙

台
五
橋
教
会　

宮　

川　

経　

宣

ル
カ
に
よ
る
福
音
書　

二
章
十
二
節

「 

12
あ
な
た
が
た
は
、
布ぬ
の

に
く
る
ま
っ
て
飼か

い
葉ば

桶お
け

の
中な
か

に
寝ね

て
い
る
乳ち

飲の

み
子ご

を
見み

つ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
あ
な
た
が
た
へ
の
し
る
し
で
あ
る
。」

　
　
　

御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
ル
カ
福
音
書
二
章
の
羊
飼
い
た
ち
に
、
御
子
の
誕
生
を
伝
え
る
天
使
の

言
葉
に
よ
れ
ば
「
恐
れ
る
な
。
わ
た
し
は
、
民
全
体
に
与
え
ら
れ
る
大
き
な
喜
び
を
告
げ
る
。
今
日
ダ
ビ
デ
の
町

で
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
救
い
主
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
こ
の
方
こ
そ
主
メ
シ
ア
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
は
、

布
に
く
る
ま
っ
て
飼
い
葉
桶
の
中
に
寝
て
い
る
乳
飲
み
子
を
見
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
あ
な
た
が
た
へ
の
し

る
し
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
で
最
も
貧
し
く
さ
れ
た
神
の
御
子
は
、
家
畜
小
屋
で
生

ま
れ
、
飼
い
葉
桶
の
中
に
寝
か
さ
れ
た
、
こ
の
上
な
く
貧
し
い
誕
生
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
二
章
八
～
二
〇
節
を
黙
想
し
な
が
ら
、
疑
問
に
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
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は
、
羊
飼
い
た
ち
は
、
こ
の
天
使
の
言
葉
を
聞
い
て
、
果
た
し
て
ど
こ
へ
行
っ
て
、
乳
飲
み
子
を
探
し
当
て
た
の
か
、

ま
た
ど
う
し
て
、
天
使
が
告
げ
る
「
大
き
な
喜
び
」
を
探
し
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
思
う
の
で
す
。

ベ
ツ
レ
ヘ
ム
近
く
の
野
原
で
、
野
宿
し
な
が
ら
夜
通
じ
羊
の
群
れ
の
番
を
し
て
い
た
羊
飼
い
た
ち
に
、
天
使
か

ら
救
い
主
誕
生
の
知
ら
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
救
い
主
は
、「
布
に
く
る
ま
っ
て
飼
い
葉
桶
に
寝
て
い
る
」（
十
二

節
）
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
て
羊
飼
い
た
ち
は
、
急
い
で
探
し
に
出
か
け
た
の
で
す
が
、
さ
て
、
一
体
彼
ら

は
ど
こ
に
探
し
に
行
け
ば
見
つ
か
る
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
救
い
主
は
「
飼
い
葉
桶
に
寝
て
い
る
」
と
言
う

の
で
す
か
ら
、そ
こ
か
ら
推
測
で
き
る
の
は
家
畜
小
屋
で
す
。
で
は
、家
畜
小
屋
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
も
し
か
し
た
ら
私
た
ち
は
、
野
原
で
野
宿
し
て
い
た
羊
飼
い
た
ち
が
町
に
向
か
い
、
家
の
裏
側
に
付
属

し
て
い
る
馬
小
屋
や
牛
小
屋
の
よ
う
な
場
所
を
一
軒
一
軒
訪
ね
歩
き
な
が
ら
、
遂
に
飼
い
葉
桶
の
乳
飲
み
子
を
探

し
当
て
る
羊
飼
い
た
ち
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
当
時
の
家
畜
小
屋
は
、
家
の
と
な
り
に
建
て
ら
れ
た
木
製
の
小
屋
で
は
な
く
て
、
郊
外
の
丘
の
よ

う
な
場
所
に
あ
る
洞
穴
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
推
察
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
洞
穴
は
、
他
人
の
馬
小

屋
で
も
家
畜
小
屋
で
も
な
く
、
羊
飼
い
自
身
が
自
分
の
飼
っ
て
い
る
羊
を
囲
い
、
休
ま
せ
る
た
め
の
家
畜
小
屋
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
野
原
か
ら
羊
を
休
ま
せ
る
た
め
に
洞
穴
に
帰
っ
て
き

た
ら
、
中
に
見
知
ら
ぬ
若
い
夫
婦
が
い
て
、
し
か
も
飼
い
葉
桶
の
中
に
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
乳
飲
み
子
が
寝
か
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さ
れ
て
い
た
と
い
う
驚
く
べ
き
光
景
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
す
。

今
ま
で
は
、
羊
飼
い
た
ち
は
、
救
い
主
が
い
る
家
畜
小
屋
を
一
軒
一
軒
探
し
歩
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
羊
飼
い
た
ち
は
、「
飼
い
葉
桶
に
寝
て
い
る
乳
飲
み
子
」
を
、
わ
ざ
わ
ざ
探
し
に
行
っ
た
の
で

は
な
く
、
羊
を
放
牧
し
、
野
宿
し
、
そ
こ
で
天
使
の
言
葉
を
聞
い
て
、
羊
を
休
ま
せ
る
た
め
に
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
自

分
た
ち
の
家
畜
小
屋
に
戻
っ
て
来
る
と
、
何
と
そ
こ
に
乳
飲
み
子
主
イ
エ
ス
を
探
し
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
驚
く
べ
き
出
来
事
が
待
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

事
実
、
現
在
、
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
降
誕
教
会
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
が

生
ま
れ
た
と
伝
承
さ
れ
る
洞
窟
の
上
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
降
誕
教
会
か
ら
近
く
の
と
こ
ろ
に
、

「
羊
飼
い
の
野
」
教
会
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
探
し
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
た
ち
の

生
活
圏
の
中
に
あ
る
近
く
の
洞
窟
を
見
て
回
っ
た
ほ
ど
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
こ
か
ら
天
使
が
告
げ
る
真
の
救
い
や
喜
び
と
い
う
も
の
は
、
何
か
特
別
な
生
活
や
人
生
の
場
所
を
探
し
当
て

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
た
ち
が
、
自
分
自
身
の
生
活
の
中
で
探
し
当
て
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
示
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
真
の
救
い
や
喜
び
と
い
う
も
の
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
生
活
の
た

だ
中
に
、
当
た
り
前
に
過
ご
し
て
い
る
と
気
づ
か
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
羊
飼
い
た
ち
は
、
そ
れ
が
救
い
主
で
あ
る
と
、
喜
び
で
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
が
、
探

し
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
天
使
の
御
告
げ
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。「
今
日
ダ

ビ
デ
の
町
で
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
救
い
主
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
こ
の
方
こ
そ
主
メ
シ
ア
で
あ
る
。
あ
な

た
が
た
は
布
に
く
る
ま
っ
て
飼
い
葉
桶
の
中
に
寝
て
い
る
乳
飲
み
子
を
見
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
あ
な
た
が

た
へ
の
し
る
し
で
あ
る
」
こ
の
御
言
葉
こ
そ
、
羊
飼
い
た
ち
は
、
日
常
生
活
の
中
の
一
場
面
、
一
つ
の
出
来
事
の

中
に
あ
る
大
き
な
救
い
、
大
き
な
喜
び
に
気
づ
く
こ
と
が
出
来
た
、
不
思
議
な
し
る
し
を
探
し
当
て
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
か
ら
ロ
ー
マ
人
へ
手
紙
十
章
八
節
の
「
御
言
葉
は
あ
な
た
の
近
く
に
あ
り
、

あ
な
た
の
口
、
あ
な
た
の
心
に
あ
る
」
と
い
う
聖
書
の
御
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
思
い
ま
す
。

約
二
千
年
前
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
、
神
さ
ま
は
天
使
を
通
し
て
、
救
い
主
の
誕
生
を
羊
飼
い
た
ち
に
語
り
か
け
ま

し
た
。
イ
ブ
の
夜
、
目
に
見
え
る
天
使
が
現
れ
、
私
た
ち
に
神
の
御
告
げ
を
語
っ
て
く
だ
さ
る
か
ど
う
か
わ
か
り

ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
神
は
「
何
か
」
を
通
し
て
私
た
ち
に
い
つ
も
語
り
か
け
て
い
ま
す
。
そ
の
最
た
る
も
の
が

聖
書
の
御
言
葉
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
今
、
聖
書
は
私
た
ち
に
対
し
て
、
あ
な
た
に
も
救
い
主
が

生
ま
れ
る
。
あ
な
た
に
も
救
い
を
探
し
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
な
た
も
救
い
を
見
る
、
と
。
そ
れ
が
、
聖
書

を
通
し
て
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
神
の
救
い
の
約
束
な
の
で
す
。

こ
の
神
の
約
束
が
、
そ
の
言
葉
通
り
に
実
現
す
る
の
を
私
た
ち
が
見
る
と
き
、
実
感
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
心
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か
ら
神
を
崇
め
、神
を
賛
美
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。で
は
私
た
ち
は
、約
束
の
救
い
を
ど
こ
で
見
る
の
で
し
ょ

う
か
？
そ
れ
は
自
分
が
期
待
し
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
自
分
が
願
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
な
く
、
む
し

ろ
自
分
が
思
い
も
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
自
分
が
願
い
も
し
な
か
っ
た
現
実
の
中
に
、
真
の
救
い
が
実
現
し
て

い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
救
い
の
し
る
し
な
の
で
す
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
神
の
御
子
で
あ
り
な
が
ら
、
神
の
子
に
全
く
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
こ
ろ
を
誕
生
の
場
と

さ
れ
ま
し
た
。
王
の
宮
殿
で
も
、
人
の
家
で
も
な
く
、
最
も
貧
し
く
、
み
す
ぼ
ら
し
い
洞
穴
の
家
畜
小
屋
で
、
最

も
弱
い
乳
飲
み
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
全
く
期
待
や
願
い
通
り
に
な
ら
な
い
私
た
ち
の
日
常
生
活
や

苦
悩
の
人
生
を
歩
む
私
た
ち
に
、
御
言
葉
を
与
え
、
そ
の
私
た
ち
の
ま
ま
な
ら
な
い
人
生
や
生
活
を
十
分
に
知
り
、

理
解
し
、
共
に
い
て
励
ま
し
、
支
え
る
た
め
に
、
神
の
御
子
が
弱
い
人
間
の
姿
と
な
ら
れ
た
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。

　
〔
祈　

り
〕

独
り
子
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
こ
の
世
に
降
し
、
私
た
ち
の
救
い
主
と
し
て
、
遣
わ
そ
う
と
さ
れ
る
父
な

る
神
よ
、
あ
な
た
の
愛
と
そ
の
深
い
恵
み
に
心
か
ら
感
謝
を
さ
さ
げ
、
あ
な
た
の
大
い
な
る
聖
名
を
崇
め
ま
す
。

今
日
、
あ
な
た
か
ら
特
別
な
る
愛
の
賜
物
、
私
た
ち
の
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
が
知
ら
さ
れ
、
神
様
、

あ
な
た
が
私
た
ち
一
人
一
人
の
生
活
と
そ
の
人
生
に
お
い
て
、ど
の
よ
う
な
時
で
も
、私
た
ち
の
心
に
寄
り
添
い
、
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相
応
し
い
支
え
と
助
け
を
し
、
日
々
の
疲
れ
と
そ
の
傷
を
癒
し
、
罪
を
背
負
い
、
赦
し
て
く
だ
さ
る
事
を
約
束

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
約
束
と
救
い
は
、
い
つ
も
御
言
葉
を
も
っ
て
、
私
た
ち
の
近
く
に
あ
る
こ
と
を
教

え
ら
れ
ま
し
た
。
本
当
に
私
た
ち
が
い
つ
も
あ
な
た
に
愛
さ
れ
、
大
切
に
必
要
に
思
い
、
憐
み
に
満
ち
た
救
い

を
与
え
満
た
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
真
の
幸
せ
を
思
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

愛
の
主
よ
、
こ
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
愛
と
救
い
の
出
来
事
が
、
こ
の
暗
く
冷
た
い
現
実
、
闇
と
争
い
多
い
こ
の
世

界
に
あ
っ
て
、
真
の
光
と
救
い
で
照
ら
さ
れ
、
主
イ
エ
ス
の
誕
生
が
、
ど
う
か
、
全
て
の
人
々
の
心
の
闇
に
、

平
和
と
喜
び
と
希
望
の
一
筋
の
光
と
し
て
灯
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。
今
、
特
に
心
に
深
い
傷
を
負
い
、

痛
み
と
苦
悩
を
抱
え
る
者
、
絶
望
と
困
難
に
耐
え
て
い
る
者
、
ま
た
不
安
と
恐
れ
を
覚
え
る
者
に
、
ど
う
ぞ
御

言
葉
の
光
と
真
の
救
い
へ
の
導
き
を
注
ぎ
、
こ
の
闇
の
中
で
も
光
輝
く
、
幼
子
イ
エ
ス
に
出
会
う
時
を
与
え
、

主
に
あ
る
温
か
い
交
わ
り
の
時
を
備
え
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
の
祈
り
を
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
よ
っ

て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
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「
ま
こ
と
の
光
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
巻
山
城
町
教
会　

関　

川　

祐
一
郎

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書　

第
一
章
一
～
一
三
節

1
初は
じ

め
に
言
こ
と
ば
が
あ
っ
た
。
言
こ
と
ば
は
神か
み

と
共と
も

に
あ
っ
た
。
言
こ
と
ば
は
神か
み

で
あ
っ
た
。

2
こ
の
言
こ
と
ば
は
、
初は
じ

め
に
神か
み

と
共と
も

に
あ
っ
た
。3
万ば
ん

物ぶ
つ

は
言
こ
と
ば
に
よ
っ
て
成な

っ
た
。
成な

っ
た
も
の
で
、言
こ
と
ば
に
よ
ら
ず
成な

っ
た
も
の
は
何な
に

一ひ
と

つ
な
か
っ

た
。

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
。

6
神か
み

か
ら
遣つ
か

わ
さ
れ
た
一ひ
と

人り

の
人ひ
と

が
い
た
。そ
の
名な

は
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
。7
彼か
れ

は
証あ
か

し
を
す
る
た
め
に
来き

た
。

光ひ
か
りに
つ
い
て
証あ
か

し
を
す
る
た
め
に
、
ま
た
す
べ
て
の
人ひ
と

が
彼か
れ

に
よ
っ
て
信し
ん

じ
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

8
彼か
れ

は
光
ひ
か
り
で
は
な
く
、
光
ひ
か
り
に
つ
い
て
証あ
か

し
を
す
る
た
め
に
来き

た
。

9
そ
の
光
ひ
か
り
は
、
ま
こ
と
の
光
ひ
か
り
で
、
世よ

に
来き

た
す
べ
て
の
人ひ
と

を
照て

ら
す
の
で
あ
る
。
10
言こ
と
ばは
世よ

に
あ
っ
た
。
世よ

は
言
こ
と
ば
に
よ
っ
て
成な

っ
た
が
、
世よ

は
言
こ
と
ば
を

認み
と

め
な
か
っ
た
。
11
言こ
と
ばは
自じ

分ぶ
ん

の
民た
み

の
と
こ
ろ
へ
来き

た
が
、
民た
み

は
受う

け
入い

れ
な
か
っ
た
。
12
し
か
し
、
言
こ
と
ば
は
、
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自じ

分ぶ
ん

を
受う

け
入い

れ
た
人ひ
と

、
そ
の
名な

を
信し
ん

じ
る
人ひ
と

々び
と

に
は
神か
み

の
子こ

と
な
る
資し

格か
く

を
与あ
た

え
た
。
13
こ
の
人ひ
と

々び
と

は
、

血ち

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
肉に
く

の
欲よ
く

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人ひ
と

の
欲よ
く

に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
神か
み

に
よ
っ
て
生う

ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

聖
書
は
し
ば
し
ば
神
さ
ま
か
ら
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
神
さ
ま
が
わ
た
し
た
ち
人
間

を
ど
れ
ほ
ど
愛
し
て
お
ら
れ
る
の
か
、
こ
の
神
さ
ま
の
愛
が
一
貫
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
聖
書
に
綴
ら

れ
る
一
つ
一
つ
の
言
葉
は
、
神
さ
ま
が
わ
た
し
た
ち
に
語
り
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。
そ
の
言
葉
は

時
に
わ
た
し
た
ち
を
励
ま
し
、
時
に
わ
た
し
た
ち
の
心
を
打
ち
砕
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
言
葉
も
神

さ
ま
が
わ
た
し
た
ち
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
、
語
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
に
関
心
を
寄
せ
続
け

て
く
だ
さ
り
、
ど
こ
ま
で
も
わ
た
し
た
ち
と
関
わ
り
を
持
と
う
と
し
て
く
だ
さ
る
、
そ
れ
が
聖
書
の
証
す
る
神
さ

ま
の
姿
で
す
。
神
さ
ま
の
愛
は
永
遠
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
中
途
半
端
な
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
神
さ
ま
が
わ
た
し
た
ち
を
愛
す
る
と
決
意
し
て
く
だ
さ
っ
た
以
上
、
徹
底
的
に
わ
た
し
た
ち
を
愛
し
抜
い

て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
神
さ
ま
が
わ
た
し
た
ち
を
愛
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
こ
の
愛
は
神
さ
ま
が
愛
す
る
独
り

子
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
、
こ
の
出
来
事
の
中
に
究
極
的
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
聖

書
は
主
イ
エ
ス
が
「
光
」
と
し
て
わ
た
し
た
ち
の
も
と
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
特
に
今
日
与
え
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ら
れ
た
聖
書
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書1

章9

節
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
そ
の
光
は
、
ま
こ
と
の
光
で
、
世
に
来
て
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
の
で
あ
る
」

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
が
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
世
界
と
わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
を
照
ら
す
「
ま
こ

と
の
光
」
と
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
世
に
到
来
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

で
は
、
光
と
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
光
は
暗
闇
の
中
で
わ
た
し
た
ち
の
足

も
と
、
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
の
歩
み
を
照
ら
す
道
し
る
べ
と
な
り
ま
す
。
暗
い
夜
道
、
光
が
無
け
れ
ば
わ
た
し
た

ち
は
道
を
さ
ま
よ
い
、
目
的
地
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
わ
た
し
た
ち
が
暗
闇
の
中
で
恐
怖
や

不
安
を
覚
え
る
と
き
、
そ
こ
に
差
し
込
む
光
は
わ
た
し
た
ち
に
安
心
を
与
え
、
希
望
を
与
え
ま
す
。4

年
前
東
日

本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
時
、
わ
た
し
が
暮
ら
し
て
い
る
石
巻
は
街
の
明
か
り
が
消
え
、
夜
に
な
る
と
真
っ
暗
闇
で

し
た
。
夜
道
に
時
お
り
通
る
車
の
ラ
イ
ト
だ
け
が
異
様
に
明
る
く
何
か
を
照
ら
し
て
い
ま
し
た
。
震
災
後
し
ば
ら

く
経
っ
て
よ
う
や
く
街
の
街
灯
に
明
か
り
が
灯
っ
た
と
き
、
何
と
も
言
え
な
い
安
堵
感
に
包
ま
れ
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
暗
闇
の
中
に
置
か
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
光
が
あ
る
の
と
な
い
の
と
で
は
そ
の
安
心
感

は
全
く
違
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
は
、
闇
の
中
に
あ
っ
て
何
と
か
光
を
見
出
し
た
い
、
希
望
を
見
出

し
た
い
と
願
う
も
の
な
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
潜
在
的
に
光
を
求
め
る
存
在
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ

う
。　
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ま
た
わ
た
し
た
ち
が
光
の
そ
ば
に
近
づ
く
と
き
、
光
が
発
す
る
熱
は
ほ
の
か
に
わ
た
し
た
ち
を
暖
め
て
く
れ
ま

す
。
さ
ら
に
光
は
わ
た
し
た
ち
自
身
を
も
照
ら
し
、
輝
か
せ
、
わ
た
し
た
ち
の
存
在
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
く
れ

ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
自
分
で
光
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
光
が
照
ら
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た

ち
は
輝
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
他
人
を
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
。

光
が
な
け
れ
ば
自
分
が
何
者
な
の
か
、
そ
の
存
在
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
光
が
無
け

れ
ば
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
世
界
で
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
す
。

神
さ
ま
は
天
地
創
造
の
最
初
に
「
光
あ
れ
」
と
語
り
、
こ
の
世
界
に
光
を
造
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
の
中
に
も
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
「
光
」
と
い
う
も
の
が
い
か
に
重
要
で
あ
り
、
生
き
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
光
は
神
さ
ま
ご
自
身
が
わ
た
し
た
ち
に
与
え
て
く
だ
さ
っ
た

大
い
な
る
賜
物
な
の
で
す
。

光
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
ま
こ
と
の
光
で
あ
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
こ
そ
わ
た
し
た
ち
の
歩
み
を
照
ら
す
光
で

あ
り
、
闇
の
中
に
あ
っ
て
平
安
と
希
望
を
与
え
て
く
だ
さ
る
お
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
は
わ
た
し

た
ち
が
弱
っ
て
い
る
と
き
、
苦
し
み
や
悲
し
み
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
震
え
て
い
る
時
、
そ
の
わ
た
し

た
ち
を
優
し
く
包
ん
で
あ
た
た
め
、
慰
め
と
癒
し
を
与
え
て
く
だ
さ
る
お
方
な
の
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
罪
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と
い
う
闇
に
覆
わ
れ
て
い
た
わ
た
し
た
ち
を
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
ま
こ
と
の
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
て
く

だ
さ
る
存
在
な
の
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
ま
こ
と
の
光
で
あ
ら
れ
る
お
方
が
、
罪
の
闇
に
陥
っ
て
い

た
わ
た
し
た
ち
を
再
び
神
さ
ま
の
御
前
に
輝
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
お
方
が
今
か
ら
約
二
千
年
前
に
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
と
い
う
小
さ
な
町
の
片
隅
に
、
貧
し
い
赤
ん
坊
の
姿
で
お

生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
喜
び
と
大
い
な
る
恵
み
が
ク
リ
ス
マ
ス
の
出
来
事
で
す
。。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
わ
た
し
た
ち
が
神
さ
ま
の
御
前
に
豊
か
に
生
き
る
た
め
に
、
無
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
到
来
、
十
字
架
の
死
と
復
活
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
罪
が
赦

さ
れ
、
罪
か
ら
の
救
い
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
す
べ
て

の
罪
を
背
負
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
こ
の
主
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
犠
牲
、
そ
し
て
復
活
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
キ

リ
ス
ト
の
復
活
の
命
、
永
遠
の
命
を
受
け
継
ぐ
者
と
さ
れ
た
の
で
す
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
今
な
お
「
ま
こ
と
の
光
」
と
し
て
わ
た
し
た
ち
を
照
ら
し
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

進
む
べ
き
道
に
迷
っ
て
い
る
時
に
は
わ
た
し
た
ち
の
進
む
べ
き
道
を
照
ら
し
、
わ
た
し
た
ち
が
苦
し
み
や
悲
し
み

の
中
に
あ
り
弱
っ
て
い
る
時
に
は
わ
た
し
た
ち
を
そ
の
背
中
に
背
負
い
、
励
ま
し
強
め
慰
め
を
与
え
て
く
だ
さ
い

ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
存
在
に
自
身
が
持
て
な
い
時
、
わ
た
し
た
ち
自
身
を
照
ら
し
、
神
さ
ま
の
御
前
に

生
き
る
わ
た
し
た
ち
の
存
在
意
義
を
も
示
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
暗
闇
の
中
で
決
し
て
さ
迷
う
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こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
い
つ
も
共
に
い
て
く
だ
さ
る
、
そ
れ
が
ま
こ
と
の
光
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
す
。

ま
こ
と
の
光
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
わ
た
し
た
ち
か
ら
遠
く
離
れ
た
は
る
か
彼
方
か
ら
、
わ
た
し
た

ち
を
小
さ
く
照
ら
す
光
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
の
た
だ
中
で
、
わ
た
し
た
ち
に
最
も
近
い
場
所
で
わ
た

し
た
ち
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
最
も
低
き
に
降
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
に
仕
え
、
わ

た
し
た
ち
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
、
こ
れ
が
ま
こ
と
の
光
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
ま
こ
と
の
救
い
主
の
姿
な
の

で
す
。

神
さ
ま
が
わ
た
し
た
ち
に
望
ん
で
お
ら
れ
る
こ
と
は
、神
さ
ま
が
最
高
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
与
え
て
く
だ
さ
っ

た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
わ
た
し
た
ち
が
「
ま
こ
と
の
光
」
と
し
て
受
け
止
め
、
す
べ
て
を
こ
の
お
方
に
委
ね
て
、

わ
た
し
た
ち
自
身
を
明
け
渡
し
て
歩
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
の
中
に
こ
そ
、
真
の
幸
福
と
平
安
、
そ
し

て
喜
び
が
あ
る
と
聖
書
は
語
る
の
で
す
。
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「
も
う
泣
か
な
く
と
も
よ
い
」

東
北
学
院
中
学
校
・
高
等
学
校 

宗
教
主
任　

松　

井　

浩　

樹

ル
カ
に
よ
る
福
音
書　

第
七
章
一
一
節
～
一
七
節

 

11
そ
れ
か
ら
間ま

も
な
く
、
イ
エ
ス
は
ナ
イ
ン
と
い
う
町ま
ち

に
行い

か
れ
た
。
弟で

子し

た
ち
や
大お
お

勢ぜ
い

の
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うも
一い
っ

緒し
ょ

で
あ
っ
た
。
12
イ
エ
ス
が
町ま
ち

の
門も
ん

に
近ち
か

づ
か
れ
る
と
、
ち
ょ
う
ど
、
あ
る
母は
は

親お
や

の
一ひ
と

人り

息む
す

子こ

が
死し

ん
で
、
棺か
ん

が
担か
つ

ぎ
出だ

さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
の
母は
は

親お
や

は
や
も
め
で
あ
っ
て
、
町ま
ち

の
人ひ
と

が
大お
お

勢ぜ
い

そ
ば
に
付つ

き
添そ

っ

て
い
た
。
13
主し
ゅ

は
こ
の
母は
は

親お
や

を
見み

て
、
憐あ
わ

れ
に
思お
も

い
、「
も
う
泣な

か
な
く
て
も
よ
い
」
と
言い

わ
れ
た
。
14
そ

し
て
近ち
か

づ
い
て
棺か
ん

に
手て

を
触ふ

れ
ら
れ
る
と
、担か
つ

い
で
い
る
人ひ
と

た
ち
は
立た

ち
止ど

ま
っ
た
。イ
エ
ス
は
、「
若わ
か

者も
の

よ
、

あ
な
た
に
言い

う
。
起お

き
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ
た
。
15
す
る
と
、死し

人に
ん

は
起お

き
上あ

が
っ
て
も
の
を
言い

い
始は
じ

め
た
。

イ
エ
ス
は
息む
す

子こ

を
そ
の
母は
は

親お
や

に
お
返か
え

し
に
な
っ
た
。
16
人ひ
と

々び
と

は
皆み
な

恐お
そ

れ
を
抱い
だ

き
、
神か
み

を
賛さ
ん

美び

し
て
、「
大だ
い

預よ

言げ
ん

者し
ゃ

が
我わ
れ

々わ
れ

の
間
あ
い
だ
に
現
あ
ら
わ
れ
た
」
と
言い

い
、
ま
た
、「
神か
み

は
そ
の
民た
み

の
心
こ
こ
ろ
に
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
」
と
言い

っ
た
。

17
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
こ
の
話
は
な
し
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
全ぜ
ん

土ど

と
周ま
わ

り
の
地ち

方ほ
う

一い
っ

帯た
い

に
広ひ
ろ

ま
っ
た
。
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今
日
は
、「
ナ
イ
ン
の
や
も
め
」
と
い
う
ル
カ
福
音
書
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
物
語
で
す
。「
や
も
め
」
と
い
う

言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
で
す
が
、
要
す
る
に
、
配
偶
者
で
あ
る
夫
が
何
か
し
ら
の
事
情

で
亡
く
な
っ
て
母
親
と
子
供
だ
け
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
う
い
う
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を「
や

も
め
」
と
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
逆
の
場
合
、
父
と
子
ど
も
の
場
合
は
「
男
や
も
め
」
と
い
う
呼
び
方
も
あ

る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
残
さ
れ
た
一
人
息
子
と
ひ
っ
そ
り
と
過
ご
し
て
い
た
、
そ
う
い
う
女
性
の
物
語

な
の
で
す
。
今
、
ひ
っ
そ
り
と
生
活
を
し
て
い
た
と
い
い
ま
し
た
が
、
か
な
り
厳
し
い
状
況
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
当
時
の
社
会
で
は
十
分
な
社
会
保
障
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
何
か
し
ら
の

理
由
が
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
先
祖
が
何
か
悪
い
こ
と
を
や
っ
た
か
ら
、
で
あ
る
と
か
い
や
こ
の
女
性
自
身
に
何

か
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
そ
の
報
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
よ
う
な
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

助
け
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、白
い
目
で
見
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た･･･

だ
か
ら
ひ
っ
そ
り
と
、目
立
た
ぬ
よ
う
、

生
活
を
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
事
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
ず
、
そ
の
一
緒
に
ひ
っ
そ
り
と
生

活
を
し
て
い
た
息
子
ま
で
も
、
何
か
し
ら
の
理
由
で
亡
く
な
っ
た･･･

そ
う
い
う
悲
し
み
の
極
み
の
よ
う
な
状
況

の
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
、
お
さ
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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そ
こ
に
主
イ
エ
ス
が
、通
り
か
か
る
の
で
す
。
一
三
節
に
は
、主
イ
エ
ス
も
彼
女
を
見
て
「
か
わ
い
そ
う
に
思
い
、

「
泣
か
な
く
と
も
よ
い
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
主
イ
エ
ス
は
、
そ
の
亡
く
な
っ
た
一
人
息
子
を
よ
み
が
え

ら
せ
た
。
と
い
う
形
で
物
語
は
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
良
く
考
え
ま
す
と
、
こ
の
主
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
よ
み
が
え
っ
た
息
子
も
、
ま
た
亡
く
な
っ
た
の
で
す
。

主
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
仮
に
、
よ
み
が
え
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
二
千
年
た
っ
た
今
も
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
の
で

は
な
い
の
で
す
。
や
は
り
、
や
が
て
い
つ
か
は
ま
た
、
死
ん
だ
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
日
の
こ
の
物
語
の
中
心
は
、

「
死
人
が
主
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
よ
み
が
え
っ
た
」
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
え
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
今
日
の
こ
の
記
事
の
中
心
的
テ
ー
マ
は
、
死
に
よ
る
悲
劇
と
い
う
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
最
大
の
問

題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
す
。
す
べ
て
の
人
は
た
し
か
に
必
ず
死
を
む
か
え
ま
す
。
し
か
も
、そ
の
死
に
も
様
々

な
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。
愛
す
る
人
た
ち
に
囲
ま
れ
、
看
取
ら
れ
て
天
寿
を
全
う
す
る
死
と
、

突
然
の
災
害
や
事
故
に
よ
っ
て
若
者
が
命
を
失
う
の
と
を
同
じ
死
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
高
齢
者
の
孤
独
死
、
戦
場

に
お
け
る
若
者
の
犠
牲
死
。
あ
る
い
は
貧
困
に
よ
る
幼
児
の
餓
死
や
病
死
の
ケ
ー
ス
も
大
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
死
の
本
質
は
、
関
係
の
喪
失
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
す
べ
て
の
関
係
が

断
た
れ
る
ゆ
え
に
、
悲
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
な
ら
ば
、
今
日
の
ナ
イ
ン
の
女
性
の
悲
劇
は
、
引
き
裂

か
れ
て
し
ま
っ
た
息
子
と
の
関
係
性
で
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
こ
の
物
語
は
「
イ
エ
ス
は
息
子
を
そ
の
母
に
お
返
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し
に
な
っ
た
」、
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
旦
、
引
き
裂
か
れ
た
関
係
は
主
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
回

復
さ
れ
た
、
と
こ
の
物
語
は
結
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
主
イ
エ
ス
の
言
動
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
物
語
で
は
こ
の
女
性
も
ま
た
周
囲
の
人

た
ち
も
、
一
言
も
「
癒
し
て
く
だ
さ
い
」
と
か
「
生
き
返
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
主
イ
エ
ス
の
方
か
ら
も
「
信
じ
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
す
ら
も
発
せ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
何
も
お
願
い
も

頼
み
も
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、「
泣
く
な
」
と
宣
言
を
さ
れ
た
。
女
性
は
何
も
反
応
を
し
て
い
な
い
の
に
も
関
わ
ら

ず
、
無
言
で
棺
に
近
づ
き
触
っ
て
、
若
者
を
生
き
返
ら
せ
る
の
で
す
。
こ
こ
で
は
「
信
じ
る
な
ら
ば
」
と
か
、
イ

エ
ス
に
願
う
と
い
う
言
葉
や
行
為
が
全
く
な
い
と
こ
ろ
の
出
来
事
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
「
泣
く
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
、
今
泣
い
て
い
る
す
べ
て
の
人
に
無
償
で
与
え
ら

れ
て
い
る
と
、
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
で
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
主
イ
エ
ス
は
ま
ず
、
や
も
め
の
女
性
を

見
て
「
憐
れ
に
思
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
憐
れ
に
思
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
実
は
聖
書
の
中
で
、
福
音
書

で
し
か
見
ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
り
主
イ
エ
ス
が
か
な
り
、
そ
う
と
う
深
く
哀
れ
ま
れ
た
と
い
う
時
に
し
か
用
い
ら

れ
な
い
言
葉
な
の
で
す
。
も
う
少
し
、
具
体
的
に
い
ま
す
と
主
イ
エ
ス
が
、
そ
の
夫
に
続
い
て
一
人
息
子
に
も
先

立
た
れ
た
、
世
間
の
目
も
厳
し
い
、
生
活
す
る
あ
て
も
な
い
、
生
き
る
希
望
さ
え
も
失
っ
た
こ
の
女
性
を
見
て
主

イ
エ
ス
は
、
内
臓
が
ね
じ
れ
る
く
ら
い
の
深
い
憐
れ
み
と
同
情
を
覚
え
ら
れ
て
、
思
わ
ず
口
か
ら
ほ
と
ば
し
っ
た
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言
葉
が
「
憐
れ
に
思
い
、「
も
う
泣
か
な
く
と
も
よ
い
」
と
続
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

数
日
前
の
日
曜
日
で
、
震
災
か
ら
四
年
と
七
ヶ
月
が
た
ち
ま
し
た
。
宮
城
県
の
中
だ
け
で
も
、
震
災
関
連
死
を

含
め
て
、一
万
五
四
二
人
の
方
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。少
し
減
少
し
た
と
は
い
え
一
二
三
九
人
の
方
々
が
い
ま
な
お
、

行
方
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
目
で
周
り
を
見
る
と
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
復
興
住
宅
も
立
ち
並
ん
で
き
ま
し
た
。

壊
れ
た
防
潮
堤
も
、
概
ね
海
岸
線
を
覆
う
こ
と
が
で
き
て
き
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
小
さ
な
目
で
見
る
な

ら
ば
、
仮
設
住
宅
を
出
た
後
の
生
活
不
安
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
再
結
成
、
と
り
わ
け
し
ば
ら
く
の
様
々
な
我
慢

を
強
い
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
メ
ン
タ
ル
な
部
分
を
思
い
ま
す
と
心
を
痛
め
ま
す
し
、
ま
た
実
際
の
亡
く
な
っ
た

方
々
、
行
方
不
明
の
方
々
を
思
い
ま
す
と
改
め
て
私
た
ち
、
与
え
ら
れ
て
い
る
今
を
懸
命
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
感
じ
る
の
で
す
。
そ
し
て
真
の
復
興
を
心
に
留
め
る
、
願
う
こ
と
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
と
強
く
思
う
の

で
あ
り
ま
す
。

今
日
の
物
語
、
た
だ
一
つ
確
か
な
こ
と
は
、
聖
書
の
神
は
、
私
た
ち
を
悲
し
み
で
終
わ
ら
せ
る
よ
う
な
お
方
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
と
思
う
の
で
す
。今
日
の
物
語
の
最
後
に
主
イ
エ
ス
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
若

者
よ
あ
な
た
に
言
う
。
起
き
な
さ
い
。」
四
月
の
始
業
、
新
し
い
年
の
始
ま
り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
胸
に
誓
っ
た
こ
と

が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
た
と
え
倒
れ
か
け
て
も
、
倒
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
常
に
、
起
き
続

け
た
い
と
思
い
ま
す
。
主
イ
エ
ス
の
深
い
憐
れ
み
と
、
起
き
な
さ
い
と
い
う
励
ま
し
を
今
一
度
、
心
に
と
ど
め
た
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い
と
思
う
の
で
す
。

祈
り
、
主
イ
エ
ス
の
父
な
る
神
様
。

今
日
も
恵
お
お
き
、
命
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
若
者
よ
あ
な
た
に
言
う
。
起
き
な

さ
い
、
と
の
御
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
集
う
一
人
ひ
と
り
を
祝
福
の
内
に
お
い
て
く
だ
さ
い
。
主

の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。　

ア
ー
メ
ン
。
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「
主
よ
、
わ
た
し
た
ち
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い
」　　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
東
北
学
院
榴
ケ
岡
高
等
学
校 

宗
教
主
任　

西
間
木　
　
　

順

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書

　
九
章
二
七
節
～
三
一
節

27
イ
エ
ス
が
そ
こ
か
ら
お
出で

か
け
に
な
る
と
、
二ふ

た

人り

の
盲も

う

人じ
ん

が
叫さ

け

ん
で
、「
ダ
ビ
デ
の
子こ

よ
、
わ
た
し
た

ち
を
憐あ

わ

れ
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
言い

い
な
が
ら
つ
い
て
来き

た
。
28
イ
エ
ス
が
家い

え

に
入は

い

る
と
、
盲も

う

人じ
ん

た
ち
が
そ

ば
に
寄よ

っ
て
来き

た
の
で
、「
わ
た
し
に
で
き
る
と
信し

ん

じ
る
の
か
」
と
言い

わ
れ
た
。
二ふ

た

人り

は
、「
は
い
、
主し

ゅ

よ
」

と
言い

っ
た
。
29
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
が
二ふ

た

人り

の
目め

に
触さ

わ

り
、「
あ
な
た
が
た
の
信し

ん

じ
て
い
る
と
お
り
に
な
る
よ

う
に
」
と
言い

わ
れ
る
と
、
30
二ふ

た

人り

は
目め

が
見み

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ
エ
ス
は
、「
こ
の
こ
と
は
だ
れ
に
も

知し

ら
せ
て
は
い
け
な
い
」
と
彼か

れ

ら
に
厳き

び

し
く
お
命め

い

じ
に
な
っ
た
。
31
し
か
し
、
二ふ

た

人り

は
外そ

と

へ
出で

る
と
、
そ

の
地ち

方ほ
う

一い
っ

帯た
い

に
イ
エ
ス
の
こ
と
を
言い

い
広ひ

ろ

め
た
。
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あ
る
漫
画
の
中
で
、
こ
ん
な
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。
冬
に
着
用
す
る
よ
う
な
厚
手
の
手
袋
を
は
め
て
、
洋
服
の

ボ
タ
ン
を
留
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
場
面
で
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
う
ま
く
で
き
な

く
て
、
い
ら
い
ら
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
き
る
の
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
と
、
な
か
な
か

う
ま
く
で
き
な
い
人
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
、
二
人
の
目
の
見
え
な
い
人
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
当
時
は
目
が
見
え
な
い
、
そ
れ
は
罪
を
犯
し
た
か

ら
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。
周
り
に
い
る
人
た
ち
は
、
そ
の
人
た
ち
の
立
場
に
た
つ
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
そ
の
人
た
ち
の
苦
し
み
を
理
解
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
誰
が
こ
の
苦

し
み
を
理
解
し
て
く
だ
さ
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
心
の
中
で
叫
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

主
イ
エ
ス
が
お
出
か
け
に
な
る
と
、
二
人
の
目
の
見
え
な
い
人
が
、「
ダ
ビ
デ
の
子
よ
、
わ
た
し
た
ち
を
憐
れ
ん

で
く
だ
さ
い
」
と
叫
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
主
イ
エ
ス
が
お
通
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
周
り
の
人

が
話
を
し
て
い
る
声
を
聞
い
た
の
で
し
ょ
う
。

憐
れ
む
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。
遠
く
か
ら
、
苦
し
ん
で
い
る
人
、
悲
し
ん
で
い
る
人
、
病

気
の
人
を
見
て
、「
な
ん
て
か
わ
い
そ
う
な
ん
だ
」
と
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
し
ん

で
い
る
人
、
悲
し
ん
で
い
る
人
、
病
気
の
人
の
そ
ば
に
い
て
、
そ
の
人
た
ち
の
苦
し
み
な
ど
を
自
分
の
こ
と
を
し

て
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
主
イ
エ
ス
の
ご
生
涯
は
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
中
に
入
っ
て
行
か
れ
た
、
そ
の
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よ
う
な
人
た
ち
の
苦
し
み
な
ど
を
ご
自
分
の
も
の
と
さ
れ
た
と
言
え
ま
す
。

主
イ
エ
ス
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
二
人
の
目
の
見
え
な
い
人
が
、
ど
の
よ
う
な
苦
し
み
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
ど

う
し
て
ほ
し
い
の
か
を
、
す
で
に
ご
存
じ
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
わ
た
し
に
で
き
る
と
信
じ
る
か
」

と
言
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
、「
信
じ
ま
す
」
と
答
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
心
か
ら
主
イ
エ
ス
を

信
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
主
イ
エ
ス
は
彼
ら
の
目
に
触
れ
、
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

目
が
見
え
る
、
そ
れ
に
は
２
つ
の
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
文
字
通
り
、
肉
体
の
目
が
見
え
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
心
の
目
が
開
か
れ
、
大
切
な
こ
と
が
見
え
る
よ
う
に
、
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
星
の
王
子
さ
ま
と
い
う
本
の
中
で
、「
も
の
ご
と
は
ね
、
心
で
見
な
く
て

は
よ
く
見
え
な
い
。 

い
ち
ば
ん
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、
目
に
見
え
な
い
」
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で
本
当
に
大
切
な
こ
と
は
、
肉
体
の
目
で
見
る
事
は
で
き
ま
せ
ん
。
見
え
て
い
る
か

ら
わ
か
る
、
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
心
の
目
を
通
し
て
、
初
め
て
大
切
な
こ
と
が

見
え
る
、
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

実
は
私
た
ち
の
心
は
、盲
目
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
で
す
か
ら
今
日
の
二
人
の
目
の
見
え
な
い
人
の
よ
う
に
、「
主

よ
、私
た
ち
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い
」と
求
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
主
イ
エ
ス
が
、聖
霊
を
私
た
ち
の
心
の
中
に
送
っ

て
く
だ
さ
り
、
心
の
目
が
開
か
れ
、
本
当
に
大
切
な
こ
と
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
使
徒
パ
ウ
ロ
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は
、「
わ
た
し
た
ち
は
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
見
え
な
い
も
の
目
を
注
ぎ
ま
す
。
見
え
る
も
の
は
過
ぎ
去
り
ま
す

が
、
見
え
な
い
も
の
は
永
遠
に
存
続
す
る
か
ら
で
す
。」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
〈
祈
り
〉

父
な
る
神

新
し
い
命
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
こ
の
学
校
に
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
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。

私
た
ち
の
心
は
盲
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
私
た
ち
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い
。
心
の
中
に
聖
霊
を
送
っ
て

　

く
だ
さ
り
、
私
た
ち
の
心
の
目
が
見
え
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
祈
り　

尊
い
我
ら
の
主　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
み
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。　

ア
ー
メ
ン
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「
創
造
は
歓
び
」

宗
教
部
長　

野　

村　
　
　

信

創
世
記

　
第
一
章
三
十
一
節

　

31
神か

み

は
お
造つ

く

り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
御ご

覧ら
ん

に
な
っ
た
。
見み

よ
、
そ
れ
は
極き

わ

め
て
良よ

か
っ
た
。
夕ゆ

う

べ

が
あ
り
、
朝あ

さ

が
あ
っ
た
。
第だ

い

六
の
日ひ

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

二
○
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
哲
学
者
と
言
わ
れ
て
い
る
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
言
葉
は
と
て
も
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

歓
び
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
い
つ
も
創
造
が
あ
り
、

　

創
造
が
豊
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
歓
び
は
深
く
な
る
。

　
私
た
ち
が
、
楽
し
い
と
か
、
う
れ
し
い
と
い
っ
て
、
喜
び
を
感
じ
る
の
は
、
い
つ
も
新
し
く
創
ら
れ
、
産
み
出
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さ
れ
た
も
の
か
ら
生
じ
ま
す
。
人
が
新
し
い
も
の
を
創
り
、
産
み
出
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
そ
こ
か
ら
湧
い
て

く
る
喜
び
は
大
き
く
、
深
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

歓
び
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
い
つ
も
創
造
が
あ
り
、

　

創
造
が
豊
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
歓
び
は
深
く
な
る
、
と
。

最
近
翻
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
と
い
う
本
の
中
に
あ
る
言
葉
で
す
。

な
る
ほ
ど
、
み
な
さ
ん
は
、
漫
才
と
か
お
笑
い
な
ど
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

新
し
い
ネ
タ
や
笑
い
話
を
聞
く
と
、
み
ん
な
大
笑
い
す
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
話
し
手
が
同
じ
こ
と
を
何
回
か
繰

り
返
す
と
、
も
は
や
面
白
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
お
笑
い
タ
レ
ン
ト
は
い
つ
も
新
し
い
展
開
、

お
ち
、
笑
い
を
懸
命
に
探
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
も
し
全
く
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
、

再
び
大
う
け
す
る
わ
け
で
す
。

　

歓
び
は
新
し
く
創
造
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
か
ら
で
す
。

何
か
料
理
を
作
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
初
め
て
レ
シ
ピ
に
沿
っ
て
料
理
を
作
り
、
そ
れ

を
食
べ
て
み
る
と
、思
っ
た
よ
り
も
「
お
い
し
い
」。
す
る
と
嬉
し
い
で
す
ね
。
自
分
に
と
っ
て
初
め
て
の
こ
と
は
、
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実
現
す
る
と
嬉
し
い
も
の
で
す
。
さ
ら
に
食
材
を
い
ろ
い
ろ
組
み
合
わ
せ
て
、
ま
っ
た
く
新
し
い
、
い
わ
ば
創
作

料
理
を
作
り
、
そ
れ
が
お
い
し
け
れ
ば
、
そ
の
喜
び
は
も
っ
と
大
き
く
な
り
ま
す
。
そ
の
人
は
い
ず
れ
料
理
研
究

家
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
子
供
を
産
ん
だ
お
母
さ
ん
に
は
、
新
し
い
命
を
地
上
に
誕
生
さ
せ
た
、
と
い
う
歓
び
が
あ
ふ

れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
起
業
し
て
新
し
い
会
社
を
設
立
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
事
業
が
広
が
っ
て
い
く
歓
び
を

味
わ
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
さ
ら
に
自
分
の
考
え
を
実
現
し
た
芸
術
家
や
、
発
明
、
発
見
す
る
科
学
者
に
は
特

別
の
喜
び
が
あ
る
、
と
言
い
ま
す
。
ど
ん
な
領
域
に
お
い
て
も
、
新
し
い
こ
と
を
発
見
し
た
り
、
産
み
出
す
と
こ

ろ
に
は
喜
び
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
創
造
の
喜
び
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
の
感
じ
て
い
る
喜
び
は
神
の
よ
う
な
喜

び
で
あ
る
、
と
語
っ
て
い
ま
す
。

本
日
選
び
ま
し
た
聖
書
の
御
言
葉
は
、
創
世
記
の
天
地
創
造
の
第
六
の
日
の
最
後
の
部
分
で
す
が
、
そ
こ
に
「
見

よ
、
そ
れ
は
極
め
て
良
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
創
世
記
の
最
初
を
す
で
に
何
度

も
目
に
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
解
説
す
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
神
は
第
一
の
日
か
ら
第
六
の
日

ま
で
順
に
天
地
を
創
造
さ
れ
て
い
く
た
び
に
、
こ
れ
を
見
て
良
し
と
さ
れ
た
の
で
す
。
し
か
も
第
六
の
日
に
は
、

極
め
て
良
か
っ
た
と
、
最
上
級
の
言
葉
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
「
極
め
て
良
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ

語
で
、
ト
ー
ブ
・
メ
オ
ッ
ド
、
と
言
い
ま
す
。
ト
ー
ブ
と
は
、
英
語
の good 

で
あ
り
、
良
い
と
い
う
意
味
で
す
が
、
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喜
ば
し
い
と
も
訳
せ
ま
す
。
し
か
も
、
メ
オ
ッ
ド
は
、
非
常
に
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
非
常
に
喜
ば
し
か
っ
た
、

満
足
さ
れ
た
、
と
訳
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
神
は
あ
た
か
も
一
日
一
日
、
新
し
い
世
界
を
創
る
た
び
に
、
喜
び
に
満
ち
た
、
と
読
め
ま
す
。
ま
る
で
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
聖
書
の
言
葉
か
ら
、「
歓
び
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
い
つ
も
創
造
が
あ
り
、
創
造
が
豊
か
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
歓
び
は
深
く
な
る
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
つ
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ユ
ダ

ヤ
教
徒
で
し
た
が
、
晩
年
に
キ
リ
ス
ト
教
に
近
づ
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
創
世
記
第

一
章
に
関
連
す
る
言
葉
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
新
し
く
創
り
出
し
、
新
し
く
産
み
出
す
と
こ
ろ
に
歓
び
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
神
が
世
界
を
創
造
し
て
い
く
中
で
一
日
一
日
と
、
喜
ん
で
お
ら
れ
た
の
な
ら
、
神
に
似

せ
て
創
ら
れ
た
私
た
ち
も
、
同
様
に
、
何
か
新
し
く
創
る
、
新
し
く
産
み
出
し
て
い
く
た
び
に
歓
び
が
生
じ
る
の

は
当
然
で
す
。

確
か
に
、
私
た
ち
は
、
今
は
お
笑
い
芸
人
に
は
な
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
料
理
研
究
家
に
な
る
に
は
ま
だ

経
験
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
大
部
分
の
人
は
ま
だ
子
供
を
育
て
る
に
は
早
い
で
し
ょ
う
。
起
業
し
て
会
社
を
建
て

る
に
は
あ
ま
り
に
世
間
を
知
ら
な
さ
過
ぎ
ま
す
し
、
資
金
も
あ
り
ま
せ
ん
。
芸
術
家
に
な
る
に
は
ま
だ
相
当
努
力

は
必
要
で
す
。
科
学
者
に
な
っ
た
り
、
発
明
家
に
な
る
に
は
基
礎
力
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
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し
か
し
、
私
た
ち
は
、
今
日
と
い
う
一
日
の
中
で
、
新
し
い
一
歩
、
新
し
い
何
か
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
ま

す
。
そ
れ
が
小
さ
な
一
歩
で
、
取
る
に
足
ら
な
い
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
、
私
が
新
し
く
何
か
を
創
り
、
何
か
を
生

み
出
す
こ
と
は
で
き
ま
す
。
将
来
に
夢
や
目
標
を
描
い
て
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
、
一
歩
一
歩
前
進
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
喜
び
が
生
ま
れ
、
良
か
っ
た
と
感
謝
で
き
る
か
ら
で
す
。
神
も
、
こ
の
世
界
を
創
造
す
る
に
あ
た
っ
て
、
お

そ
ら
く
大
き
な
青
写
真
を
描
き
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ
世
界
を
創
り
、
そ
の
た
び
に
、
一
日
一
日
、
喜
び
、

満
足
さ
れ
た
の
で
す
。

本
日
、
私
た
ち
は
、「
歓
び
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
い
つ
も
創
造
が
あ
り
、
創
造
が
豊
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
歓
び

は
深
く
な
る
」
と
言
う
言
葉
を
、
創
世
記
の
最
初
の
言
葉
と
重
ね
合
わ
せ
て
聞
き
ま
し
た
。　

そ
こ
で
、
私
た
ち
に
と
っ
て
何
を
生
み
出
し
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
た
め
に
何
を
し
た
ら
よ
い
の
か
を
明
確
に

し
ま
し
ょ
う
。
自
分
で
考
え
て
、
そ
の
目
標
を
目
指
し
て
一
歩
一
歩
進
ん
で
い
く
時
、
小
さ
な
喜
び
が
生
ま
れ
、

い
ず
れ
大
き
な
歓
び
に
満
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
か
ら
学
び
、
一
人
一
人
の
生
き
る
喜
び
に
し
て
い
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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「
結
婚
を
祝
福
す
る
神　

～
カ
ナ
の
婚
礼
」

大
学
宗
教
主
任　

原　

田　

浩　

司

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書　

第
二
章
一
～
一
一
節

1
三み

っ

日か

目め

に
、
ガ
リ
ラ
ヤ
の
カ
ナ
で
婚こ

ん

礼れ
い

が
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
母は

は

が
そ
こ
に
い
た
。

2
イ
エ
ス
も
、
そ

の
弟で

子し

た
ち
も
婚こ

ん

礼れ
い

に
招ま

ね

か
れ
た
。

3
ぶ
ど
う
酒し

ゅ

が
足た

り
な
く
な
っ
た
の
で
、
母は

は

が
イ
エ
ス
に
、「
ぶ
ど
う

酒し
ゅ

が
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
言い

っ
た
。

4
イ
エ
ス
は
母は

は

に
言い

わ
れ
た
。「
婦ふ

人じ
ん

よ
、
わ
た
し
と
ど
ん
な
か
か

わ
り
が
あ
る
の
で
す
。
わ
た
し
の
時と

き

は
ま
だ
来き

て
い
ま
せ
ん
。」

5
し
か
し
、
母は

は

は
召め

し
使つ

か

い
た
ち
に
、「
こ

の
人ひ

と

が
何な

に

か
言い

い
つ
け
た
ら
、
そ
の
と
お
り
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言い

っ
た
。

6
そ
こ
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人じ

ん

が
清き

よ

め
に
用も

ち

い
る
石い

し

の
水み

ず

が
め
が
六
つ
置お

い
て
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
二
な
い
し
三
メ
ト
レ
テ
ス
入い

り
の
も

の
で
あ
る
。

7
イ
エ
ス
が
「
水み

ず

が
め
に
水み

ず

を
い
っ
ぱ
い
入い

れ
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ
る
と
、召め

し
使つ

か

い
た
ち
は
、

か
め
の
縁ふ

ち

ま
で
水み

ず

を
満み

た
し
た
。

8
イ
エ
ス
は
、「
さ
あ
、
そ
れ
を
く
ん
で
宴え

ん

会か
い

の
世せ

話わ

役や
く

の
と
こ
ろ
へ

持も

っ
て
行い

き
な
さ
い
」と
言い

わ
れ
た
。
召め

し
使つ

か

い
た
ち
は
運は

こ

ん
で
行い

っ
た
。9
世せ

話わ

役や
く

は
ぶ
ど
う
酒し

ゅ

に
変か

わ
っ

た
水み

ず

の
味あ

じ

見み

を
し
た
。
こ
の
ぶ
ど
う
酒し

ゅ

が
ど
こ
か
ら
来き

た
の
か
、
水み

ず

を
く
ん
だ
召め

し
使つ

か

い
た
ち
は
知し

っ
て
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い
た
が
、
世せ

話わ

役や
く

は
知し

ら
な
か
っ
た
の
で
、
花は

な

婿む
こ

を
呼よ

ん
で
、
10
言い

っ
た
。「
だ
れ
で
も
初は

じ

め
に
良よ

い
ぶ
ど

う
酒し

ゅ

を
出だ

し
、
酔よ

い
が
ま
わ
っ
た
こ
ろ
に
劣お

と

っ
た
も
の
を
出だ

す
の
で
す
が
、
あ
な
た
は
よ
い
ぶ
ど
う
酒し

ゅ

を

今い
ま

ま
で
取と

っ
て
置お

か
れ
ま
し
た
。」
11
イ
エ
ス
は
、
こ
の
最さ

い

初し
ょ

の
し
る
し
を
ガ
リ
ラ
ヤ
の
カ
ナ
で
行い

っ
て
、

そ
の
栄え

い

光こ
う

を
現

あ
ら
わ

さ
れ
た
。
そ
れ
で
、
弟で

子し

た
ち
は
イ
エ
ス
を
信し

ん

じ
た
。

二
〇
一
五
年
の
秋
の
あ
る
日
曜
日
の
午
後
、
東
北
学
院
大
学
の
卒
業
生
が
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ラ
ウ
ハ
ウ
ザ
ー

記
念
礼
拝
堂
で
結
婚
式
を
挙
げ
、
私
が
大
学
宗
教
主
任
と
し
て
そ
の
司
式
を
し
ま
し
た
。
大
学
の
礼
拝
堂
は
様
々

な
用
途
に
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
祝
日
な
ど
学
生
が
い
な
い
日
に
、
東
北
学
院
大
学
の
Ｏ
Ｂ
や
Ｏ
Ｇ
が
結
婚
式
を
挙

げ
る
場
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
を
、
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
も
卒
業
後
に
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
こ
の
礼
拝
堂
で
結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
、
頭
の
片
隅
に
で
も
入
れ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
視
点
を
本
日
の
聖
書
に
戻
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
読
ん
だ
の
は
「
カ
ナ
の
婚
礼
」

と
い
う
結
婚
披
露
宴
を
舞
台
に
し
た
物
語
で
す
。
ど
う
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
イ
エ
ス･

キ
リ
ス
ト
は
弟
子
た
ち
と
結
婚
の
披
露
宴
に
出
席
し
て
い
ま
し
た
。
今
日
の
日
本
人
の
披
露
宴
で
し
た
ら
、
２
～
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３
時
間
ほ
ど
で
す
が
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
結
婚
の
宴
会
は
、
数
日
間
も
か
け
て
祝
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ

う
し
て
長
々
と
続
く
宴
会
の
途
中
で
、ス
ト
ッ
ク
し
て
お
い
た
ぶ
ど
う
酒
が
全
部
飲
み
干
さ
れ
、切
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
時
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
奇
蹟
に
よ
っ
て
、
水
が
ぶ
ど
う
酒
に
変
わ
り
、
喜
び
の
宴
が
滞
り
な
く
最
後
ま

で
行
わ
れ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
公
の
生
涯
で
、

は
じ
め
て
奇
跡
の
業
を
表
し
、
神
と
し
て
の
栄
光
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
結
婚
式
だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
病
人
を
い
や
す
と
か
、
嵐
を
鎮
め
る
と
い
っ
た
、
現
代
科
学
で
は
解
明
で
き
な
い
不
思
議
な
こ
と
が
福
音

書
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
行
っ
た
最
初
の
奇
跡
が
結

婚
に
ま
つ
わ
る
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

結
婚
の
披
露
宴
の
陰
で
、
水
を
ぶ
ど
う
酒
に
変
え
た
。
そ
ん
な
の
あ
り
得
な
い
、
ば
か
ば
か
し
い
。
皆
さ
ん
は

こ
の
箇
所
を
読
み
、
条
件
反
射
的
に
そ
う
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
も
う
一
度
こ
の
奇
蹟
が
起
き
た
時

の
状
況
を
じ
っ
く
り
見
つ
め
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
変
え
た
ぶ
ど
う
酒
が
宴
会
の
席
に
運

ば
れ
た
時
、
そ
こ
で
楽
し
ん
で
い
る
人
た
ち
は
誰
ひ
と
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
た
ち
の
テ
ー
ブ
ル
に

運
ば
れ
て
、集
ま
っ
て
い
る
人
々
に
振
舞
わ
れ
て
い
る
の
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。宴
会
の
世
話
人
で
す
ら
、

二
章
一
〇
節
で
花
婿
に
対
し
て
「
誰
で
も
は
じ
め
に
良
い
ぶ
ど
う
酒
を
出
し
、
酔
い
が
ま
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
劣
っ

た
も
の
を
出
す
も
の
で
す
が
、
あ
な
た
は
良
い
ぶ
ど
う
酒
を
今
ま
で
取
っ
て
置
か
れ
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
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実
は
こ
の
見
当
違
い
の
言
葉
の
中
に
、
今
日
わ
た
し
た
ち
が
聴
き
と
る
べ
き
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
、
こ
の

婚
礼
の
奇
蹟
の
意
味
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

聖
書
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
本
当
に
「
良
い
も
の
」
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
本

当
に
良
い
も
の
は
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
元
か
ら
来
る
、
主
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
、
単

純
明
快
な
こ
と
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の
聖
書
が
記
す
婚
礼
で
は
、
結
婚
し
た
カ
ッ
プ
ル
も
入
念

に
準
備
し
て
、
結
婚
式
の
日
を
迎
え
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
宴
の
途
中
で
ぶ
ど
う
酒
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
結
婚
し
た
そ
の
日
か
ら
誰
が
悪
い
の
、
ど
っ
ち
の
せ

い
だ
、
と
口
論
が
始
ま
り
か
ね
な
い
場
面
で
す
。
結
婚
に
は
、
い
や
正
確
に
は
結
婚
し
て
か
ら
の
人
生
は
、
思
い

描
い
た
計
画
通
り
に
行
か
な
い
こ
と
が
噴
出
し
て
き
ま
す
。
自
分
に
と
っ
て
こ
れ
が
い
い
こ
と
だ
、
自
分
た
ち
二

人
に
と
っ
て
こ
れ
が
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
、
様
々
な
こ
と
に
取
り
組
み
、
実
行
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
聖
書
は
、

自
分
た
ち
の
想
定
を
超
え
て
、本
当
に
良
い
も
の
は
、実
は
神
の
元
か
ら
来
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
の
思
い
や
知
恵
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
ま
っ
た
く
思
い
も
よ
ら
な
い
ハ
プ
ニ
ン
グ
や
予
想
も
し

な
か
っ
た
手
違
い
等
で
狂
い
出
し
た
時
に
、
そ
の
限
界
は
露
わ
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
た
だ
中
に
、
主
イ

エ
ス
は
「
本
当
に
よ
い
も
の
」
を
、
わ
た
し
た
ち
に
備
え
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
が
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
の
本
当

の
奇
跡
で
す
。
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結
婚
式
で
は
、
新
郎
と
新
婦
が
、
緊
張
し
な
が
ら
真
剣
に
誠
実
に
、
互
い
に
愛
し
合
い
、
互
い
に
い
た
わ
り
合

う
こ
と
を
誓
い
合
う
場
面
は
、
と
て
も
感
動
的
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
な
ぜ
結
婚
式
が
昔
か
ら
教
会
で
行
わ

れ
て
き
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
互
い
に
愛
を
誓
い
合
う
結
婚
と
い
う
場
に
お
い
て
、
愛
を
完
成
す

る
の
は
、
そ
の
二
人
で
は
な
く
、
結
婚
式
の
司
式
者
で
も
な
く
、
神
で
す
。
聖
書
は
、
愛
は
神
か
ら
わ
た
し
た
ち

の
も
と
に
来
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
は
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
、
神
が
愛
で
あ
り
、
愛
そ
の
も
の

で
あ
る
と
伝
え
ま
す
。
結
婚
式
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
愛
を
完
成
さ
せ
る
二
人
が
主
人
公
で
あ
る

と
い
う
よ
り
も
、
愛
で
あ
る
神
が
、
そ
の
愛
を
も
っ
て
二
人
を
一
つ
に
結
ぶ
主
役
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

二
人
を
結
ぶ
の
は
、
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
や
努
力
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
聖
書
が
示
す
の
は
、
神
の
愛
で
す
。

愛
を
完
成
さ
せ
、
本
当
に
良
い
も
の
を
も
た
ら
し
て
く
だ
さ
る
神
こ
そ
が
結
婚
の
土
台
と
な
り
、
最
終
的
な
基
盤

と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
会
の
結
婚
式
だ
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
皆
さ
ん
の
人
生
で
結
婚
を
意
識
す
る
時
、
東
北
学
院
大
学
で
養
い
培
っ
た
精
神
を
思
い
起
こ
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
神
が
結
婚
を
祝
福
し
、
皆
さ
ん
の
思
い
を
超
え
て
、
本
当
に
良
い
も
の
を
も
た
ら

し
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
が
東
北
学
院
が
拠
っ
て
立
つ
信
仰
で
す
。
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「
対
話
の
こ
こ
ろ
」

大
学
宗
教
主
任　

吉　

田　
　
　

新

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書

　
第
二
章
一
三
節
～
一
七
節

13
イ
エ
ス
は
、
再

ふ
た
た
びび

湖
み
ず
う
みの

ほ
と
り
に
出で

て
行い

か
れ
た
。
群ぐ

ん

衆し
ゅ
うが

皆み
な

そ
ば
に
集あ

つ

っ
て
来き

た
の
で
、
イ
エ
ス
は

教お
し

え
ら
れ
た
。
14
そ
し
て
通と

お

り
が
か
り
に
、
ア
ル
フ
ァ
イ
の
子
レ
ビ
が
収

し
ゅ
う

税ぜ
い

所し
ょ

に
座す

わ

っ
て
い
る
の
を
見み

か

け
て
、「
わ
た
し
に
従

し
た
が

い
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ
た
。
彼か

れ

は
立た

ち
上あ

が
っ
て
イ
エ
ス
に
従

し
た
が

っ
た
。
15
イ
エ
ス
が

レ
ビ
の
家い

え

で
食

し
ょ
く

事じ

の
席せ

き

に
着つ

い
て
お
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
徴

ち
ょ
う

税ぜ
い

人に
ん

や
罪つ

み

人び
と

も
イ
エ
ス
や

弟で

子し

た
ち
と
同ど

う

席せ
き

し
て
い
た
。
実じ

つ

に
大お

お

勢ぜ
い

の
人ひ

と

が
い
て
、
イ
エ
ス
に
従

し
た
が

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
16
フ
ァ
リ

サ
イ
派は

の
律り

っ

法ぽ
う

学が
く

者し
ゃ

は
、
イ
エ
ス
が
罪つ

み

人び
と

や
徴

ち
ょ
う

税ぜ
い

人に
ん

と
一い

っ

緒し
ょ

に
食

し
ょ
く

事じ

を
さ
れ
る
の
を
見み

て
、
弟で

子し

た
ち
に
、

「
ど
う
し
て
彼か

れ

は
徴

ち
ょ
う

税ぜ
い

人に
ん

や
罪つ

み

人び
と

と
一い

っ

緒し
ょ

に
食

し
ょ
く

事じ

を
す
る
の
か
」
と
言い

っ
た
。
17
イ
エ
ス
は
こ
れ
を
聞き

い
て

言い

わ
れ
た
。「
医い

者し
ゃ

を
必ひ

つ

要よ
う

と
す
る
の
は
、
丈

じ
ょ
う

夫ぶ

な
人ひ

と

で
は
な
く
病

び
ょ
う

人に
ん

で
あ
る
。
わ
た
し
が
来き

た
の
は
、
正た

だ

し
い
人ひ

と

を
招ま

ね

く
た
め
で
は
な
く
、
罪つ

み

人び
と

を
招ま

ね

く
た
め
で
あ
る
。」
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今
年
六
月
、
ア
メ
リ
カ
南
東
部
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
の
黒
人
教
会
で
、
一
人
の
白
人
の
青

年
が
銃
を
乱
射
し
、
九
人
が
亡
く
な
る
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
犯
人
の
人
種
差
別
的
な
思
想
が
犯
行
の
動
機
で

は
な
い
か
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
種
差
別
撤
廃
を
掲
げ
た
キ
ン
グ
牧
師
ら
に
よ
る
公
民
権
運
動
か
ら
半
世
紀

が
た
ち
ま
す
。
し
か
し
、
な
お
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
よ
う
な
悲
劇
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
や
、
ア
メ
リ
カ

ば
か
り
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
が
住
ま
う
国
で
も
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
違
っ
た
文
化
、
民

族
の
人
た
ち
に
対
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
差
別
の
言
葉
が
町
な
か
で
吐
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
海
外
で
長

く
生
活
し
、
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
時
に
、
よ
い
思
い
出
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
肌
の
色
の
違
い
ゆ
え
に
、

差
別
的
な
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
人
種
差
別
は
わ
た
し
に
と
っ
て
他
人
ご
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

先
の
黒
人
教
会
で
亡
く
な
っ
た
牧
師
の
葬
儀
で
、
オ
バ
マ
大
統
領
が
演
説
し
、
そ
の
最
後
、
彼
は
突
然
沈
黙
し
、

こ
の
よ
う
に
述
べ
ま
し
た
。「A

m
azing G

race

」。
そ
し
て
、
歌
い
だ
し
た
の
が
先
ほ
ど
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
歌

い
ま
し
た
有
名
な
讃
美
歌
「A

m
azing G

race

」
で
す
。
こ
の
讃
美
歌
の
歌
詞
を
書
い
た
ジ
ョ
ン
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、

か
つ
て
黒
人
奴
隷
の
商
人
で
し
た
が
、
後
に
、
黒
人
奴
隷
貿
易
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
深
く
反
省
し
、
罪
人
の
自
分

に
も
か
か
わ
ら
ず
赦
し
を
与
え
て
く
れ
た
神
の
愛
へ
の
感
謝
を
歌
に
し
ま
し
た
。
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人
が
人
を
差
別
す
る
。
そ
の
背
景
は
、
他
者
に
対
す
る
無
理
解
、
無
関
心
が
あ
り
ま
す
。
差
別
を
乗
り
越
え
る

た
め
に
は
言
葉
を
交
わ
し
、
対
話
を
続
け
る
し
か
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
た
だ
、
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
の
で
は

な
く
、
相
手
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
自
分
は
何
を
相
手
に
求
め
て
い
る
の
か
、
何
が
必
要
か
、
自
分
に
は
何

が
欠
け
て
い
る
の
か
を
し
っ
か
り
と
口
に
し
て
、伝
え
る
。
時
に
は
激
し
く
言
い
合
っ
た
り
し
て
も
い
い
。
し
か
し
、

対
話
は
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
面
倒
臭
く
て
も
最
後
ま
で
徹
底
的
に
話
し
合
う
の
で
す
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
対
話
を
す
れ
ば
い
い
の
か
。
今
日
の
聖
書
の
箇
所
に
そ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど

お
読
み
し
た
聖
書
の
箇
所
は
、
イ
エ
ス
と
人
々
と
の
食
事
の
一
場
面
の
出
来
事
で
す
。
当
時
の
社
会
で
は
、
食
事

と
は
食
卓
を
共
に
囲
む
こ
と
を
通
し
て
互
い
の
絆
を
深
め
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
わ
た
し
と
あ
な
た
と
は
心
を

開
き
合
っ
た
友
人
で
あ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
行
動
で
す
。
食
事
が
社
会
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

イ
エ
ス
は
罪
人
、
つ
ま
り
差
別
を
受
け
て
い
る
人
々
と
食
事
を
取
り
ま
し
た
。「
罪
人
」
と
い
う
の
は
、
わ
た
し

た
ち
が
現
在
、
思
い
描
い
て
い
る
よ
う
な
心
理
的
な
観
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
律
法
を
守
ら
な
い
（
守
れ
な
い
）

者
で
す
。
律
法
を
守
る
人
々
か
ら
、
律
法
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
蔑
称
で
す
。
イ
エ
ス
は
こ
の
罪

人
た
ち
と
積
極
的
に
交
わ
っ
た
。
彼
ら
の
苦
し
み
、
悲
し
み
を
担
い
、
励
ま
し
、
ま
た
同
時
に
彼
ら
を
罪
人
に
定

め
て
い
る
社
会
の
体
制
、
支
配
者
を
批
判
す
る
。
そ
の
彼
ら
と
の
交
わ
り
の
行
為
が
、
絆
を
結
ぶ
「
食
事
」
と
い
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う
行
為
で
す
。

で
す
か
ら
、
ラ
ビ
達
か
ら
「
あ
の
よ
う
な
人
々
と
食
事
を
す
る
こ
と
は
、
ま
か
り
な
ら
ん
」
と
い
う
発
言
が
で

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の
常
識
か
ら
す
る
と
、
当
た
り
前
の
発
言
で
す
。
被
差
別
者
と
食
事
し
て
は
い
け
な
い

の
で
す
。
イ
エ
ス
の
行
為
と
発
言
は
排
除
さ
れ
て
い
る「
罪
人
」を
招
き
、そ
の
者
た
ち
と
食
事
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
時
の
価
値
体
系
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
同
時
に
、「
自
分
は
正
し
い
者
で
あ
る
」

と
思
っ
て
い
る
人
へ
の
静
か
な
批
判
で
す
。

わ
た
し
は
こ
の
イ
エ
ス
の
言
葉
は
、
イ
エ
ス
の
対
話
の
姿
勢
を
は
っ
き
り
と
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の

言
葉
を
聞
い
た
人
々
、
特
に
罪
人
と
さ
れ
て
い
る
人
々
は
、
自
ら
が
受
け
て
い
る
差
別
を
イ
エ
ス
は
否
定
し
て
い

る
と
気
付
く
で
し
ょ
う
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
人
々
の
喜
び
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
か
想
像
に
難
く
な
い

と
思
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
イ
エ
ス
は
イ
エ
ス
を
批
判
し
た
も
の
に
対
し
、
彼
ら
を
徹
底
的
に
否
定
し
て
は
い
ま

せ
ん
。
自
分
だ
け
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
別
の
視
点
で
物
事
を
見
る
こ
と
を
促
し
て
い
ま
す
。

本
当
の
対
話
と
は
、
相
手
の
意
見
を
否
定
し
、
そ
れ
を
封
じ
込
め
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
ず
は
新
し

い
視
点
を
相
手
に
促
し
、
そ
れ
に
気
付
い
て
、
そ
の
結
果
、
相
手
が
「
変
わ
る
」
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
を
無

理
や
り
変
え
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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心
に
は
扉
、
ド
ア
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、「
心
の
ド
ア
」
は
普
通
の
ド
ア
と
少
し
違
い
が
あ
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
の
「
心
の
ド
ア
」
に
は
内
側
に
し
か
ド
ア
ノ
ブ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
相
手
の
「
心
の
ド
ア
」

を
無
理
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

相
手
の
「
心
の
ド
ア
」
を
開
け
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
わ
た
し
た
ち
は
待
つ
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
、
自
分
の
「
心
の
ド
ア
」
を
相
手
に
向
か
っ
て
開
き
、
自
由
を
尊
重
し
、
そ
し
て
待
つ
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
イ
エ
ス
が
わ
た
し
た
ち
に
教
え
る
「
対
話
の
こ
こ
ろ
」。
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
の
「
心
の
ド
ア
」
を
ま
ず
開

く
こ
と
。
信
じ
て
待
つ
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
差
別
す
る
世
界
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
解
き
放
た
れ
ま
す
。
ま
ず

は
一
歩
、
自
分
の
「
心
の
ド
ア
」
を
開
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
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「
世
を
照
ら
す
光
の
到
来
」

総
合
人
文
学
科
長　

出　

村　

み
や
子

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書

　
第
九
章
一
～
一
二
節

　

1
さ
て
、
イ
エ
ス
は
通と

お

り
す
が
り
に
、
生う

ま
れ
つ
き
目め

の
見み

え
な
い
人ひ

と

を
見み

か
け
ら
れ
た
。

2
弟で

子し

た
ち

が
イ
エ
ス
に
尋た

ず

ね
た
。「
ラ
ビ
、
こ
の
人
が
生う

ま
れ
つ
き
目め

が
見み

え
な
い
の
は
、
だ
れ
が
罪つ

み

を
犯お

か

し
た
か
ら

で
す
か
。
本ほ

ん

人に
ん

で
す
か
。
そ
れ
と
も
両

り
ょ
う

親し
ん

で
す
か
。」

3
イ
エ
ス
は
お
答こ

た

え
に
な
っ
た
。「
本ほ

ん

人に
ん

が
罪つ

み

を
犯お

か

し
た
か
ら
で
も
、
両

り
ょ
う

親し
ん

が
罪つ

み

を
犯お

か

し
た
か
ら
で
も
な
い
。
神か

み

の
業わ

ざ

が
こ
の
人ひ

と

に
現

あ
ら
わ

れ
る
た
め
で
あ
る
。

4

わ
た
し
た
ち
は
、
わ
た
し
を
お
遣つ

か

わ
し
に
な
っ
た
方か

た

の
業わ

ざ

を
、
ま
だ
日ひ

の
あ
る
う
ち
に
行

お
こ
な

わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
だ
れ
も
働

は
た
ら

く
こ
と
の
で
き
な
い
夜よ

る

が
来く

る
。

5
わ
た
し
は
、
世よ

に
い
る
間

あ
い
だ

、
世よ

の
光

ひ
か
り

で
あ
る
。」

6
こ

う
言い

っ
て
か
ら
、
イ
エ
ス
は
地じ

面め
ん

に
唾つ

ば

を
し
、
唾つ

ば

で
土つ

ち

を
こ
ね
て
そ
の
人ひ

と

の
目め

に
お
塗ぬ

り
に
な
っ
た
。

7
そ

し
て
、「
シ
ロ
ア
ム

｜
｜

『
遣つ

か

わ
さ
れ
た
者も

の

』
と
い
う
意い

味み

｜
｜

の
池い

け

に
行い

っ
て
洗あ

ら

い
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ

た
。
そ
こ
で
、
彼か

れ

は
行い

っ
て
洗あ

ら

い
、
目め

が
見み

え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
帰か

え

っ
て
来き

た
。

8
近き

ん

所じ
ょ

の
人ひ

と

々び
と

や
彼か

れ
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が
物も

の

乞ご

い
で
あ
っ
た
の
を
前ま

え

に
み
て
い
た
人
々
が
、「
こ
れ
は
座す

わ

っ
て
物も

の

乞ご

い
を
し
て
い
た
人ひ

と

で
は
な
い
か
」

と
言い

っ
た
。

9
「
そ
の
人ひ

と

だ
」
と
言い

う
者も

の

も
い
れ
ば
「
い
や
違ち

が

う
。
似に

て
い
る
だ
け
だ
」
と
言い

う
者も

の

も
い
た
。

本ほ
ん

人に
ん

は
、「
わ
た
し
が
そ
う
な
の
で
す
」
と
言い

っ
た
。
10
そ
こ
で
人ひ

と

々び
と

が
、「
で
は
、
お
前ま

え

の
目め

は
ど
の
よ

う
に
し
て
開あ

い
た
の
か
」
と
言い

う
と
、
11
彼か

れ

は
答こ

た

え
た
。「
イ
エ
ス
と
い
う
お
方か

た

が
、
土つ

ち

を
こ
ね
て
わ
た
し

の
目め

に
塗ぬ

り
、『
シ
ロ
ア
ム
に
行い

っ
て
洗あ

ら

い
な
さ
い
』
と
言い

わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
行い

っ
て
洗あ

ら

っ
た
ら
、

見み

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。」
12
人ひ

と

々び
と

が
「
そ
の
人ひ

と

は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
と
言い

う
と
、
彼か

れ

は
「
知し

り

ま
せ
ん
」
と
言い

っ
た
。

主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
世
を
照
ら
す
光
と
し
て
こ
の
世
に
到
来
し
た
こ
と
は
、
東
北
学
院
大
学
の
ス
ク
ー
ル

モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
「
地
の
塩
、
世
の
光
」
に
も
、
ま
た
英
語
のLife, Light, Love For the W

orld

に
も
現
れ
て

い
ま
す
。
既
に
街
角
に
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
装
飾
が
見
ら
れ
、
夜
に
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
点
灯

さ
れ
て
い
ま
す
が
、東
北
学
院
大
学
で
学
ぶ
皆
さ
ん
に
は
、ク
リ
ス
マ
ス
が
元
来
は
世
を
照
ら
す
光
で
あ
る
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
こ
の
世
へ
の
到
来
を
記
念
し
、
祝
う
時
で
あ
る
と
の
意
味
が
込
め
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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本
日
お
読
み
し
た
箇
所
に
は
、
主
イ
エ
ス
が
通
り
す
が
り
に
出
会
っ
た
生
ま
れ
つ
き
の
盲
人
を
い
や
し
た
物
語

が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
福
音
書
に
は
、
イ
エ
ス
が
病
気
で
苦
し
む
人
々
や
、
当
時
の
世
界
観
に
よ
れ
ば
悪
霊
に

取
り
憑
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
人
々
を
い
や
さ
れ
た
記
事
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
医
療
施
設
や
技

術
が
発
達
し
た
現
代
社
会
と
は
違
い
、
イ
エ
ス
が
出
会
っ
た
多
く
の
貧
し
い
人
々
は
医
者
に
治
療
し
て
も
ら
う
こ

と
が
で
き
ず
、
困
難
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
物
語
は
、
イ
エ
ス
が
な
ぜ
救
い
主
、

メ
シ
ア
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
私
た
ち
に
色
々
と
示
唆
を
与
え
て
く
れ
ま
す
の
で
、
ひ

と
時
ご
一
緒
に
聖
書
か
ら
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
皆
さ
ん
に
注
目
し
て
頂
き
た
い
の
は
、
二
～
三
節
の
弟
子
た
ち
と
イ
エ
ス
と
の
会
話
で
す
。
イ
エ
ス
と
伝

道
活
動
を
共
に
し
て
い
た
弟
子
た
ち
が
、
生
ま
れ
つ
き
目
の
見
え
な
い
人
を
見
か
け
る
と
、
何
と
「
先
生
、
こ
の

人
が
生
ま
れ
つ
き
目
が
見
え
な
い
の
は
、
誰
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
」
と
尋
ね
た
と
い
う
の
で
す
。
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
般
的
な
理
解
で
は
、
人
が
病
気
や
不
幸
に
な
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
、
本
人
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
あ
り
、
神
様
は
罰
と
し
て
そ
の
人
を
病
気
や
不
幸
な
目
に
あ

わ
せ
る
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
弟
子
た
ち
も
そ
う
し
た
当
時
の
人
々
の
見
方
を
共
有
し
て
い
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
病
を
始
め
、
様
々
な
不
幸
に
襲
わ
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の
罪
の
結
果
で
あ
る
と
言
っ
た
因
果
応
報

的
な
考
え
方
は
決
し
て
古
代
の
人
々
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
形
で
現
代
の
社
会
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
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宗
教
が
ら
み
の
人
の
弱
み
に
付
け
込
ん
だ
霊
感
商
法
や
浄
霊
の
被
害
が
後
を
絶
た
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

弟
子
た
ち
の
問
い
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
答
え
は
、
障
害
を
持
つ
人
々
に
対
す
る
弟
子
た
ち
の
偏
見
を
正
す
力
が

あ
る
全
く
新
し
い
教
え
で
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
現
代
世
界
に
生
き
る
私
た
ち
の
心
の
中
に
あ
る
様
々
な
「
バ
リ

ア
ー
」
か
ら
私
た
ち
を
解
き
放
ち
、
い
わ
ば
「
心
の
バ
リ
ア
・
フ
リ
ー
」
へ
と
私
た
ち
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
く

れ
る
も
の
で
す
。
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
対
し
て
き
っ
ぱ
り
と
、「
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
」
と
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、「
神
の
業
が
こ
の
人
に
現
れ
る
た
め

で
あ
る
」
と
告
げ
ま
し
た
。
こ
こ
で
イ
エ
ス
が
、
因
果
応
報
的
な
考
え
方
を
は
っ
き
り
と
退
け
、
生
ま
れ
つ
き
目

が
不
自
由
で
あ
っ
た
人
を
い
や
し
た
ば
か
り
か
、
周
囲
の
人
々
の
偏
見
に
満
ち
た
考
え
か
ら
も
解
放
し
た
こ
と
は

大
変
重
要
で
す
。

次
に
四
節
以
下
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
イ
エ
ス
は
「
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
。
私
は
世

に
い
る
間
、世
の
光
で
あ
る
」
と
述
べ
、こ
の
日
は
安
息
日
で
し
た
が
直
ち
に
こ
の
盲
人
の
目
を
い
や
さ
れ
ま
し
た
。

イ
エ
ス
は
土
を
こ
ね
て
彼
の
目
に
塗
り
、
シ
ロ
ア
ム
の
池
で
洗
う
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
所

作
は
原
始
的
な
い
や
し
の
伝
承
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。
シ
ロ
ア
ム
の
池
の
「
シ
ロ
ア
ム
」
と
は
、
こ
こ
で
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は
「
遣
わ
さ
れ
た
者
」
を
意
味
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
は
神
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
者
で
あ
る
ゆ
え
に
、

安
息
日
の
主
で
も
あ
る
の
で
す
。

長
い
間
目
が
見
え
な
い
た
め
に
、
座
っ
て
物
乞
い
を
す
る
生
活
に
甘
ん
じ
て
い
た
こ
の
人
が
、
突
然
目
が
見
え

る
よ
う
に
な
っ
て
人
々
の
前
に
現
れ
た
の
で
す
か
ら
、
人
々
は
驚
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
聖

書
に
お
い
て
イ
エ
ス
が
生
ま
れ
つ
き
目
の
不
自
由
で
あ
っ
た
人
を
い
や
し
た
こ
と
に
は
神
学
的
に
特
別
な
意
味
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
旧
約
聖
書
の
イ
ザ
ヤ
書
に
預
言
さ
れ
た
メ
シ
ア
の
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
の
で
す
。
こ
こ
で
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
四
章
一
六
節
以
下
に
記
さ
れ
た
、
ガ
リ
ラ
ヤ
で
の
イ
エ
ス
の
宣
教

が
開
始
さ
れ
た
場
面
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。「
イ
エ
ス
は
お
育
ち
に
な
っ
た
ナ
ザ
レ
に
来
て
、
い
つ
も
の
と
お
り
安

息
日
に
会
堂
に
入
り
、
聖
書
を
朗
読
し
よ
う
と
し
て
お
立
ち
に
な
っ
た
。
預
言
者
イ
ザ
ヤ
の
巻
物
が
渡
さ
れ
、
お

開
き
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
箇
所
が
目
に
留
ま
っ
た
。

『
主
の
霊
が
わ
た
し
の
上
に
お
ら
れ
る
。
貧
し
い
人
に
福
音
を
告
げ
知
ら
せ
る
た
め
に
、
主
が
わ
た
し
に
油
を
注

が
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
主
が
わ
た
し
を
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、
捕
ら
わ
れ
て
い
る
人
に
解
放
を
、
目
の
見
え
な
い
人

に
視
力
の
回
復
を
告
げ
、
圧
迫
さ
れ
て
い
た
人
を
自
由
に
し
、
主
の
恵
み
の
年
を
告
げ
る
た
め
で
あ
る
』」。

こ
れ
は
イ
ザ
ヤ
書
六
一
章
の
引
用
で
す
。「
油
を
注
が
れ
る
」
行
為
は
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
の
即
位
式
に
由
来

し
、
救
い
主
を
意
味
す
る
「
メ
シ
ア
」
と
は
ま
さ
に
「
油
を
注
が
れ
た
者
」
を
意
味
し
ま
す
。
従
っ
て
イ
エ
ス
と
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出
会
い
、
そ
の
力
あ
る
言
葉
と
業
を
体
験
し
た
当
時
の
人
々
は
、
こ
の
イ
エ
ス
こ
そ
か
つ
て
預
言
者
イ
ザ
ヤ
が
予

告
し
た
救
い
主
メ
シ
ア
で
あ
る
と
確
信
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
視
力
の
回
復
は
ま
さ
に
救
い
主
メ
シ
ア

の
業
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
出
来
事
に
驚
い
た
人
々
が
、
こ
の
盲
人
を
い
や
し
た
「
そ
の
人
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
が
、

彼
は
「
知
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
ま
し
た
。
イ
エ
ス
は
盲
人
を
い
や
し
て
す
ぐ
に
そ
の
場
を
立
ち
去
り
、
決
し
て
そ

の
奇
跡
行
為
を
誇
る
こ
と
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
マ
タ
イ
福
音
書
一
二
章
一
五
節
以
下
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
も
イ

エ
ス
が
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
僕
、
救
い
主
メ
シ
ア
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。「
イ
エ
ス
は
皆
の
病
気
を
い

や
し
て
、
ご
自
分
の
こ
と
を
言
い
ふ
ら
さ
な
い
よ
う
に
と
戒
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
預
言
者
イ
ザ
ヤ
を
通
し
て
言

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
物
語
は
こ
こ
で
終
わ
り
で
は
な
く
、
後
の
出
来
事
を
語
る
物
語
が
九
章
の
終
わ
り
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

イ
エ
ス
が
安
息
日
に
盲
人
を
い
や
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
こ
の
い
や
さ
れ
た
人
は
イ
エ
ス
を
非
難
す
る
フ
ァ

リ
サ
イ
派
の
人
々
か
ら
二
度
も
尋
問
さ
れ
、
会
堂
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
イ
エ
ス
を
非
難

す
る
彼
ら
に
対
し
、
こ
の
人
は
三
〇
節
以
下
で
イ
エ
ス
の
奇
蹟
行
為
を
堂
々
と
弁
護
し
た
ば
か
り
か
、
主
イ
エ
ス

に
対
す
る
信
仰
を
告
白
す
る
に
至
り
、
神
の
業
が
現
わ
れ
た
こ
と
を
証
言
す
る
者
と
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
両
者

の
対
照
的
な
イ
エ
ス
理
解
に
対
し
て
、
三
九
節
で
イ
エ
ス
は
「
わ
た
し
が
こ
の
世
に
来
た
の
は
、
裁
く
た
め
で
あ
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る
。
こ
う
し
て
、見
え
な
い
者
は
見
え
る
よ
う
に
な
り
、見
え
る
者
は
見
え
な
い
よ
う
に
な
る
」
と
告
げ
て
い
ま
す
。

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
特
徴
は
、
主
イ
エ
ス
の
行
っ
た
奇
跡
行
為
の
持
つ
霊
的
な
意
味
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
点
に
あ

り
ま
す
。
イ
エ
ス
の
行
っ
た
い
や
し
の
奇
蹟
は
、
イ
エ
ス
が
誰
で
あ
る
か
、
ま
た
イ
エ
ス
が
こ
の
世
に
到
来
し
た

意
味
は
何
か
と
の
問
題
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
ぜ
ひ
覚
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
そ
し
て
彼
は
、
難
民
と
な
っ
た
」

文
学
部
教
授　

佐
々
木　

勝
彦

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書　

第
二
章
一
三
～
二
三
節

13
占せ

ん

星せ
い

術じ
ゅ
つの

学が
く

者し
ゃ

た
ち
が
帰か

え

っ
て
行い

く
と
、
主し

ゅ

の
天て

ん

使し

が
夢ゆ

め

で
ヨ
セ
フ
に
現

あ
ら
わ

れ
て
言い

っ
た
。「
起お

き
て
、

子こ

供ど
も

と
そ
の
母は

は

親お
や

を
連つ

れ
て
、
エ
ジ
プ
ト
に
逃に

げ
、
わ
た
し
が
告つ

げ
る
ま
で
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
な

さ
い
。
ヘ
ロ
デ
が
、
こ
の
子こ

を
探さ

が

し
出だ

し
て
殺こ

ろ

そ
う
と
し
て
い
る
。」
14
ヨ
セ
フ
は
起お

き
て
、
夜よ

る

の
う
ち
に

幼お
さ
な

子ご

と
母は

は

を
連つ

れ
て
エ
ジ
プ
ト
へ
去さ

り
、
15
ヘ
ロ
デ
が
死し

ぬ
ま
で
そ
こ
に
い
た
。
そ
れ
は
、「
わ
た
し
は
、

エ
ジ
プ
ト
か
ら
わ
た
し
の
子こ

を
呼よ

び
出だ

し
た
」
と
、
主し

ゅ

が
預よ

言げ
ん

者し
ゃ

を
通と

お

し
て
言い

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実じ

つ

現げ
ん

す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

16
さ
て
、
ヘ
ロ
デ
は
占せ

ん

星せ
い

術じ
ゅ
つの

学が
く

者し
ゃ

た
ち
に
だ
ま
さ
れ
た
と
知し

っ
て
、
大お

お

い
に
怒い

か

っ
た
。
そ
し
て
、
人ひ

と

を

送お
く

り
、
学が

く

者し
ゃ

た
ち
に
確た

し

か
め
て
お
い
た
時じ

期き

に
基も

と

づ
い
て
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
と
そ
の
周

し
ゅ
う

辺へ
ん

一い
っ

帯た
い

に
い
た
二
歳さ

い

以い

下か

の
男

お
と
こ

の
子こ

を
、
一ひ

と

人り

残の
こ

ら
ず
殺こ

ろ

さ
せ
た
。
17
こ
う
し
て
、
預よ

言げ
ん

者し
ゃ

エ
レ
ミ
ヤ
を
通と

お

し
て
言い

わ
れ
て
い

た
こ
と
が
実じ

つ

現げ
ん

し
た
。
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18
「
ラ
マ
で
声こ

え

が
聞き

こ
え
た
。

激は
げ

し
く
嘆な

げ

き
悲か

な

し
む
声こ

え

だ
。

ラ
ケ
ル
は
子こ

供ど
も

た
ち
の
こ
と
で
泣な

き
、

慰な
ぐ
さめ

て
も
ら
お
う
と
も
し
な
い
、

子こ

供ど
も

た
ち
が
も
う
い
な
い
か
ら
。」

19
ヘ
ロ
デ
が
死し

ぬ
と
、
主し

ゅ

の
天て

ん

使し

が
エ
ジ
プ
ト
に
い
る
ヨ
セ
フ
に
夢ゆ

め

で
現

あ
ら
わ

れ
て
、
20
言い

っ
た
。「
起お

き
て
、

子こ

供ど
も

と
母は

は

親お
や

を
連つ

れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地ち

に
行い

き
な
さ
い
。
こ
の
子こ

の
命

い
の
ち

を
ね
ら
っ
て
い
た
者も

の

ど
も
は
、

死し

ん
で
し
ま
っ
た
。」
21
そ
こ
で
、
ヨ
セ
フ
は
起お

き
て
、
幼

お
さ
な

子ご

と
そ
の
母は

は

を
連つ

れ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地ち

へ

帰か
え

っ
て
来き

た
。
22
し
か
し
、
ア
ル
ケ
ラ
オ
が
父ち

ち

ヘ
ロ
デ
の
跡あ

と

を
継つ

い
で
ユ
ダ
ヤ
を
支し

配は
い

し
て
い
る
と
聞き

き
、

そ
こ
に
行い

く
こ
と
を
恐お

そ

れ
た
。
と
こ
ろ
が
、夢ゆ

め

で
お
告つ

げ
が
あ
っ
た
の
で
、ガ
ラ
リ
ヤ
地ち

方ほ
う

に
引ひ

き
こ
も
り
、

23
ナ
ザ
レ
と
い
う
町ま

ち

に
行い

っ
て
住す

ん
だ
。「
彼か

れ

は
ナ
ザ
レ
の
人ひ

と

と
呼よ

ば
れ
る
」
と
、
預よ

言げ
ん

者し
ゃ

た
ち
を
通と

お

し
て

言い

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実じ

つ

現げ
ん

す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
五
年
も
間
も
な
く
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
暦
も
「
ア
ド
ベ
ン
ト
（
待
降
節
）」
と
呼

ば
れ
る
期
間
に
入
り
、
大
学
の
「
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝
」
も
い
よ
い
よ
来
週
に
せ
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
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の
と
き
、
世
界
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
に
よ
る
テ
ロ
事
件
、
イ
ス
ラ
ム
国
へ
の
空
爆
と
い
っ
た
「
暴
力
の
無
限

連
鎖
」
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
世
界
平
和
を
守
る
と
い
う
「
怪
し
げ
な
大
義
」
の
も
と
に
、
ま
た
も
や
、
軍
備
拡

張
競
争
が
熱
を
帯
び
、多
大
な
予
算
が
国
防
費
に
つ
ぎ
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、

わ
た
し
た
ち
は
ク
リ
ス
マ
ス
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

今
朝
、
取
り
上
げ
た
聖
句
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
前
後
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ

る
と
、「
ク
リ
ス
マ
ス
の
喜
び
」
に
水
を
差
す
よ
う
な
暴
力
事
件
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
見
出
し
は
、「
エ
ジ

プ
ト
に
避
難
す
る
」
→
「
ヘ
ロ
デ
、
子
ど
も
を
皆
殺
し
に
す
る
」
→
「
エ
ジ
プ
ト
か
ら
帰
国
す
る
」
と
続
き
ま
す
。

ユ
ダ
ヤ
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
生
ま
れ
た
イ
エ
ス
が
、
幼
児
虐
殺
と
い
う
暴
力
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
両
親
と
共
に
「
エ

ジ
プ
ト
」
へ
逃
げ
て
行
き
ま
す
。
そ
の
後
し
ば
ら
し
く
し
て
、
彼
ら
は
パ
レ
ス
チ
ナ
に
戻
り
、
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
の

ナ
ザ
レ
と
い
う
町
に
「
引
き
こ
も
っ
て
」
い
ま
す
。

こ
の
三
つ
の
話
に
は
、
い
ず
れ
に
も
、
父
ヨ
セ
フ
、
母
マ
リ
ア
、
そ
し
て
幼
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
遭
遇
し

た
苦
難
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
預
言
の
成
就
で
あ
っ
た
と
い
う
解
説
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
ヨ
セ
フ
一

家
は
、
運
悪
く
暴
力
事
件
に
巻
き
こ
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、「
神
の
救
い
の
計
画
」
の
な
か
で
そ
れ
を
経
験
し
た
の
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で
し
た
。
で
は
、
そ
の
預
言
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

最
初
の
「
わ
た
し
は
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
わ
た
し
の
子
を
呼
び
出
し
た
」（
一
五
節
）
と
い
う
預
言
は
、
ホ
セ
ア

一
一
・
一
の「
ま
だ
幼
か
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
を
わ
た
し
は
愛
し
た
。エ
ジ
プ
ト
か
ら
彼
を
呼
び
出
し
、わ
が
子
と
し
た
」

と
い
う
句
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
預
言
は
、モ
ー
セ
に
よ
る「
出
エ
ジ
プ
ト
」の
事
件
を
想
起
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
神
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
愛
し
、
奴
隷
状
態
に
あ
っ
た
彼
ら
を
呼
び
出
し
、
神
の
選
び
の
民
、
自
由
の
民
と

し
た
事
実
を
想
起
し
て
い
ま
す
。
マ
タ
イ
は
、
奴
隷
状
態
か
ら
解
放
す
る
こ
の
神
の
愛
が
、
今
や
、「
神
の
子
」
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
エ
ジ
プ
ト
行
き
と
そ
こ
か
ら
の
帰
還
に
よ
り
、
全
世
界
の
民
に
及
ん
で
い
る
、
と
言
お
う
と

し
て
い
る
の
で
す
。

第
二
の
預
言
は
、
エ
レ
ミ
ヤ
三
一
・
一
五
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
す
ぐ
後
の
エ
レ
ミ
ヤ

一
六
・
一
七
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
主
は
こ
う
言
わ
れ
る
。
泣
き
や
む
が
よ
い
。
目
か
ら
涙
を
ぬ
ぐ
い

な
さ
い
。
あ
な
た
の
苦
し
み
は
報
い
ら
れ
る
、
と
主
は
言
わ
れ
る
。
息
子
た
ち
は
敵
の
国
か
ら
帰
っ
て
く
る
。
あ

な
た
の
未
来
に
は
希
望
が
あ
る
」
と
。
と
こ
ろ
が
、
マ
タ
イ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
一
五
節
は
、「
ラ
ケ
ル
は
子
供
た

ち
の
こ
と
で
泣
き
、
な
ぐ
さ
め
て
も
ら
お
う
と
も
し
な
い
、
子
供
た
ち
が
も
う
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
言
葉
で
結
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ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
ど
う
し
て
も
、
ラ
ケ
ル
の
悲
し
み
は
癒
さ
れ
な
い
ま
ま
、
放
置
さ
れ
て
い
る
か
の
よ

う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
タ
イ
福
音
書
の
最
初
の
聴
き
手
が
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
彼
ら
は
き
っ
と
、
そ
の
後
に
続
く
、「
あ
な
た
の
未
来
に
は
希
望
が
あ
る
」
と
い

う
言
葉
を
思
い
起
こ
し
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
マ
タ
イ
に
よ
る
と
、
こ
の
未
来
の
希
望
は
、
こ
の
難
民
状
態

に
置
か
れ
た
「
神
の
子
」
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
こ
に
出
て
く
る
「
ラ
ケ
ル
」
は
、後
に
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
ヤ
コ
ブ
」
の
妻
で
す
。

彼
女
は
、
そ
の
第
二
子
ベ
ニ
ヤ
ミ
ン
を
出
産
す
る
と
間
も
な
く
亡
く
な
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
北
八
キ
ロ
の
ラ
マ
に

葬
ら
れ
ま
し
た
。
や
が
て
ラ
ケ
ル
は
、
北
王
国
の
祖
先
の
母
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
前
七
二
一
年
、
そ
の

北
王
国
が
ア
ッ
シ
リ
ア
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
人
び
と
は
こ
の
亡
国
の
嘆
き
を
ラ
ケ
ル
の
嘆
き
と
し
て
受
け

と
め
ま
し
た
。

し
か
も
こ
こ
に
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
痛
み
と
悲
し
み
の
記
憶
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
エ
レ

ミ
ヤ
の
体
験
し
た
南
王
国
滅
亡
の
痛
み
と
嘆
き
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が
、
ヘ
ロ
デ
に
子
供
を
殺
さ
れ
た
母
親
た

ち
の
苦
痛
の
叫
び
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
耳
を
澄
ま
せ
る
な
ら
ば
、
個
々
人
の
痛
み
と
嘆
き
、
そ
し
て
民
族
の
痛

み
と
呻
き
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
し
か
も
マ
タ
イ
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
今
や
、
イ
エ
ス
・
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キ
リ
ス
ト
の
誕
生
と
難
民
と
し
て
の
経
験
に
よ
り
、
喜
び
に
変
え
ら
れ
る
の
で
す
。

第
三
の｢
彼
は
ナ
ザ
レ
の
人
と
呼
ば
れ
る｣

と
い
う
預
言
に
は
、
そ
の
ま
ま
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
文
言
が
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
新
約
聖
書
（
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
一
・
四
六
）
を
読
む
と
、「
ナ
ザ
レ
」

と
い
う
町
は
蔑
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。「
ナ
ザ
レ
」
か
ら
救
い
主
メ
シ
ア
が
現
れ
る
、
と
は
誰
も
考

え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
マ
タ
イ
に
よ
る
と
、
救
い
主
は
、
人
び
と
の
期
待
と
異
な
り
、
都
会
の
中

心
で
は
な
く
「
辺
境
」
に
現
れ
る
の
で
す
。
た
し
か
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
ま
れ
た
場
所
は
、宿
屋
で
は
な
く
、

馬
小
屋
で
し
た
。

す
で
に
登
場
し
な
が
ら
、
ま
だ
紹
介
し
て
い
な
か
っ
た
人
物
は
、
ヘ
ロ
デ
（
前
七
三
年
頃

－

前
四
年
）
と
そ
の

息
子
ア
ル
ケ
ラ
オ
で
す
。
彼
ら
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
か
ら
み
る
と
外
国
人
つ
ま
り
異
邦
人
で
あ
り
、
し
か
も
こ

の
親
子
は
、
そ
の
性
格
の
残
忍
さ
と
権
力
に
対
す
る
異
常
な
執
着
心
の
ゆ
え
に
、
圧
政
を
し
い
た
人
物
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
ヘ
ロ
デ
は
自
ら
の
権
力
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
妻
を
含
め
た
身
内
の
者
六
人
を
、
そ

し
て
三
人
の
息
子
を
容
赦
な
く
殺
害
し
て
い
ま
す
。
今
日
の
聖
句
に
も
、
独
裁
者
の
病
的
猜
疑
心
と
暴
力
志
向
が

リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
こ
の
本
当
に
厳
し
い
状
況
の
な
か
を
両
親
と
共
に
生
き
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抜
い
た
、
と
マ
タ
イ
は
語
る
の
で
す
。

難
民
は
、
時
に
、
食
糧
難
民
、
経
済
難
民
、
政
治
難
民
、
戦
争
難
民
、
そ
し
て
環
境
難
民
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、

様
ざ
ま
な
事
情
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
彼
ら
に
は
、
い
ず
れ
に
も
、「
安
全
」、「
安
心
」、
そ
し
て
「
安
眠
」

が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
の
ま
わ
り
に
も
、
こ
の
意
味
で
「
難
民
状
態
」
に
あ
る
ひ
と
が
多
い
こ
と
は
、
周

知
の
事
実
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
格
差
社
会
の
な
か
で
、
子
供
も
、
若
者
も
、
中
高
年
も
、
そ
し
て
高
齢
者
も
、

苦
し
ん
で
い
ま
す
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
、
そ
れ
は
こ
の
現
実
の
た
だ
中
で
起
こ
っ
た
出
来
事
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
わ
た
し
た

ち
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
差
し
込
む
「
希
望
の
光
」
に
導
か
れ
つ
つ
、
世
界
の
難
民
の
苦
し
み
と
嘆
き
、
難
民
状
態

に
あ
る
隣
人
の
痛
み
と
嘆
き
に
共
感
し
、
今
日
を
、
喜
び
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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Even though the first servant had been forgiven by the merciful 

king, the first servant had not learned that he, too, must forgive 

others because others had forgiven him. Indeed, since the first 

servant had not forgiven others, the first servant himself would 

no longer be forgiven. The king took the first servant and threw 

him into prison.

　　We can learn a powerful lesson from these words of Jesus. 

Through this parable, Jesus teaches us that we must be people 

who forgive others. The God to whom we pray is like the king 

in the parable. Our merciful God has forgiven us all the sins 

we have committed against God, and that is why we can be 

intimate friends with God through belief in Jesus Christ. How 

wonderful it is to know that God has forgiven us for our many 

offenses against God. However, because God has graciously 

forgiven us, we too must forgive. And, as Jesus said, we must 

forgive over and over again, even when people continue to hurt 

us or to do unkind things that offend us.

　　Though it is often difficult to forgive, the results of 

forgiveness are great. When we forgive, it becomes much easier 

for us to throw away the anger, sadness, or worry we feel 

concerning another person. Forgiveness also makes it possible 

for us once again to be friends with that person. Because God 

has forgiven and continues to forgive us, let each of us learn 

that we, too, must forgive others—over, and over, and over 

again. To do so is to follow in the steps of Jesus Christ. 
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Servant, a simple but profound story that teaches us about 

what Jesus spoke of as the “Kingdom of Heaven.”  

The servant in the story owed a substantial debt to the king, but 

he could not pay the money he owed. Thus, it was necessary for 

all his possessions to be sold. The money from the sale would 

be used to pay off his debt. The servant, however, begged the 

king to be patient with him and promised eventually to pay 

the king everything the servant owed him. The king mercifully 

canceled the debt. Undoubtedly quite relieved, the servant left 

the presence of the king. 

　　Unfortunately, however, the servant had not learned 

the lesson he should have learned from the king’s merciful 

treatment of the servant, namely, the lesson about forgiving 

others. Shortly after leaving the presence of the king, the 

servant met another servant. This second servant owed the 

first servant a small sum of money. In fact, the money the 

second servant owed to the first servant was much less than 

the money the first servant had owed to the king. Like the first 

servant had done earlier when speaking with the king, the 

second servant asked the first servant to be patient with him; 

he promised eventually to pay the first servant the money he 

owed him. Unlike the merciful king, however, the first servant 

was unkind to the second servant and refused to let him pay 

the debt at a later date. Indeed, the first servant had the second 

servant thrown into jail because he could not pay his debt. 
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neighborhood, and Paul and I were no longer able to play 

together every day. I was very sad to see him leave. However, 

one day his mother called and invited me to come and visit 

them and to play with Paul. I was very excited and looked 

forward to the day when I could go and visit my good friend 

in his new house. When the day arrived, I went over and saw 

him for the first time in many months. We talked together for 

a short time. Then, however, a few of his new friends came by 

and he quickly decided he wanted to play with them and do 

what they were doing. In a way, it seemed to me that he had 

forgotten about me and our friendship of many years. He had 

hurt my feelings, and I was even a bit angry that he had not 

wanted to play with me as we had done so many times before 

when we had lived close to each other.

　　At times like the one I just described, it is often very hard 

to forgive people. We feel hurt and, sometimes, even a little 

angry. Often at such times, we do not want to forgive that 

person; rather, we want to do something to hurt that person 

and to make that person feel bad. That, however, is not the way 

Jesus told us to treat others.

　　Peter asked Jesus an honest question. He asked Jesus 

how many times we should forgive people when they hurt us. 

In other words, if people hurt us and offend us over and over 

again, should we forgive them, over and over again? Jesus 

answered Peter by telling him the parable of the Unmerciful 
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来
らい

は外
そと

に出
で

て、自
じ

分
ぶん

の百デナリオンの借
しゃっ

金
きん

をしている仲
なか

間
ま

に出
で

会
あ

うと、捕
つか

まえて首
くび

を絞
し

め、『借
しゃっ

金
きん

を返
かえ

せ』と言
い

った。29 仲
なか

間
ま

はひれ伏
ふ

して、『どうか待
ま

ってくれ。返
かえ

すから』としきりに頼
たの

んだ。30 しかし、承
しょう

知
ち

せず、その仲
なか

間
ま

を引
ひ

っぱって行
い

き、借
しゃっ

金
きん

を返
かえ

すまでと牢
ろう

に入
い

れた。31 仲
なか

間
ま

たちは、事
こと

の次
し

第
だい

を見
み

て、非
ひ

常
じょう

に心
こころ

を痛
いた

め、主
しゅ

君
くん

の前
まえ

に出
で

て事
じ

件
けん

を残
のこ

らず告
つ

げた。32 そこで、

主
しゅ

君
くん

はその家
け

来
らい

を呼
よ

びつけて言
い

った。『不
ふ

届
とど

きな家
け

来
らい

だ。お前
まえ

が頼
たの

んだから、借
しゃっ

金
きん

を全
ぜん

部
ぶ

帳
ちょう

消
け

しにしてやったのだ。33 わた

しがお前
まえ

を憐
あわれ

れんでやるべきではなかったか。』34 そして、主
しゅ

君
くん

は怒
おこ

って、借
しゃっ

金
きん

をすっかり返
へん

済
さい

するまでと、家
け

来
らい

を牢
ろう

役
やく

人
にん

に

引
ひ

き渡
わた

した。35 あなたがたの一
ひと

人
り

一
ひと

人
り

が、心
こころ

から兄
きょう

弟
だい

を赦
ゆる

さな

いなら、わたしの天
てん

の父
ちち

もあなたがたに同
おな

じようになさるであ

ろう。」

　　Forgiving other people can be difficult. Sometimes when 

people do things that hurt our feelings, we find it difficult to 

forgive them or even to talk to them. I am sure that each of 

you, at one time or another, has had a friend who surprised you 

by doing something that hurt your feelings. When people who 

have been our friends ignore us or do unkind things to us, it is 

often very difficult to forgive them. 

　　When I was a young boy, I had a very close friend named 

Paul. We played together every day and we attended the same 

school. One day, however, Paul’s family moved to another 
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thrown into prison until he could pay the debt. 31 When the 

other servants saw what had happened, they were greatly 

distressed and went and told their master everything that 

had happened. 32 "Then the master called the servant in. 'You 

wicked servant,' he said, 'I canceled all that debt of yours 

because you begged me to. 33 Shouldn't you have had mercy 

on your fellow servant just as I had on you?' 34 In anger his 

master turned him over to the jailers to be tortured, until 

he should pay back all he owed. 35 "This is how my heavenly 

Father will treat each of you unless you forgive your brother 

from your heart."（New International Version）

（訳）　

21 そのとき、ペトロがイエスのところに来
き

て言
い

った。「主
しゅ

よ、

兄
きょう

弟
だい

がわたしに対
たい

して罪
つみ

を犯
おか

したなら、何
なん

回
かい

赦
ゆる

すべきでしょ

うか。七回
かい

までですか。」22 イエスは言
い

われた。「あなたに言
い

っ

ておく。七回
かい

どころか七の七十倍
ばい

までも赦
ゆる

しなさい。23 そこ

で、天
てん

の国
くに

は次
つぎ

のようにたとえられる。ある王
おう

が、家
け

来
らい

たちに

貸
か

した金
かね

の決
けっ

済
さい

をしようとした。24 決
けっ

済
さい

し始
はじ

めたところ、一万
まん

タラントン借
しゃっ

金
きん

している家
け

来
らい

が、王
おう

の前
まえ

に連
つ

れて来
こ

られた。25

しかし、返
へん

済
さい

できなかったので、主
しゅ

君
くん

はこの家
け

来
らい

に自
じ

分
ぶん

も妻
つま

も

子
こ

も、また持
も

ち物
もの

も全
ぜん

部
ぶ

売
う

って返
へん

済
さい

するように命
めい

じた。26 家
け

来
らい

はひれ伏
ふ

し、『どうか待
ま

ってください。きっと全
ぜん

部
ぶ

お返
かえ

ししま

す』としきりに願
ねが

った。27 その家
け

来
らい

の主
しゅ

君
くん

は憐
あわ

れに思
おも

って、彼
かれ

を赦
ゆる

し、その借
しゃっ

金
きん

を帳
ちょう

消
け

しにしてやった。28 ところが、この家
け
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“Forgiving Others”

文学部教授　David Murchie（マーチー   デイビッド）

SCRIPTURE READING: Matthew 18: 21-35 （マタイによる福

音書第18章21～35節）　 

21Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many 

times shall I forgive my brother when he sins against me? 

Up to seven times?" 22Jesus answered, "I tell you, not seven 

times, but seventy-seven times. 23 "Therefore, the kingdom of 

heaven is like a king who wanted to settle accounts with his 

servants. 24 As he began the settlement, a man who owed him 

ten thousand talents was brought to him. 25 Since he was not 

able to pay, the master ordered that he and his wife and his 

children and all that he had be sold to repay the debt. 26 "The 

servant fell on his knees before him. 'Be patient with me,' 

he begged, 'and I will pay back everything.' 27 The servant's 

master took pity on him, canceled the debt and let him go. 28 

"But when that servant went out, he found one of his fellow 

servants who owed him a hundred denarii. He grabbed 

him and began to choke him. 'Pay back what you owe me!' 

he demanded. 29 "His fellow servant fell to his knees and 

begged him, 'Be patient with me, and I will pay you back.' 

30 "But he refused. Instead, he went off and had the man 
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「
職
業
と
信
仰
」

経
営
学
部
教
授　

松　

村　

尚　

彦

コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二　

四
章
十
節

10
わ
た
し
た
ち
は
、
い
つ
も
イ
エ
ス
の
死し

を
体

か
ら
だ

に
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
の
命

い
の
ち

が
こ
の
体

か
ら
だ

に
現

あ
ら
わ

れ
る

た
め
に
。

私
は
大
学
を
卒
業
し
て
、
直
ぐ
に
会
社
に
入
り
約
20
年
間
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
働
い
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の

歩
み
な
か
で
、
仕
事
に
や
り
が
い
が
持
て
な
い
と
感
じ
て
、
色
々
と
悩
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
就
職
を
控
え
た

皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
自
分
が
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
に
就
け
る
か
ど
う
か
は
、
と
て
も
大
き
な
問
題
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
、
私
自
身
の
経
験
を
交
え
な
が
ら
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
仕
事
の
や
り
が

い
と
は
何
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
大
学
時
代
、
開
発
途
上
国
を
援
助
す
る
仕
事
に
就
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
大
学
の
経
済
学
部
で
そ

う
し
た
勉
強
を
し
て
い
ま
し
た
し
、
途
上
国
援
助
の
仕
事
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
も
、
聖
書
的
な
愛
を
実
践
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で
き
る
意
義
深
い
仕
事
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
希
望
し
て
い
た
い
援
助
機
関
の
採
用
試
験
に
は
落
ち

て
し
ま
い
、
あ
ま
り
深
い
考
え
も
な
い
ま
ま
、
あ
る
銀
行
に
就
職
を
し
ま
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
銀
行
の

仕
事
は
自
分
の
や
り
た
い
仕
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。入
行
し
た
て
の
頃
は
、こ
れ
か
ら
定
年
ま
で
の
40
年
近
く
の
間
、

こ
う
し
た
や
り
が
い
の
乏
し
い
仕
事
を
我
慢
し
て
や
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
思
う
と
、目
の
前
が
真
っ

暗
に
な
っ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

４
月
に
な
る
と
泊
り
が
け
の
新
人
研
修
が
始
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
同
期
入
社
の
人
た
ち
が
、
と
て
も

張
り
切
っ
て
、
テ
キ
パ
キ
と
研
修
の
課
題
を
こ
な
し
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
や
る
気
に
満
ち
た
同
期
の
人
た
ち
を

見
て
い
る
う
ち
に
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
た
た
め
で
し
ょ
う
か
、
私
は
神
経
性
の
腹
痛
で
下
痢
が
止
ま
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
程
ま
で
に
当
時
の
私
は
、
銀
行
の
仕
事
に
や
り
が
い
が
持
て
な
い
こ
と
を
悩
み
、

神
経
が
参
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
ん
な
私
に
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
新
人
研
修
が
終
わ
っ
て
銀
行
の
支
店
に
配
属
さ
れ
て
直
ぐ
の
こ
と
で
し
た
。

私
は
支
店
で
、
計
算
係
と
い
う
事
務
の
仕
事
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
私
と
一
緒
に
計
算
係
り
の

仕
事
を
し
て
い
た
女
性
行
員
の
仕
事
振
り
を
見
て
い
て
、
ハ
ッ
と
気
付
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。
彼
女

の
仕
事
を
よ
く
観
察
し
て
い
る
と
、
伝
票
を
正
確
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
少
し
で
も
早
く
他
の
係
り
に
ま
わ
す
に
は

ど
う
し
た
ら
良
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
考
え
て
、
何
の
雑
念
に
も
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
無
心
で
仕
事
に
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没
頭
し
て
い
る
の
で
す
。
計
算
係
と
い
う
の
は
、
裏
方
の
仕
事
で
す
。
一
生
懸
命
や
っ
て
も
誰
か
に
褒
め
ら
れ
た

り
、
感
謝
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
機
械
的
な
仕
事
で
す
。
し
か
し
た
と
え
誰
に
振
り
返
っ
て
も
ら
え
な
く
て

も
、
こ
う
し
た
小
さ
な
義
務
に
忠
実
に
励
む
こ
と
が
、
こ
の
女
性
に
と
っ
て
喜
び
と
な
っ
て
い
る
、
そ
う
し
た
こ

と
が
、
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
仕
事
振
り
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
女
性
の
仕
事
に
打
ち
込
む
姿
勢
を

清
清
し
く
思
い
、
小
さ
な
感
動
を
覚
え
て
か
ら
は
、
私
も
「
や
り
が
い
」
の
問
題
を
一
旦
忘
れ
て
、
今
ま
で
以
上
に
、

仕
事
の
段
取
り
を
工
夫
し
な
が
ら
、
効
率
良
く
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
、
徹
底
的
に
気
持
ち
を
集
中
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
、
今
ま
で
頭
の
中
で
も
や
も
や
と
し
て
、
私
を
悩
ま
せ
て
い
た
色
々
な
思

い
や
雑
念
が
消
え
、
単
純
な
一
つ
の
思
い
に
な
っ
て
仕
事
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で

す
。そ
し
て
こ
う
し
た
仕
事
の
流
れ
に
身
を
任
せ
て
い
る
う
ち
に
、や
り
が
い
で
悩
ん
で
い
た
自
分
が
嘘
の
よ
う
に
、

晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
持
ち
に
な
っ
て
ゆ
く
の
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
傍
目
に
は
と
て
も
小
さ
な
出
来
事
に
見

え
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
銀
行
の
仕
事
を
長
く
続
け
て
い
こ
う
と
い
う
覚
悟
を
与
え
ら
れ
た
大
変
大

き
な
意
味
の
あ
る
出
来
事
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
先
日
あ
る
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
書
い
た
本
を
読
ん
で
い
た
ら
、
仕
事
の
や
り
が
い
に
つ
い
て
、

と
て
も
面
白
い
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
や
り
が
い
が
持
て
な
い
と
言
っ
て
相
談
に
来
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

中
に
は
、
自
分
の
や
り
が
い
に
拘
り
を
持
ち
過
ぎ
て
し
ま
う
あ
ま
り
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
気
持
ち
を
定
め
る
こ
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と
が
で
き
な
い
人
が
い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
た
め
、
た
だ
「
何
か
他
に
い
い
職
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
漠
然

と
し
た
思
い
を
抱
き
続
け
た
ま
ま
苦
し
む
こ
と
に
な
る
の
だ
そ
う
の
で
す
。

し
か
し
こ
の
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
本
当
の
や
り
が
い
を
得
る
た
め
に
は
、
自
分
が
今
や
っ
て
い
る

仕
事
以
外
に
は
他
に
選
択
の
余
地
が
無
い
と
い
う
位
の
覚
悟
を
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
逆
説

的
で
す
が
、
こ
の
ど
ん
詰
ま
り
の
中
で
、
や
り
が
い
に
固
執
す
る
気
持
ち
を
放
棄
し
た
時
に
、
そ
の
時
に
、
は
じ

め
て
本
当
の
や
り
が
い
が「
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
る
」と
い
う
経
験
を
す
る
の
だ
と
言
う
の
で
す
。
心
理
学
で
は
、

こ
う
し
た
や
り
が
い
に
関
す
る
根
本
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
サ
レ
ン
ダ
ー
」、
つ
ま
り
「
自
我
の
敗
北
」
と
呼
ぶ
そ

う
で
す
。
仕
事
は
確
か
に
苦
し
い
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
私
た
ち
の
心
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
根
を
張
っ

て
い
る
、
自
己
中
心
的
な
性
格
か
ら
、
私
た
ち
を
解
放
す
る
よ
う
な
清
ら
か
な
力
が
働
い
て
い
ま
す
。
自
己
追
求

の
態
度
を
放
棄
し
て
、
こ
の
清
ら
か
な
力
に
自
分
を
委
ね
る
こ
と
、
こ
れ
を
心
理
学
で
は
「
サ
レ
ン
ダ
ー
」、
つ
ま

り
自
我
の
敗
北
と
呼
ん
で
い
る
訳
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
「
サ
レ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
経
験
は
、
私
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
の
観
点
か
ら
み
て
も
、
大
変

興
味
深
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
最
初
に
お
読
み
し
た
聖
書
に
は
、
こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り

ま
し
た
。
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「
わ
た
し
た
ち
は
、い
つ
も
イ
エ
ス
の
死
を
体
に
ま
と
っ
て
い
ま
す
。イ
エ
ス
の
命
が
こ
の
体
に
現
れ
る
た
め
に
。」

こ
の
言
葉
が
神
学
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
は
、
私
に
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
も

私
に
は
、
今
お
話
し
た
サ
レ
ン
ダ
ー
、
つ
ま
り
自
我
の
敗
北
と
い
う
こ
と
と
、
聖
書
に
あ
る
「
イ
エ
ス
の
死
を
体

に
ま
と
う
」
と
い
う
言
葉
が
、
ど
こ
か
深
い
と
こ
ろ
で
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
自
我
の

敗
北
の
後
に
「
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
」
力
強
い
喜
び
の
感
情
も
、
聖
書
に
あ
る
「
イ
エ
ス
の
命
」
と
い
う
言

葉
と
、
ど
こ
か
で
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
の
中
に
は
、
も
う
既
に
こ
ん
な
仕
事
に
就
き
た
い
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
る
方
が
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
大
変
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
志
が
叶
わ
な
か
っ
た
り
、
な
か
な
か

や
り
が
い
が
感
じ
ら
れ
ず
に
苦
し
む
日
々
を
経
験
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
に
聖
書
は
、
そ
こ

で
終
わ
り
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
苦
し
い
道
を
通
ら
さ
れ
た
人
だ
け
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
「
喜
び
」
が
、
そ
の

先
に
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
を
私
た
ち
に
教
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

も
う
既
に
就
職
が
決
ま
っ
た
け
れ
ど
、
自
分
の
や
り
た
い
仕
事
が
ま
だ
分
か
ら
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
将
来
仕

事
に
つ
い
た
時
に
、
仕
事
に
面
白
み
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
思
っ
た
と
き
に
、
今
日
の
話
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
け

る
と
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
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「
ヘ
ボ
ン
」

工
学
部
教
授　

星　

宮　
　
　

務

フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙　

三
章
十
二
～
十
四
節

12
わ
た
し
は
、
既す

で

に
そ
れ
を
得え

た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
既す

で

に
完か

ん

全ぜ
ん

な
者も

の

と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
何な

ん

と
か
し
て
捕と

ら

ら
え
よ
う
と
努つ

と

め
て
い
る
の
で
す
。
自じ

分ぶ
ん

が
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
捕と

ら

ら
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
13

兄
き
ょ
う

弟だ
い

た
ち
、
わ
た
し
自じ

身し
ん

は
既す

で

に
捕と

ら

ら
え
た
と
は
思お

も

っ
て
い
ま
せ
ん
。
な
す

べ
き
こ
と
は
た
だ
一
つ
、
後う

し

ろ
の
も
の
を
忘わ

す

れ
、
前ま

え

の
も
の
に
全ぜ

ん

身し
ん

を
向む

け
つ
つ
、
14　
神か

み

が
キ
リ
ス
ト
・

イ
エ
ス
に
よ
っ
て
上う

え

へ
召め

し
て
、
お
与あ

た

え
に
な
る
賞

し
ょ
う

を
得え

る
た
め
に
、
目も

く

標ひ
ょ
うを

目め

指ざ

し
て
ひ
た
す
ら
走は

し

る

こ
と
で
す
。

本
日
は
、
ロ
ー
マ
字
に
関
係
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
事
を
少
し
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
つ
く
る
時
や
パ
ス
ポ
ー
ト
を
申
請
す
る
時
な
ど
に
名
前
を
登
録
す
る
ロ
ー
マ
字
の
正
式
な



−90−−91−

名
称
を
、
皆
さ
ん
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

答
は
、「
ヘ
ボ
ン
式
ロ
ー
マ
字
」
と
言
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
私
の
名
前
で
い
い
ま
す
と
、「
星
宮　

務
」
は
、
ロ
ー

マ
字
で
、　“Tsutom

u H
oshim

iya”

と
書
き
ま
す
。
”
つ”

   

の
と
こ
ろ
を“tu”

で
は
な
く“tsu”

、
”
し”

 

の
と

こ
ろ
を“si”
で
は
な
く“shi”

と
綴
る
わ
け
で
す
。

ま
た
皆
さ
ん
は
、
オ
ー
ド
リ
ー
・
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
と
い
う
女
優
さ
ん
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？
直
接
映
画
を
ご

覧
に
は
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
が
、「
ロ
ー
マ
の
休
日
」
な
ど
の
名
画
に
主
演
し
た
大
変
エ
レ
ガ
ン
ト
な
二
十
世

紀
を
代
表
す
る
映
画
女
優
で
ご
ざ
い
ま
す
。

実
は
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
ロ
ー
マ
字
の
「
ヘ
ボ
ン
」
と
い
う
名
前
は
、
明
治
維
新
の
十
年
ほ
ど
前
、
幕
末
に

井
伊
大
老
が
桜
田
門
外
の
変
で
暗
殺
さ
れ
る
前
年
の
安
政
六
年
（
一
八
五
九
年
）
に
、日
本
に
や
っ
て
き
た
ジ
ェ
ー

ム
ス
・
カ
ー
テ
ィ
ス
・
ヘ
ボ
ン
（Jam

es Curtis H
epburn

）
と
い
う
人
物
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
方
は
、
英
語
の
綴
り
で
は
映
画
女
優
と
同
じ
「
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
」
と
書
く
の
で
す
が
、
こ
の
方
が
来
日
さ

れ
た
当
時
の
日
本
人
の
耳
に
は
「
ヘ
ボ
ン
」
と
聞
こ
え
た
た
め
、
ロ
ー
マ
字
の
名
前
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
今
年
は
彼
の
生
誕
二
百
年
に
あ
た
り
ま
す
。

で
は
何
故
、
二
十
一
世
紀
の
現
代
に
生
き
る
皆
さ
ん
方
に
百
五
十
年
も
前
に
日
本
に
や
っ
て
来
た
古
臭
い
人
間

の
話
を
聴
か
せ
よ
う
と
い
う
の
か
、
と
皆
さ
ん
は
お
思
い
に
な
る
と
思
い
ま
す
。



−92−

そ
の
理
由
は
、
ま
ず
こ
の
方
が
医
者
と
い
う
、
我
々
と
同
じ
理
科
系
の
人
間
で
あ
り
、
同
時
に
信
じ
ら
れ
な
い

く
ら
い
多
く
の
業
績
を
ほ
か
の
分
野
で
も
あ
げ
た
人
だ
か
ら
皆
さ
ん
に
紹
介
し
た
い
、
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

ヘ
ボ
ン
氏
は
医
者
と
し
て
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
道
す
る
宣
教
師
と
し
て
、
日
本
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
彼
は
、
武
士
・
町
人
の
へ
だ
て
な
く
人
々
に
医
療
を
無
償
で
提
供
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
庶
民
に
心
か
ら
慕

わ
れ
ま
し
た
。
当
時
世
の
中
に
流
行
っ
た
俗
謡
に

「
ヘ
ボ
ン
さ
ん
で
も
草
津
の
湯
で
も
、
恋
の
病
は
治
せ
な
い
」

と
う
た
わ
れ
た
く
ら
い
で
し
た
。

ヘ
ボ
ン
の
人
柄
を
表
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
あ
る
時
、
ヘ
ボ
ン
は
下
男
に
「
定
治
郎
」

と
い
う
人
物
を
雇
っ
た
の
で
す
が
、
二
週
間
ほ
ど
た
っ
て
、
彼
は
「
暇
を
く
れ
」
と
申
し
出
ま
し
た
。
ヘ
ボ
ン
が

不
思
議
に
思
っ
て
、
そ
の
わ
け
を
た
ず
ね
ま
し
た
。

す
る
と
彼
の
い
う
に
は
、

「
自
分
は
あ
る
藩
の
武
士
で
、
あ
な
た
の
内
情
を
探
り
、
隙
が
あ
れ
ば
切
り
捨
て
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
使
用
人
と

し
て
入
り
込
ん
だ
。し
か
し
、あ
な
た
は
夷
人
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
親
切
で
、武
士
・
町
人
を
問
わ
ず
に
医
術
を
施
し
、

ま
こ
と
に
仁
義
道
徳
を
わ
き
ま
え
て
お
ら
れ
る
方
で
あ
っ
て
、
と
て
も
殺
す
に
は
忍
び
な
い
。
自
分
の
考
え
の
間

違
い
を
悟
っ
た
の
で
、
御
免
こ
う
む
っ
て
藩
に
帰
る
」
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と
の
こ
と
で
し
た
。
尊
王
攘
夷
を
叫
ん
で
殺
し
に
来
た
武
士
を
も
、
彼
は
感
化
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

他
方
で
、
彼
は
辞
典
の
編
集
に
没
頭
し
ま
し
た
。「
ヘ
ボ
ン
辞
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
日
本
語
約
二
万
語
、
英

語
約
一
万
語
を
収
録
し
た
本
格
的
な
和
英
英
和
辞
典
『
和
英
語
林
集
成
』
を
刊
行
し
、
横
浜
と
ロ
ン
ド
ン
で
出
版

し
ま
し
た
。

江
戸
時
代
ま
で
日
本
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
か
か
れ
た
も
の
で
し
か
、
西
洋
の
知
識
が
入
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
ヘ
ボ
ン
に
よ
っ
て
初
め
て
、
明
治
維
新
の
前
年
に
は
日
本
が
世
界
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
準
備
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

ヘ
ボ
ン
は
夫
人
の
ク
ラ
ラ
と
と
も
に
英
語
塾
を
も
開
き
ま
し
た
。
そ
の
塾
に
通
っ
た
弟
子
の
一
人
が
、
慶
応
義

塾
を
開
い
た
福
沢
諭
吉
で
あ
る
こ
と
は
有
名
で
す
。

も
う
一
つ
ヘ
ボ
ン
の
な
し
た
業
績
の
一
つ
に
、
聖
書
翻
訳
事
業
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
最
初
に
聖
書
の
全
部

の
訳
を
完
成
し
た
の
は
、
ヘ
ボ
ン
で
し
た
。

ヘ
ボ
ン
は
、
聖
書
は
万
人
が
読
む
も
の
と
し
て
和
文
体
を
採
用
し
、
翻
訳
を
進
め
ま
し
た
。
四
つ
の
福
音
書
の

う
ち
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）
の
火
事
に
よ
る
マ
ル
コ
福
音
書
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
訳
文
の
消
失
、
明
治
六

年（
一
八
七
三
年
）ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
令
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
乗
り
越
え
た
末
、明
治
十
三
年（
一
八
八
〇

年
）、新
約
聖
書
の
全
訳
が
完
成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
年
）、旧
約
聖
書
の
全
訳
も
完
成
し
、
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こ
こ
に
聖
書
の
全
訳
の
事
業
が
完
成
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
所
属
す
る
東
北
学
院
が
始
ま
る
四
年
前
の

こ
と
で
す
。

聖
書
の
訳
文
は
、
そ
の
後
ヘ
ボ
ン
の
全
訳
に
基
づ
い
て
、「
明
治
元
訳
」
と
い
う
文
語
体
の
訳
が
誕
生
し
、
さ
ら

に
大
正
時
代
の
改
訳
を
経
て
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
十
年
）
に
口
語
訳
が
完
成
し
ま
し
た
。
因
み
に
私
が
東
北
学

院
中
学
高
等
学
校
で
学
ん
だ
の
は
こ
の
文
体
で
し
た
。
そ
の
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
両
方
の
事

業
と
し
て
一
九
八
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
新
共
同
訳
」
を
、
現
在
私
た
ち
は
使
用
し
て
い
ま
す
。

駆
け
足
で
、
百
五
十
年
ほ
ど
前
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
、
ヘ
ボ
ン
と
い
う
「
宣
教
医
師
」
の
生
涯
を
見
て
参
り

ま
し
た
。
近
代
日
本
の
誕
生
に
大
き
く
寄
与
し
た
英
和
・
和
英
辞
典
の
編
纂
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
聖
書
の
日
本

語
全
訳
事
業
の
完
成
、
さ
ら
に
そ
の
一
方
で
、
庶
民
に
も
心
か
ら
慕
わ
れ
た
献
身
的
な
医
師
と
し
て
の
医
療
奉
仕
。

こ
の
三
つ
の
ど
れ
一
つ
だ
け
と
っ
て
も
大
変
な
努
力
を
要
す
る
事
業
を
、
一
人
で
す
べ
て
成
し
遂
げ
た
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
大
き
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

同
じ
理
科
系
の
人
間
と
し
て
ヘ
ボ
ン
を
見
る
と
き
、
私
は
初
め
に
歌
っ
た
讃
美
歌
三
七
〇
番
の
歌
詞
の
よ
う
に
、

お
読
み
し
た
新
約
聖
書
の
箇
所
の
よ
う
に
、
人
生
と
言
う
陸
上
競
技
場
を
ひ
た
む
き
に
走
り
続
け
る
一
人
の
男
の

姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

二
十
世
紀
最
大
の
社
会
科
学
者
の
一
人
で
あ
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
い
う
人
は
、「
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ



−94−−95−

ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
で
、
勤
勉
に
人
生
を
生
き
続
け
る
キ
リ
ス
ト
者
を
表
現
し
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
ヘ

ボ
ン
と
い
う
人
は
そ
の
表
現
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
人
物
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
に
表
さ
れ
る
精
神
態
度
は
、
一
言
で
要
約
す
る
と
「
神
は
あ
ら
か
じ
め
人
間
を
救
い
に
い
た
る
選
び

と
滅
び
に
い
た
る
も
の
と
に
分
け
て
お
り
、人
間
は
幾
ら
善
行
を
積
ん
で
も
選
ば
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。し
か
し
、

救
い
の
し
る
し
を
求
め
て
一
刻
一
刻
を
大
切
に
し
て
自
ら
の
職
業
に
邁
進
す
べ
き
で
あ
る
。」

ま
た
こ
の
考
え
か
ら
「
誰
か
の
人
間
を
神
の
よ
う
に
崇
拝
し
た
り
、
被
造
物
で
あ
る
事
物
を
絶
対
視
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
故
に
、
ど
ん
な
人
も
神
の
前
に
偏
り
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
平
等
だ
」
と
い
う
考
え
に
至
り
ま
す
。

ヘ
ボ
ン
は
禁
欲
的
な
労
働
を
自
分
自
身
に
課
し
、
そ
の
結
果
、
大
変
な
事
業
で
あ
る
英
和
・
和
英
辞
書
の
編
纂
、

聖
書
の
全
訳
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
同
時
に
身
分
の
上
下
や
、
貧
富
の
差
を
超
え
た
施
療
活
動
を
行
い
、
ヘ
ボ
ン

を
斬
り
に
来
た
人
か
ら
さ
え
尊
敬
を
集
め
て
い
た
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

諸
君
た
ち
が
東
北
学
院
大
学
に
入
学
し
て
学
ば
れ
る
意
味
は
、
大
学
で
専
門
的
な
学
問
を
身
に
つ
け
る
と
同
時

に
、「
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
の
精
神
的
な
雰
囲
気
の
中
で
学
ぶ
こ
と
が
と
て
も
重
要
だ
、と
私
は
思
っ

て
お
り
ま
す
。

祈
り
ま
す
。
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「
永
遠
の
命
」

　

　
　

工
学
部
准
教
授　

長　

島　

慎　

二

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書

　
第
十
章
十
七
節
～
二
十
二
節

 

17
イ
エ
ス
が
旅た

び

に
出で

よ
う
と
さ
れ
る
と
、
あ
る
人ひ

と

が
走は

し

り
寄よ

っ
て
、
ひ
ざ
ま
ず
い
て
尋た

ず

ね
た
。「
善よ

い
先せ

ん

生せ
い

、
永え

い

遠え
ん

の
命

い
の
ち

を
受う

け
継つ

ぐ
に
は
、
何な

に

を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。」
18
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
な
ぜ
、

わ
た
し
を
『
善よ

い
』
と
言い

う
の
か
。
神か

み

お
ひ
と
り
の
ほ
か
に
、
善よ

い
者も

の

は
だ
れ
も
い
な
い
。
19
『
殺こ

ろ

す
な
、

姦か
ん

淫い
ん

す
る
な
、
盗ぬ

す

む
な
、
偽ぎ

証し
ょ
うす

る
な
、
奪う

ば

い
取と

る
な
、
父ふ

母ぼ

を
敬

う
や
ま

え
』
と
い
う
掟

お
き
て

を
あ
な
た
は
知し

っ
て

い
る
は
ず
だ
。」
20
す
る
と
彼か

れ

は
、「
先せ

ん

生せ
い

、
そ
う
い
う
こ
と
は
み
な
、
子こ

供ど
も

の
時と

き

か
ら
守ま

も

っ
て
き
ま
し
た
」

と
言い

っ
た
。
21
イ
エ
ス
は
彼か

れ

を
見み

つ
め
、
慈

い
つ
く

し
ん
で
言い

わ
れ
た
。「
あ
な
た
に
欠か

け
て
い
る
も
の
が
一
つ
あ

る
。
行い

っ
て
持も

っ
て
い
る
物も

の

を
売う

り
払は

ら

い
、
貧ま

ず

し
い
人ひ

と

々び
と

に
施

ほ
ど
こ

し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
天て

ん

に
富と

み

を
積つ

む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
、
わ
た
し
に
従

し
た
が

い
な
さ
い
。」
22
そ
の
人ひ

と

は
こ
の
言こ

と

葉ば

に
気き

を
落お

と
し
、
悲か

な

し

み
な
が
ら
立た

ち
去さ

っ
た
。
た
く
さ
ん
の
財ざ

い

産さ
ん

を
持も

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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い
ま
読
み
ま
し
た
箇
所
、
金
持
ち
の
男
の
物
語
は
三
つ
の
福
音
書
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
男
は
ル
カ
に
よ

る
福
音
書
に
よ
れ
ば
議
員
で
あ
り
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
に
よ
れ
ば
青
年
で
す
。
若
く
て
地
位
が
高
く
金
持
ち

で
あ
っ
た
の
で
す
。
聖
書
か
ら
伺
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
真
面
目
な
青
年
で
し
た
。
律
法
を
守
る
こ
と
に
熱
心

な
青
年
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
青
年
が
、
神
様
と
の
関
係
に
お
い
て
確
信
を
抱
く
こ
と

が
出
来
な
い
で
い
た
の
で
す
。
彼
は
、
謙
虚
で
素
直
な
性
格
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ナ
ザ
レ
出
身
の
田
舎
教
師

で
あ
る
イ
エ
ス
様
に
「
先
生
」
と
呼
び
か
け
、
さ
ら
に
「
永
遠
の
命
を
受
け
継
ぐ
に
は
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ

う
か
。」（
十
七
節
）
と
質
問
し
た
の
で
す
。

そ
う
、本
日
の
テ
ー
マ
は
こ
の
質
問
に
あ
る「
永
遠
の
命
」で
す
。よ
り
具
体
的
に
は
、こ
の
青
年
の
言
葉
通
り
、「
永

遠
の
命
を
受
け
継
ぐ
に
は
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
本
質
的

な
テ
ー
マ
は
、「
永
遠
の
命
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
自
体
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、「
永
遠
の
命
」
と
は
何
か
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
青
年
の
質
問
そ
の
も
の
が
成
立
し
て
い
な
い
の
で
す
。
新
約
聖
書
に
は
「
永
遠
の
命
」
と
い
う
言
葉
が
多
く

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
Ⅰ
に
は
次
に
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

「
初
め
か
ら
聞
い
て
い
た
こ
と
を
、
心
に
と
ど
め
な
さ
い
。
初
め
か
ら
聞
い
て
い
た
こ
と
が
、
あ
な
た
が
た
の
内
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に
い
つ
も
あ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
た
も
御
子
の
内
に
、
ま
た
御
父
の
内
に
い
つ
も
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
こ
そ
、

御
子
が
わ
た
し
た
ち
に
約
束
さ
れ
た
約
束
、
永
遠
の
命
で
す
。」（
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
Ⅰ
二
章
二
十
四
節
～
二
十
五
節
）

ま
た
、
最
後
の
晩
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
祈
り
の
言
葉
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

「
永
遠
の
命
と
は
、
唯
一
の
ま
こ
と
の
神
で
あ
ら
れ
る
あ
な
た
と
、
あ
な
た
の
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
を
知
る
こ
と
で
す
。」（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
十
七
章
三
節
）

す
な
わ
ち
、
永
遠
の
命
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
知
り
、
キ
リ
ス
ト
の
内
に
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
イ

エ
ス
様
を
前
に
し
て
、青
年
は
、何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
を
問
う
て
い
る
。
喜
劇
な
の
で
す
。
そ
こ
で
イ
エ
ス
様
は
、

全
て
を
悟
っ
て
、
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「『
殺
す
な
、
姦
淫
す
る
な
、
盗
む
な
、
偽
証
す
る
な
、
奪
い
取
る
な
、
父
母
を
敬
え
』
と
い
う
掟
を
あ
な
た
は
知
っ

て
い
る
は
ず
だ
。」（
十
九
節
）

こ
れ
は
十
戒
で
す
が
、「
父
母
を
敬
え
」
以
外
は
「
何
か
を
す
る
こ
と
」
で
は
な
く
て
、「
し
な
い
こ
と
」
の
部

分
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
青
年
が
求
め
て
い
る
も
の
は
律
法
に
全
う
し
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
何
か
を
す
る
こ

と
に
固
執
す
る
こ
と
の
間
違
い
に
関
し
て
青
年
の
気
づ
き
を
促
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。し
か
し
、青
年
は
反
発
を
し
、

イ
エ
ス
様
は
続
け
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

「
あ
な
た
に
欠
け
て
い
る
も
の
が
一
つ
あ
る
。
行
っ
て
持
っ
て
い
る
物
を
売
り
払
い
、
貧
し
い
人
々
に
施
し
な
さ
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い
。
そ
う
す
れ
ば
、
天
に
富
を
積
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
、
わ
た
し
に
従
い
な
さ
い
。」（
二
十
一
節
）
と
。

あ
ら
た
め
て
、
わ
た
し
た
ち
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
何
か
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救

い
を
、
永
遠
の
命
を
得
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
、
有
限
な
存
在
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ

て
は
「
出
来
る
範
囲
で
」
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
神
の
存
在
は
無
い
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
イ
エ
ス
様
は
青
年
に
対
し
て
、
拠
っ
て
い
る
物
か
ら
解
放
さ
れ
て
イ
エ
ス
様
に
従
う
よ
う
に
促
さ
れ
た

の
で
す
。
し
か
し
、
青
年
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
青
年
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
売
り
払
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
は
、
何
か
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
い
を
得
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
青
年
の
気
持
ち
そ
の
も
の

を
象
徴
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

さ
て
、
今
日
は
読
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
二
十
三
節
以
降
の
弟
子
た
ち
と
の
問
答
は
、
こ
の
青
年
と
の
問
答
を
受

け
て
の
も
の
で
す
。
イ
エ
ス
様
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
子
た
ち
よ
、
神
の
国
に
入
る
の
は
、
な
ん
と
難
し
い
こ
と
か
。
金
持
ち
が
神
の
国
に
入
る
よ
り
も
、
ら
く
だ
が

針
の
穴
を
通
る
方
が
ま
だ
易
し
い
。」（
二
十
四
節
～
二
十
五
節
）

金
持
ち
が
神
の
国
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
明
確
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
金
持
ち
と

い
う
言
葉
の
意
味
は
、
単
に
財
産
が
あ
る
と
い
う
意
味
な
の
で
は
な
く
て
、
持
っ
て
い
る
も
の
に
依
存
し
て
神
の

国
に
入
ろ
う
と
す
る
者
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、わ
た
し
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ
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う
か
。そ
う
、結
局
は
そ
の
論
理
は
金
持
ち
の
青
年
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。す
な
わ
ち
、

「
人
間
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
神
に
は
で
き
る
。
神
は
何
で
も
で
き
る
か
ら
だ
。」（
二
十
七
節
）

な
の
で
す
。
で
は
、
神
は
如
何
に
し
て
わ
た
し
た
ち
に
永
遠
の
命
を
お
与
え
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は

次
の
み
言
葉
が
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

「
神
は
、
そ
の
独
り
子
を
お
与
え
に
な
っ
た
ほ
ど
に
、
世
を
愛
さ
れ
た
。
独
り
子
を
信
じ
る
者
が
一
人
も
滅
び
な

い
で
、
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
で
あ
る
。」（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
三
章
十
六
節
）

こ
こ
に
福
音
が
あ
る
の
で
す
。
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「
人
生
を
変
え
る
秘
訣
」

教
養
学
部
准
教
授　

大　

澤　

史　

伸

列
王
記
下

　
四
章
六
節

 

6
器う

つ
わが

ど
れ
も
い
っ
ぱ
い
に
な
る
と
、
彼か

の

女じ
ょ

は
、「
も
っ
と
器

う
つ
わ

を
持も

っ
て
お
い
で
」
と
子こ

供ど
も

に
言い

っ
た
が
、

「
器

う
つ
わ

は
も
う
な
い
」
と
子こ

供ど
も

が
答こ

た

え
た
。
油

あ
ぶ
ら

は
止と

ま
っ
た
。

　

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
、
私
は
大
澤
史
伸
と
言
い
ま
す
。
現
在
、
教
養
学
部
地
域
構
想
学
科
の
教
員
を
し
て

い
ま
す
。
大
学
で
は
、「
社
会
福
祉
概
論
」
や
「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
論
」
な
ど
を
教
え
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

先
日
、テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
と
、鈴
木
亮
平
と
い
う
俳
優
が
出
て
い
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
は
、知
っ
て
い
ま
す
か
？

鈴
木
亮
平
は
、
一
九
八
三
年
に
兵
庫
県
西
宮
市
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
東
京
外
国
語
大
学
を
卒
業
、
英
検
１
級
を
所
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持
し
て
い
ま
す
。
大
学
在
学
中
は
演
劇
サ
ー
ク
ル
に
所
属
し
て
、
将
来
は
プ
ロ
に
な
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
芸

能
事
務
所
・
制
作
会
社
に
履
歴
書
を
持
っ
て
回
り
ま
す
が
、
五
十
社
以
上
に
断
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
背

が
高
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
何
と
か
モ
デ
ル
事
務
所
に
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

鈴
木
の
売
り
は
何
と
言
っ
て
も
、
演
じ
る
役
柄
に
応
じ
て
肉
体
改
造
を
行
う
こ
と
で
有
名
で
す
。
映
画
『
Ｈ
Ｋ

／
変
態
仮
面
』
で
は
、
主
人
公
を
演
じ
る
た
め
、
体
重
を
一
度
十
五
キ
ロ
増
量
し
た
う
え
で
、
脂
肪
を
そ
ぎ
落
と

す
と
い
う
役
作
り
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、『
天
皇
の
料
理
番
』
で
は
、
主
人
公
の
兄
で
病
弱
な
周
太
郎
役
を
演
じ
る

た
め
、
体
重
を
二
十
キ
ロ
減
量
、
そ
し
て
、
現
在
、
公
開
中
の
『
俺
物
語
！
』
で
は
、
巨
漢
の
主
人
公
を
演
じ
る

た
め
、
体
重
を
三
十
キ
ロ
増
量
し
ま
し
た
。

彼
は
、
五
十
社
以
上
の
芸
能
事
務
所
に
断
わ
ら
れ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
、
俳
優
人
生
を
ス
タ
ー
ト
す
る

に
あ
た
っ
て
は
最
悪
な
状
況
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
、
現
在
は
個
性
派
俳
優
と
し
て
人
気
を
得
て
い

ま
す
。
今
日
の
聖
書
の
話
し
も
人
生
最
悪
な
状
況
を
克
服
し
、
人
生
に
勝
利
を
収
め
た
母
子
家
庭
の
母
親
の
話
が

載
っ
て
い
ま
す
。
共
に
聖
書
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

最
悪
な
人
生
を
変
え
、
自
分
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、

①
今
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
発
見
す
る
こ
と

四
章
一
節
を
見
て
下
さ
い
。
預
言
者
の
仲
間
の
妻
の
一
人
が
エ
リ
シ
ャ
に
助
け
を
求
め
て
叫
ん
だ
。「
あ
な
た
の
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僕
で
あ
る
わ
た
し
の
夫
が
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
あ
な
た
の
僕
は
主
を
畏
れ
敬
う
人
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
債
権
者
が
来
て
私
の
子
供
二
人
を
連
れ
去
り
、奴
隷
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。」と
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、

こ
の
女
性
は
夫
が
死
ん
で
、
何
ら
か
の
理
由
で
借
金
を
背
負
っ
て
し
ま
い
。
借
金
取
り
が
そ
の
借
金
の
代
わ
り
に

こ
の
女
性
の
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
行
っ
て
奴
隷
と
し
て
売
り
渡
そ
う
と
い
う
の
で
す
。
ま
さ
に
、こ
の
女
に
と
っ

て
は
人
生
最
悪
の
状
況
だ
と
言
え
ま
す
。

彼
女
は
、
神
の
使
い
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
エ
リ
シ
ャ
に
助
け
を
求
め
る
の
で
す
。
二
節
で
、
エ
リ
シ
ャ
が
、「
何

を
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
な
た
の
家
に
何
が
あ
る
の
か
言
い
な
さ
い
。」
と
促
す
と
、
彼
女
は
、「
油
の

壺
一
つ
の
ほ
か
、
は
し
た
め
の
家
に
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
と
あ
り
ま
す
。

女
と
し
て
は
、
今
に
も
借
金
取
り
が
来
て
、
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
状
況
の
中
で
、
家
に

あ
る
油
の
壺
一
つ
が
何
の
役
に
立
つ
の
か
と
思
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
エ
リ
シ
ャ
は
い
う
の
で
す
。

そ
の
油
の
壺
一
つ
が
あ
な
た
の
人
生
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。
私
た
ち
は
知
ら
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
中
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
、
自
分
か
ら
見
て
も
、
あ
る
い
は
他
の
人
か
ら
見
て
も
大
し
た

こ
と
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
聖
書
は
言
う
の
で
す
。
神
様
は
そ
の
よ
う
な
「
油
の
壺
一
つ
」
で
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
が
あ
な
た
の
人
生
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。

自
分
の
人
生
を
変
え
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
は
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
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②
協
力
者
を
得
る
こ
と

次
に
自
分
の
人
生
を
変
え
る
た
め
の
二
つ
目
の
方
法
は
、四
章
三
節
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
、言
っ
た
。「
外

に
行
っ
て
近
所
の
人
々
皆
か
ら
器
を
借
り
て
来
な
さ
い
。」
つ
ま
り
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
自
分

一
人
で
は
無
理
な
こ
と
も
人
々
の
協
力
を
得
る
な
ら
ば
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
に
と
っ
て
の
協
力
者
を

得
る
こ
と
が
自
分
の
人
生
を
変
え
る
上
で
は
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
こ
で
気
を
付
け
て
も
ら
い
た
い
こ
と
は
、協
力
者
と
は
単
な
る
仲
の
良
い
、友
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
、自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
具
体
的
に
、実
際
的
に
助
け
て
く
れ
る
存
在
な
の
で
す
。
こ
こ
で
い
う
な
ら
ば
、

実
際
に
器
を
貸
し
て
く
れ
る
人
々
な
の
で
す
。
温
か
い
言
葉
を
か
け
て
く
れ
る
人
や
励
ま
し
て
く
れ
る
人
も
当
然
、

必
要
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
実
際
的
、
具
体
的
に
変
え
て
く
れ
る
よ
う
な
援

助
を
し
て
く
れ
る
人
を
協
力
者
と
し
て
得
る
こ
と
は
自
分
の
人
生
を
変
え
る
上
で
と
て
も
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
。

③
あ
き
ら
め
な
い
こ
と
。

三
番
目
に
、
自
分
の
人
生
を
変
え
る
上
で
大
切
な
こ
と
は
、
あ
き
ら
め
な
い
こ
と
で
す
。
四
章
六
節
を
見
て
下

さ
い
。
器
が
ど
れ
も
い
っ
ぱ
い
に
な
る
と
、
彼
女
は
、「
も
っ
と
器
を
持
っ
て
お
い
で
」
と
子
供
に
言
っ
た
が
、「
器

は
も
う
な
い
」
と
子
供
が
答
え
た
。「
油
は
止
ま
っ
た
。」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
話
は
最
終
的
に
は
、
今
ま
で
集
め

た
器
に
入
っ
た
油
を
売
っ
て
借
金
を
返
済
し
、
こ
の
女
と
子
供
は
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
話
が
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終
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
よ
く
見
る
と
、
大
金
持
ち
に
な
っ
た
と
書
い
て
い
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
か
、
そ
れ
は
、
子

供
が
「
器
は
も
う
な
い
」
と
言
っ
た
時
に
、
油
が
止
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

も
し
、
も
っ
と
器
を
持
っ
て
き
て
い
た
ら
、
た
く
さ
ん
の
油
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
売
っ
て
さ
ら
に
豊
か
な
生

活
が
で
き
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
器
の
分
だ
け
祝
福
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
が
こ
の
子
供
の
よ
う
に
「
器
は
も
う
な
い
」。
も
う
、
こ
れ
で
十
分
だ
と
思
っ
た
時
点
で
祝
福
は
止
ま
る
の

で
す
。
あ
き
ら
め
な
い
で
求
め
続
け
る
人
だ
け
が
多
く
の
祝
福
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

最
後
に
、
こ
ん
な
話
を
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
十
一
月
一
日
か
ら
四
日
ま
で
大
澤
ゼ
ミ
の
四
年
生
と

大
阪
で
ゼ
ミ
合
宿
を
し
て
き
ま
し
た
。
松
下
幸
之
助
記
念
館
に
い
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
話
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。
松

下
幸
之
助
は
現
在
の
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
の
創
業
者
で
、
世
界
中
の
人
々
か
ら
「
経
営
の
神
様
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

松
下
幸
之
助
は
、
自
分
の
成
功
の
秘
訣
を
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。「
私
は
病
弱
だ
っ
た
か
ら
成
功
で
き
た
。
私
は

貧
乏
だ
っ
た
か
ら
成
功
で
き
た
。
私
は
学
歴
が
無
か
っ
た
か
ら
成
功
で
き
た
。」

松
下
幸
之
助
も
今
日
の
聖
書
の
話
し
の
よ
う
に
、
①
今
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
、
②
協

力
者
を
得
る
こ
と
、③
あ
き
ら
め
な
い
こ
と
、に
よ
っ
て
現
在
の
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
を
創
業
し
た
の
で
す
。
私
た
ち
も
、

自
分
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
共
に
歩
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
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「
神
さ
ま
の
ま
な
ざ
し
」

東
北
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー　

日　

野　
　
　

哲

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書

　
第
一
二
章
四
一
節
～
四
四
節

41
イ
エ
ス
は
賽さ

い

銭せ
ん

箱ば
こ

の
向む

か
い
に
座す

わ

っ
て
、
群ぐ

ん

衆し
ゅ
うが

そ
れ
に
金か

ね

を
入い

れ
る
様よ

う

子す

を
見み

て
お
ら
れ
た
。
大お

お

勢ぜ
い

の
金か

ね

持も

ち
が
た
く
さ
ん
入い

れ
て
い
た
。
42
と
こ
ろ
が
、
一ひ

と

人り

の
貧ま

ず

し
い
や
も
め
が
来き

て
、
レ
プ
ト
ン
銅ど

う

貨か

二
枚ま

い

、
す
な
わ
ち
ク
ァ
ド
ラ
ン
ス
を
入
れ
た
。
43
イ
エ
ス
は
、
弟で

子し

た
ち
を
呼よ

び
寄よ

せ
て
言い

わ
れ
た
。

「
は
っ
き
り
言い

っ
て
お
く
。
こ
の
貧ま

ず

し
い
や
も
め
は
、
賽さ

い

銭せ
ん

箱ば
こ

に
入い

れ
て
い
る
人ひ

と

の
中な

か

で
、
だ
れ
よ
り
も

た
く
さ
ん
入い

れ
た
。
44
皆み

な

は
有あ

り
余あ

ま

る
中な

か

か
ら
入い

れ
た
が
、
こ
の
人ひ

と

は
、
乏と

ぼ

し
い
中な

か

か
ら
自じ

分ぶ
ん

の
持も

っ
て

い
る
物も

の

を
す
べ
て
、
生せ

い

活か
つ

費ひ

を
全ぜ

ん

部ぶ

入い

れ
た
か
ら
で
あ
る
。」

私
た
ち
は
、
自
分
が
人
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
を
と
て
も
気
に
し
た
り
、
そ
れ
に
敏
感
に
反
応
し
た
り
し

ま
す
。
ま
た
、
何
も
言
わ
な
く
て
も
威
圧
的
な
視
線
で
人
を
黙
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
逆
に
、
温
か
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い
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
、
相
手
が
話
し
や
す
い
雰
囲
気
を
作
り
出
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
さ
て
、
神
さ

ま
は
私
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
朝
の
聖
書
の
箇
所
は
、「
や
も
め
の
献
金
」
と
い
う
有
名
な
お
話
で
す
。
イ
エ
ス
様
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
の

境
内
の
片
隅
に
腰
掛
け
な
が
ら
、
人
々
の
様
子
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
イ
エ
ス
様
の
目
の
前
に
は
、
十
三

の
賽
銭
箱
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
献
金
の
目
的
が
違
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
ら
の
賽
銭
箱
は
ら
っ
ぱ
の

形
を
し
て
い
て
、
広
い
口
の
方
か
ら
献
金
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
言
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
音
が
響
く

よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
じ
ゃ
ら
じ
ゃ
ら
と
大
き
な
音
が
す
れ
ば
た
く
さ
ん
の
献
金
が
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
し
、
ち
ゃ
り
ん
と
ち
い
さ
な
、
寂
し
い
音
が
す
れ
ば
わ
ず
か
な
献
金
と
い
う
こ
と
が
周
り
の
人
に
わ
か
っ

て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
人
々
は
、
な
る
べ
く
大
き
な
音
が
す
る
よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
小
さ
な
お
金
に
両
替
し
て
、

た
く
さ
ん
献
金
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
、一
人
の
貧
し
い
や
も
め
が
や
っ
て
来
て
、献
金
を
し
ま
し
た
。大
勢
の
金
持
ち
が
聞
こ
え
よ
が
し
に
じ
ゃ

ら
じ
ゃ
ら
と
献
金
し
て
い
る
中
で
、
こ
の
貧
し
い
や
も
め
は
レ
プ
ト
ン
銅
貨
二
枚
を
献
金
し
ま
し
た
。
ち
ゃ
り
ん
、

ち
ゃ
り
ん
と
、
寂
し
い
音
が
二
回
響
き
ま
し
た
。
そ
の
や
も
め
の
献
金
す
る
姿
を
見
る
と
、
イ
エ
ス
様
は
弟
子
た

ち
を
呼
び
寄
せ
て
、
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
こ
の
貧
し
い
や
も
め
は
、
賽
銭
箱
に
入
れ
て
い
る
人
の
中
で
、
誰
よ
り
も
た
く
さ
ん
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入
れ
た
。
皆
は
有
り
余
る
中
か
ら
入
れ
た
が
、
こ
の
人
は
、
乏
し
い
中
か
ら
自
分
の
持
っ
て
い
る
物
を
す
べ
て
、

生
活
費
を
全
部
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
。」

レ
プ
ト
ン
と
は
「
う
す
い
も
の
」
と
い
う
意
味
で
、
貨
幣
の
中
で
一
番
小
さ
な
単
位
で
し
た
。
今
の
私
た
ち
の

お
金
に
換
算
す
る
と
、
二
十
円
あ
る
い
は
五
十
円
く
ら
い
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
イ
エ
ス

様
は
レ
プ
ト
ン
銅
貨
と
は
い
え
、
持
て
る
も
の
の
す
べ
て
を
献
金
し
た
こ
の
婦
人
こ
そ
、
他
の
誰
よ
り
も
多
く
の

捧
げ
も
の
を
し
た
の
だ
と
言
わ
れ
た
の
で
し
た
。

実
は
、
東
北
学
院
が
創
立
さ
れ
た
一
三
〇
年
前
に
も
同
じ
よ
う
な
出
来
事
が
実
際
に
起
こ
り
ま
し
た
。
創
立
者

の
押
川
方
義
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ー
イ
と
が
仙
台
に
学
校
を
つ
く
り
た
い
と
熱
心
に
祈
り
求
め
て
い
た
時
、
当
時

今
の
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
香
味
チ
カ
と
い
う
未
亡
人
が
、
長
年
老
後
の
た
め
に
ひ
そ
か
に
貯

え
て
い
た
古
銀
十
二
枚
を
す
べ
て
捧
げ
た
の
で
す
。
ホ
ー
イ
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「
あ
る
日
の
こ
と
、
押
川
兄
弟
が
私
の
家
に
や
っ
て
来
て
、
十
二
枚
の
銀
貨
を
見
せ
ま
し
た
。
押
川
兄
弟
は
目

に
涙
を
う
か
べ
、『
私
た
ち
の
祈
り
は
聴
か
れ
始
め
た
』
と
言
い
ま
し
た
。」

こ
の
銀
貨
は
「
一
分
銀
」
と
い
う
当
時
は
す
で
に
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
た
通
貨
で
、
十
二
枚
は
ほ
ぼ
五
十
日

分
の
労
賃
に
相
当
す
る
価
値
が
あ
り
ま
し
た
。
一
日
の
労
賃
を
い
く
ら
と
計
算
す
る
か
に
も
よ
り
ま
す
が
、
仮
に

八
千
円
か
ら
一
万
円
だ
と
す
る
と
、
約
四
十
万
円
か
ら
五
十
万
円
く
ら
い
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
取
る
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に
足
ら
な
い
金
額
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
校
が
建
つ
ほ
ど
の
巨
額
で
な
い
の
も
事

実
で
す
。

こ
の
行
為
に
心
打
た
れ
た
ホ
ー
イ
は
、
自
分
で
そ
の
う
ち
の
九
枚
を
買
っ
て
、
本
国
ア
メ
リ
カ
の
外
国
伝
道
局

本
部
に
送
り
ま
し
た
。
現
地
で
は
、
こ
の
内
八
枚
を
、
こ
の
未
亡
人
の
行
為
に
心
動
か
さ
れ
た
教
会
員
に
買
っ
て

も
ら
い
、約
五
倍
の
献
金
と
な
っ
て
、ま
た
東
北
学
院
に
送
金
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
最
後
の
一
枚
は
、

本
学
の
姉
妹
校
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ア
ン
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
大
学
の
神
学
部
（
大
学
院
）
に
あ
た
る
ラ
ン
カ
ス
タ
ー

神
学
校
に
長
い
間
保
存
・
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
東
北
学
院
の
創
立
百
周
年
を
期
し
て
、
三
十
年
前
に
本
院

に
返
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、
礼
拝
堂
地
下
に
あ
る
東
北
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
二
つ
の
物
語
か
ら
、
私
た
ち
は
神
さ
ま
が
私
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
見
て
お
ら
れ
る
の
か
が
わ
か
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
旧
約
聖
書
に
は
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
人
は
う
わ
べ
を
見
る
が
、
主
は
心
を
見
る
。」

今
日
の
物
語
は
、
二
つ
と
も
捧
げ
も
の
に
つ
い
て
で
す
が
、
神
さ
ま
は
私
た
ち
が
捧
げ
る
お
金
の
額
面
を
ご
覧

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
金
額
の
大
き
さ
で
は
な
く
、
捧
げ
よ
う
と
す
る
人
の
心
を
ご
覧
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。
聖
書
の
や
も
め
は
生
活
費
の
全
部
を
入
れ
て
、
そ
の
後
は
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
つ
も
り
な
の

だ
ろ
う
か
、
と
私
た
ち
は
心
配
し
ま
す
。
で
も
私
は
、
聖
書
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
き
っ
と
イ
エ
ス
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様
が
何
と
か
し
て
く
だ
さ
っ
た
に
違
い
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。

老
後
の
貯
え
を
全
て
捧
げ
た
香
味
チ
カ
さ
ん
の
行
い
も
、
国
の
内
外
で
大
き
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
ま
し
た
。

こ
の
行
い
か
ら
二
十
五
年
経
っ
て
、
東
北
学
院
が
創
立
二
十
五
周
年
を
迎
え
た
際
に
は
、
記
念
式
に
参
列
し
た
一

行
は
大
挙
し
て
自
宅
を
訪
れ
、「
天
も
破
れ
よ
と
ば
か
り
に
万
歳
を
連
唱
し
、
更
に
校
歌
を
空
に
響
か
せ
て
」
特
別

の
敬
意
を
表
し
た
、
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
人
は
う
わ
べ
を
見
る
が
、
主
は
心
を
見
る
。」
私
た
ち
に
注
が
れ
て
い
る
神
さ
ま
の
ま
な
ざ
し
を
皆
さ
ん
は
ど

の
よ
う
に
感
じ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
、
神
さ
ま
が
見
て
お
ら
れ
る
と
い
う
思
い
で
、
今
日
一
日

を
過
ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

神
さ
ま
、
自
分
が
願
っ
た
と
お
り
に
生
き
る
こ
と
は
難
し
い
私
た
ち
で
す
。

　

ま
し
て
、
あ
な
た
が
望
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
に
生
き
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
な
お
、
あ
な
た
が
私
に
目
を
注
い
で
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

ど
う
か
あ
な
た
の
み
前
を
歩
む
思
い
を
も
っ
て
、
こ
の
一
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う

　

お
守
り
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
祈
り
を
、
私
た
ち
の
希
望
の
源
で
あ
ら
れ
る
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
み
名
を
と
お
し
て
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お
さ
さ
げ
い
た
し
ま
す
。　

ア
ー
メ
ン
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編
集
後
記

大
学
宗
教
主
任　

吉　

田　
　
　

新

今
年
も
「
大
学
礼
拝
説
教
集
」
を
出
版
で
き
ま
す
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
今
年
は
諸
般
の
事
情
か
ら
、
大

学
宗
教
主
任
の
数
が
こ
れ
ま
で
よ
り
少
な
い
体
制
で
、
大
学
の
宗
教
活
動
を
行
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
近
隣
の
先
生
方
の
ご
協
力
に
よ
り
無
事
に
三
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
大
学
礼
拝
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

礼
拝
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
改
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
「
あ
と
が
き
」
を
執
筆
し
て
い
る
い
ま
、
礼
拝
堂
の
正
面
に
は
三
本
の
ろ
う
そ
く
が
灯
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ド
ベ
ン
ト
、
第
三
週
を
迎
え
て
い
ま
す
。

わ
た
し
が
長
く
生
活
し
た
ド
イ
ツ
で
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
家
族
と
共
に
過
ご
す
大
切
な
時
間
で
す
。
そ
の
た
め

の
準
備
に
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ド
イ
ツ
で
は
二
四
日
の
午
後
か
ら
二
六
日
に
か
け
て
お
店
は
閉
ま
り
ま
す
。
そ

の
前
に
贈
り
物
や
食
事
の
た
め
の
買
物
を
済
ま
せ
る
必
要
が
あ
り
、
休
暇
前
の
店
舗
は
殺
気
立
っ
た
お
客
さ
ん
で

い
っ
ぱ
い
で
し
た
。「
ス
ー
プ
に
使
う
た
め
の
お
肉
が
品
切
れ
だ
」、「
早
く
包
装
し
て
よ
」「
そ
ん
な
に
文
句
ば
か
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り
言
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
お
客
さ
ん
と
店
員
の
苛
立
っ
た
口
論
が
、
デ
パ
ー
ト
の
売
り
場
に

こ
だ
ま
し
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
方
々
は
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
準
備
は
滞
り
な
く
行
う
べ
き
」
と
い
う
強
迫
観
念
に
苦
し

ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
こ
ち
ら
も
見
て
い
て
少
し
気
の
毒
で
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
前
の
な
に
や
ら
落
ち
着
か
な
い

雰
囲
気
と
対
照
的
に
、
ク
リ
ス
マ
ス
当
日
の
町
は
、
ま
さ
に
静
寂
そ
の
も
の
で
し
た
。

以
前
、
大
学
の
寮
に
住
ん
で
い
た
時
に
、
学
位
論
文
の
提
出
期
限
も
迫
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
人
静
か

に
ク
リ
ス
マ
ス
を
迎
え
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
他
の
同
居
人
た
ち
に
告
げ
る
と
、「
な
ぜ
、
一
人
で
い

る
ん
だ
？
」「
そ
ん
な
さ
び
し
い
こ
と
を
す
る
な
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
数
人
の
方
か
ら
実
家
に
来
る
よ
う
に
誘
わ

れ
ま
し
た
が
、
丁
重
に
お
断
り
し
、
そ
の
年
は
一
人
で
聖
夜
を
迎
え
ま
し
た
。
最
初
は
大
学
の
寮
を
一
人
で
満
喫

で
き
る
嬉
し
さ
に
酔
い
し
れ
ま
し
た
が
、
夜
が
更
け
る
に
つ
れ
、
だ
ん
だ
ん
と
寂
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

夜
が
明
け
て
二
五
日
、
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
せ
る
た
め
に
、
近
く
の
教
会
で
開
か
れ
た
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
か
け
ま

し
た
。
演
目
は
Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ
ハ
の
『
ク
リ
ス
マ
ス
・
オ
ラ
ト
リ
オ
』
で
し
た
。
魂
の
深
く
に
染
み
わ
た
る
音
色

に
耳
を
澄
ま
し
て
い
る
と
、昨
夜
に
抱
い
た
寂
し
さ
は
氷
が
解
け
る
よ
う
に
消
え
て
い
き
ま
し
た
。『
ク
リ
ス
マ
ス
・

オ
ラ
ト
リ
オ
』
の
歌
詞
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　

わ
た
し
は
あ
な
た
を
ど
の
よ
う
に
お
迎
え
し
た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
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ど
の
よ
う
に
あ
な
た
に
お
目
に
か
か
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か

　

あ
あ
、
世
界
の
す
べ
て
の
あ
こ
が
れ
の
君
よ

　

あ
あ
、
わ
た
し
の
魂
の
誉
れ

　

イ
エ
ス
、
イ
エ
ス
よ
、
ど
う
か
、
あ
な
た
ご
自
身
が
と
も
し
火
と
な
り
、

　

何
が
お
気
に
召
す
か
を
、

　

わ
た
し
に
教
え
、
示
し
て
く
だ
さ
い

わ
た
し
た
ち
が
イ
エ
ス
を
ど
の
よ
う
に
お
迎
え
す
る
か
、
そ
れ
を
考
え
る
の
も
ク
リ
ス
マ
ス
で
す
。
大
勢
で
救

い
主
の
到
来
を
歓
迎
す
る
の
も
良
い
で
す
が
、
一
人
、
心
静
か
に
イ
エ
ス
を
お
迎
え
す
る
の
も
大
切
だ
と
思
い
ま

し
た
。
一
人
で
過
ご
し
た
降
誕
日
、
そ
の
こ
と
を
覚
え
る
忘
れ
ら
れ
な
い
聖
な
る
日
で
し
た
。

今
年
も
大
学
の
礼
拝
に
は
多
く
の
学
生
、
教
職
員
の
方
々
が
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
は
な
ぜ
、
こ
の
世
界
に
お
い
で
に
な
っ
た
か
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
イ
エ
ス
を
ど
の
よ
う
に
お
迎
え
し

た
ら
よ
い
の
か
。
礼
拝
に
出
席
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
一
人
お
一
人
が
、
こ
の
問
い
を
携
え
て
、
礼
拝
堂
か
ら
出
て

い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
と
願
い
ま
す
。
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