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ヒ
ー
ト
ン
・
バ
ト
ラ
ー
＆
バ
イ
ン
工
房
一
九
三
二
年
の
制
作　
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×
3.5
メ
ー
ト
ル

　

一
九
三
二
年
献
堂
の
ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
東
北
学
院
礼
拝
堂
の
正
面
に
設
置
さ
れ
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト

昇
天
の
場
面
を
描
く
。
中
央
上
部
に
天
に
向
か
っ
て
上
っ
て
い
く
キ
リ
ス
ト
。
そ
れ
を
ユ
ダ
を
除
い
て
十
一
人
の
弟
子
た

ち
が
立
ち
会
っ
て
見
上
げ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
す
ぐ
下
で
跪
い
て
い
る
の
は
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
。
中
央
の
奥
に
は
夕
日
を

背
景
に
す
る
エ
ル
サ
レ
ム
が
描
か
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
の
場
所
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
郊
外
の
オ
リ
ブ
山
で
あ
る
か

ら
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
真
西
の
方
向
に
あ
る
。
夕
焼
け
風
景
は
ま
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
で
は
、
後
の
金
地
の
代
わ
り
に

モ
ザ
イ
ク
の
背
景
に
使
わ
れ
、
天
国
を
意
味
し
て
も
い
た
。
昇
天
は
キ
リ
ス
ト
が
神
で
あ
り
尚
か
つ
人
と
し
て
、
こ
の
地

上
と
天
国
を
繋
い
だ
こ
と
を
示
す
出
来
事
で
あ
り
、
現
実
世
界
を
神
に
繋
げ
て
意
味
付
け
る
。

　

こ
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
当
時
の
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
院
長
が
、
横
浜
の
シ
ン
グ
ル
ト
ン
商
会
を
通
じ
て
、
ロ
ン
ド
ン
の

コ
ヴ
ェ
ン
ト
ガ
ー
デ
ン
の
ヒ
ー
ト
ン
・
バ
ト
ラ
ー
＆
バ
イ
ン
工
房
（H

EATO
N

 BU
TLER &

 BAYN
E

、
以
下
Ｈ
Ｂ
Ｂ
工
房
）

に
注
文
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｈ
Ｂ
Ｂ
工
房
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
バ
イ
バ
ル
（
十
八
世
紀
以
来
の
中
世
復

興
の
傾
向
の
総
称
で
、
そ
の
範
囲
は
文
学
か
ら
美
術
、
建
築
に
及
ぶ
）
の
指
導
的
工
房
で
、
一
八
五
二
年
に
ク
レ
メ
ン
ト
・

ヒ
ー
ト
ン
（Clem

ent H
eaton 1824-82

）
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
一
九
五
三
年
ま
で
存
続
し
て
い
た
工
房
で
あ
っ
た
。

当
学
院
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
一
九
三
二
年
製
で
あ
る
か
ら
、
工
房
の
作
品
と
し
て
は
、
か
な
り
後
期
の
作
品
で
は
あ
る

が
、
密
度
の
高
い
優
品
で
あ
る
。

　

一
九
三
二
年
の
設
置
以
来
八
十
年
以
上
経
過
し
今
や
、
支
え
て
い
た
鉛
桟
が
劣
化
し
、
重
み
に
よ
っ
て
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
全
体
が
た
わ
ん
で
い
た
。
東
日
本
大
震
災
の
揺
れ
に
よ
る
ひ
び
も
少
な
か
ら
ず
生
じ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
は
人
間
の
寿
命
と
同
じ
く
八
十
年
か
ら
百
年
で
修
復
を
し
な
い
と
崩
れ
て
く
る
。

　

今
回
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
修
理
は
、
平
山
健
雄
氏
を
代
表
と
す
る
横
浜
の
光
ス
テ
ン
ド
工
房
に
依
頼
し
た
。
ま
ず
八

月
一
日
に
取
り
外
さ
れ
横
浜
に
運
ば
れ
、
七
ヶ
月
後
の
二
月
二
十
七
日
に
再
び
横
浜
か
ら
仙
台
の
当
学
院
の
礼
拝
堂
に
運

ば
れ
再
設
置
さ
れ
た
。
受
肉
と
そ
れ
に
よ
る
神
化
（
テ
オ
ー
シ
ス
）、
つ
ま
り
学
院
の
建
学
の
精
神
の
源
で
あ
る
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
我
々
の
現
実
と
日
々
の
営
み
を
支
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
八
十
年
間
、
学
院
の
中
心
で
あ
る
礼
拝

堂
の
奥
の
祭
壇
部
分
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
視
覚
的
に
教
化
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
大
学
宗
教
主
任　

鐸
木
道
剛
）

＜表紙の絵について＞
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巻
頭
言
　 

幸
い
な
出
発

宗　

教　

部　

長
　
野
　
村
　
　
　
信

8
信し
ん

仰こ
う

に
よ
っ
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
自じ

分ぶ
ん

が
財ざ
い

産さ
ん

と
し
て
受う

け
継つ

ぐ
こ
と
に
な
る
土と

地ち

に
出で

て
行い

く
よ

う
に
召め

し
出だ

さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
服ふ
く

従じ
ゅ
うし
、
行ゆ

き
先さ
き

も
知し

ら
ず
に
出
し
ゅ
っ

発ぱ
つ

し
た
の
で
す
。

9
信し
ん

仰こ
う

に
よ
っ
て
、

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
他た

国こ
く

に
宿や
ど

る
よ
う
に
し
て
約や
く

束そ
く

の
地ち

に
住す

み
、
同お
な

じ
約や
く

束そ
く

さ
れ
た
も
の
を
共と
も

に
受う

け
継つ

ぐ

者も
の

で
あ
る
イ
サ
ク
、
ヤ
コ
ブ
と
一い
っ

緒し
ょ

に
幕ま
く

屋や

に
住す

み
ま
し
た
。
10
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
神か
み

が
設せ
っ

計け
い

者し
ゃ

で
あ
り
建け
ん

設せ
つ

者し
ゃ

で
あ
る
堅け
ん

固ご

な
土ど

台だ
い

を
持も

つ
都
み
や
こ
を
待た
い

望ぼ
う

し
て
い
た
か
ら
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
十
一
章
八
節
～
十
節
）

学
生
の
皆
さ
ん
、
そ
し
て
こ
の
説
教
集
を
読
ん
で
く
だ
さ
る
す
べ
て
の
人
々
へ
、
新
し
い
年
度
を
迎
え
て
、
祝

さ
れ
た
一
年
の
歩
み
を
送
ら
れ
ま
す
よ
う
に
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
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ま
だ
白
紙
の
状
態
の
一
年
を
前
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
足
跡
を
つ
け
る
か
、
ど
の
よ
う
な
色
の
つ
い
た
一
年
と

な
る
か
は
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
未
知
数
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
に
は
想
像
力
と
い
う
才
能
が
与
え
ら
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
一
年
後
、
こ
ん
な
自
分
が
い
る
と
い
う
青
写
真
、
設
計
図
を
描
き
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
進
ん
で
く

だ
さ
い
。
一
年
後
に
は
手
ご
た
え
の
あ
っ
た
、
精
一
杯
取
り
組
め
た
年
だ
っ
た
と
、
振
り
返
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
ま
す
。

聖
書
は
、
い
つ
も
人
間
の
出
発
を
描
き
ま
す
。
し
か
も
必
ず
約
束
を
胸
に
抱
い
て
の
出
発
で
し
た
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
未
知
の
カ
ナ
ン
地
方
へ
行
っ
て
住
む
よ
う
に
神
様
か
ら
命
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
の
子
孫
は

「
大
地
の
砂
粒
の
ご
と
く
」（
創
世
記
一
三
・
一
六
）、「
夜
空
の
星
の
ご
と
く
」（
一
五
・
五
）
増
え
る
で
あ
ろ
う
と
約

束
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
は
そ
の
時
点
で
子
供
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
約
束
を
信
じ
て

出
発
し
た
の
で
す
。
現
在
世
界
の
人
口
の
半
数
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
信
仰
の
祖
と
仰
い
で
い
ま
す
か
ら
、
神
様
の
約

束
は
長
い
歴
史
を
経
て
実
現
し
た
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
す
。

モ
ー
セ
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
奴
隷
と
し
て
苦
し
ん
で
い
る
同
胞
の
民
を
連
れ
て
故
郷
カ
ナ
ン
の
地
へ
帰
る
よ
う
に

命
ぜ
ら
れ
ま
し
た
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
・
一
〇
）。
お
び
た
だ
し
い
数
の
同
胞
を
連
れ
て
帰
る
に
は
四
十
年
も
か
か

り
ま
し
た
。
し
か
し
神
様
の
約
束
通
り
、
こ
の
民
族
は
カ
ナ
ン
の
地
で
再
び
豊
か
な
国
家
を
形
成
す
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
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翻
っ
て
、
私
た
ち
の
人
生
の
歩
み
に
お
い
て
も
同
様
に
青
写
真
を
描
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
神
様
の
祝
福
の
内

に
あ
る
希
望
な
ら
必
ず
実
現
し
ま
す
。
結
果
を
見
な
い
で
途
上
で
終
わ
ろ
う
と
も
、
そ
の
歩
み
は
決
し
て
無
駄
に

は
終
わ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
本
当
の
完
成
は
未
来
に
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
新
た
な
出
発
を
始

め
た
人
々
は
み
な
一
年
後
、
四
年
後
、
そ
し
て
人
生
の
設
計
図
を
描
い
て
、
そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
進
ん
で
く
だ

さ
い
。
こ
の
時
の
み
な
さ
ん
の
幸
い
な
出
発
を
心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
。
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放
蕩
息
子
・
そ
の
父
、
そ
し
て
兄　
　
　
　

理
事
長
・
学
長　

松　

本　

宣　

郎

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
　
第
一
五
章
一
一
～
三
二
節

 

11
ま
た
、
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
あ
る
人ひ
と

に
息む
す

子こ

が
二ふ
た

人り

い
た
。
12

弟
お
と
う
との
方ほ
う

が
父ち
ち

親お
や

に
、『
お
父と
う

さ
ん
、

わ
た
し
が
頂
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
財ざ
い

産さ
ん

の
分わ

け
前ま
え

を
く
だ
さ
い
』
と
言い

っ
た
。
そ
れ
で
、
父ち
ち

親お
や

は
財ざ
い

産さ
ん

を
二ふ
た

人り

に
分わ

け
て
や
っ
た
。
13
何な
ん

日に
ち

も
た
た
な
い
う
ち
に
、
下し
た

の
息む
す

子こ

は
全ぜ
ん

部ぶ

を
金か
ね

に
換か

え
て
、
遠と
お

い
国く
に

に
旅た
び

立だ

ち
、
そ
こ
で
放ほ
う

蕩と
う

の
限か
ぎ

り
を
尽つ

く
し
て
、
財ざ
い

産さ
ん

を
無む

駄だ

使づ
か

い
し
て
し
ま
っ
た
。
14
何な
に

も
か
も
使つ
か

い

果は

た
し
た
と
き
、
そ
の
地ち

方ほ
う

に
ひ
ど
い
飢き

饉き
ん

が
起お

こ
っ
て
、
彼か
れ

は
食た

べ
る
に
も
困こ
ま

り
始は
じ

め
た
。
15
そ
れ
で
、

そ
の
地ち

方ほ
う

に
住す

む
あ
る
人ひ

と

の
と
こ
ろ
に
身み

を
寄よ

せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人ひ

と

は
彼か

れ

を
畑

は
た
け

に
や
っ
て
豚ぶ

た

の
世せ

話わ

を

さ
せ
た
。
16
彼か
れ

は
豚ぶ
た

の
食た

べ
る
い
な
ご
豆ま
め

を
食た

べ
て
で
も
腹は
ら

を
満み

た
し
た
か
っ
た
が
、
食た

べ
物も
の

を
く
れ
る

人ひ
と

は
だ
れ
も
い
な
か
っ
た
。
17
そ
こ
で
、
彼か
れ

は
我わ
れ

に
返か
え

っ
て
言い

っ
た
。『
父ち
ち

の
と
こ
ろ
で
は
、
あ
ん
な
に
大お
お

勢ぜ
い

の
雇や
と

い
人に
ん

に
、
有あ

り
余あ
ま

る
ほ
ど
パ
ン
が
あ
る
の
に
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
飢う

え
死じ

に
し
そ
う
だ
。
18
こ
こ

を
た
ち
、
父ち
ち

の
と
こ
ろ
に
行い

っ
て
言い

お
う
。「
お
父と
う

さ
ん
、
わ
た
し
は
天て
ん

に
対た
い

し
て
も
、
ま
た
お
父と
う

さ
ん
に
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対た
い

し
て
も
罪つ
み

を
犯お
か

し
ま
し
た
。
19
も
う
息む
す

子こ

と
呼よ

ば
れ
る
資し

格か
く

は
あ
り
ま
せ
ん
。
雇や
と

い
人に
ん

の
一ひ
と

人り

に
し
て

く
だ
さ
い
」
と
。』
20
そ
し
て
、
彼か
れ

は
そ
こ
を
た
ち
、
父ち
ち

親お
や

の
も
と
に
行い

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ま
だ
遠と
お

く

離は
な

れ
て
い
た
の
に
、
父ち
ち

親お
や

は
息む
す

子こ

を
見み

つ
け
て
、
憐あ
わ

れ
に
思お
も

い
、
走は
し

り
寄よ

っ
て
首く
び

を
抱だ

き
、
接せ
っ

吻ぷ
ん

し
た
。

21
息む
す

子こ

は
言い

っ
た
。『
お
父と
う

さ
ん
、
わ
た
し
は
天て
ん

に
対た
い

し
て
も
、
ま
た
お
父と
う

さ
ん
に
対た
い

し
て
も
罪つ
み

を
犯お
か

し

ま
し
た
。
も
う
息む
す

子こ

と
呼よ

ば
れ
る
資し

格か
く

は
あ
り
ま
せ
ん
。』
22
し
か
し
、
父ち
ち

親お
や

は
僕
し
も
べ
た
ち
に
言い

っ
た
。『
急い
そ

い
で
い
ち
ば
ん
良よ

い
服ふ
く

を
持も

っ
て
来き

て
、
こ
の
子こ

に
着き

せ
、
手て

に
指ゆ
び

輪わ

を
は
め
て
や
り
、
足あ
し

に
履は
き

物も
の

を
履は

か
せ
な
さ
い
。
23
そ
れ
か
ら
、肥こ

え
た
子こ

牛う
し

を
連つ

れ
て
来き

て
屠ほ
お

り
な
さ
い
。
食た

べ
て
祝い
わ

お
う
。
24
こ
の
息む
す

子こ

は
、

死し

ん
で
い
た
の
に
生い

き
返か
え

り
、
い
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
見み

つ
か
っ
た
か
ら
だ
。』 

そ
し
て
、
祝
し
ゅ
く

宴え
ん

を
始は
じ

め

た
。

25
と
こ
ろ
で
兄あ
に

の
方ほ
う

は
畑
は
た
け
に
い
た
が
、
家い
え

の
近ち
か

く
に
来く

る
と
、
音お
ん

楽が
く

や
踊お
ど

り
の
ざ
わ
め
き
が
聞き

こ
え
て
き

た
。
26
そ
こ
で
、
僕
し
も
べ
の
一ひ
と

人り

を
呼よ

ん
で
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何な
に

事ご
と

か
と
尋
ね
た
。
僕
し
も
べ
は
言い

っ
た
。『
弟
お
と
う
とさ
ん

が
帰か
え

っ
て
来こ

ら
れ
ま
し
た
。
無ぶ

事じ

な
姿
す
が
た
で
迎む
か

え
た
と
い
う
の
で
、
お
父ち
ち

上う
え

が
肥こ

え
た
子こ

牛う
し

を
屠ほ
ふ

ら
れ
た
の

で
す
。』
28
兄あ
に

は
怒お
こ

っ
て
家い
え

に
入は
い

ろ
う
と
は
せ
ず
、
父ち
ち

親お
や

が
出で

て
来き

て
な
だ
め
た
。
29
し
か
し
、
兄あ
に

は
父ち
ち

親お
や

に
言い

っ
た
。『
こ
の
と
お
り
、
わ
た
し
は
何な
ん

年ね
ん

も
お
父と
う

さ
ん
に
仕つ
か

え
て
い
ま
す
。
言い

い
つ
け
に
背そ
む

い
た
こ
と

は
一い
ち

度ど

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
わ
た
し
が
友と
も

達だ
ち

と
宴え
ん

会か
い

す
る
た
め
に
、
子こ

山や

羊ぎ

一
匹ぴ
き

す
ら
く
れ
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な
か
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
30
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
の
あ
の
息む
す

子こ

が
、
娼
し
ょ
う

婦ふ

ど
も
と
一い
っ

緒し
ょ

に
あ
な
た

の
身し
ん

上し
ょ
うを
食く

い
つ
ぶ
し
て
帰か
え

っ
て
来く

る
と
、
肥こ

え
た
子こ

牛う
し

を
屠ほ
ふ

っ
て
お
や
り
に
な
る
。』
31
す
る
と
、
父ち
ち

親お
や

は
言い

っ
た
。『
子こ

よ
、
お
前ま
え

は
い
つ
も
わ
た
し
と
一い
っ

緒し
ょ

に
い
る
。
わ
た
し
の
も
の
は
全ぜ
ん

部ぶ

お
前ま
え

の
も
の
だ
。

32
だ
が
、お
前ま
え

の
あ
の
弟
お
と
う
とは
死し

ん
で
い
た
の
に
生い

き
返か
え

っ
た
。
い
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
見み

つ
か
っ
た
の
だ
。

祝し
ゅ
く

宴え
ん

を
開ひ
ら

い
て
楽た
の

し
み
喜
よ
ろ
こ
ぶ
の
は
当あ

た
り
前ま
え

で
は
な
い
か
。』」

人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
罪
を
負
う
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
素
直

に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
と
も
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
と
き
、
自
分
の
弱
さ
、
愚
か
さ
、
他
人
を
ね
た
ん
だ
り
、

憎
ん
だ
り
す
る
心
を
持
つ
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
持
つ

人
が
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
今
お
読
み
し
た
「
放
蕩
息
子
」
の
物
語
は
イ
エ
ス
の
た
と
え
話
の
中
で
も
引
用
さ

れ
る
こ
と
が
最
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
絵
画
で
描
か
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
す
し
（
た
ま
た
ま

二
〇
一
八
年
の
キ
リ
ス
ト
教
カ
レ
ン
ダ
ー
の
一
枚
が
ム
リ
ー
リ
ョ
の
「
放
蕩
息
子
の
回
心
」
で
す
）、
プ
ロ
コ
フ
ィ

エ
フ
や
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
な
ど
ク
ラ
ッ
シ
ク
音
楽
の
テ
ー
マ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
に
出
て
く
る
父
親
は
大
富
豪
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
堅
実
な
農
業
経
営
者
の
よ
う
で
す
。
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息
子
が
二
人
。
弟
が
自
由
な
人
生
を
夢
見
て
、父
親
に
自
分
が
受
け
継
ぐ
べ
き
財
産
を
前
倒
し
で
、今
も
ら
い
た
い
、

と
要
請
し
ま
す
。い
わ
ゆ
る「
生
前
贈
与
」で
す
。本
来
は
父
が
死
ん
で
は
じ
め
て
も
ら
え
る
財
産
で
す
。こ
こ
に「
死
」

の
観
念
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

弟
は
多
額
の
財
産
を
手
に
し
て
遠
く
離
れ
た
土
地
に
旅
立
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
親
た
ち
と
は
音
信
不
通
の
状
態

で
、「
放
蕩
」
三
昧
の
日
々
を
過
ご
し
ま
す
。
必
然
的
に
彼
は
金
を
使
い
果
た
し
、
極
貧
の
状
況
に
陥
り
ま
す
。
こ

こ
で
も
弟
が
飢
え
た
こ
と
が
「
死
」
の
状
態
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

弟
は
お
の
れ
の
愚
か
さ
、
つ
ま
り
は
罪
に
気
づ
き
、
心
を
入
れ
替
え
、
父
の
許
に
帰
ろ
う
と
決
意
し
ま
す
。「
息

子
と
呼
ば
れ
る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。
雇
い
人
の
一
人
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
告
白
し
て
赦
し
を
願
お
う
、
と
ま

で
思
い
詰
め
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
帰
っ
て
来
た
彼
を
、
ま
だ
遠
く
離
れ
て
い
た
の
に
父
は
目
ざ
と
く
見
つ
け
、「
走
り
寄
っ
て
首
を
抱

き
、
接
吻
」
す
る
ほ
ど
に
喜
ん
で
迎
え
ま
し
た
。
祝
宴
を
命
じ
、
最
良
の
衣
服
を
着
せ
ま
す
。
そ
の
理
由
を
父
は
、

「
こ
の
息
子
は
、
死
ん
で
い
た
の
に
生
き
返
っ
た
か
ら
だ
」
と
明
言
し
ま
す
。
弟
の
家
か
ら
の
離
反
は
「
死
」
と
同

義
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
の
で
す
。

最
後
に
、
初
め
て
も
う
一
人
の
息
子
で
あ
る
兄
が
登
場
し
、
父
の
、
弟
の
帰
還
に
注
ぐ
喜
び
を
、
理
不
尽
な
こ

と
だ
と
強
く
抗
議
し
ま
す
。
父
と
共
に
生
き
、
働
い
て
き
た
自
分
に
対
す
る
父
の
接
し
方
と
比
べ
て
何
と
い
う
不
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公
平
か
、
と
。
父
は
兄
の
不
平
、
あ
る
い
は
ひ
が
み
に
対
し
て
、
弟
の
死
か
ら
の
生
き
返
り
が
ど
ん
な
に
大
き
な

喜
び
で
あ
る
か
、
と
前
の
言
葉
を
く
り
か
え
し
て
、
物
語
は
閉
じ
ま
す
。

一
見
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
物
語
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
わ
か
り
や
す
く
受
け
と
め
て
い
い
の
で
す
。

た
と
え
話
で
す
か
ら
、
自
分
の
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
こ
の
物
語
を
読
む
者
は
、
ま
ず
は
「
弟
」
を
自
分
の
生
き
方
に
重
ね
て
考
え
る
で
し
ょ
う
。
神
へ
の

信
仰
、
そ
う
で
な
く
と
も
人
間
と
し
て
自
分
が
正
し
い
生
き
方
を
し
て
き
た
か
、
を
振
り
返
っ
て
、
神
、
あ
る
い

は
親
の
愛
情
を
裏
切
り
、
厳
し
い
状
況
に
自
ら
落
ち
込
ん
で
い
っ
た
経
験
に
思
い
当
た
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
時
、
こ
の
物
語
の
父
、
あ
る
い
は
神
が
、
悔
い
改
め
れ
ば
無
条
件
で
喜
び
祝
っ
て
く
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
存
在

が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
考
え
及
ぶ
こ
と
は
自
然
で
す
。
ル
カ
福
音
書
は
、
読
む
者
に
、
人
間
の
罪
と
そ
こ

に
気
づ
く
な
ら
、
そ
の
罪
は
神
に
よ
っ
て
赦
さ
れ
る
こ
と
を
教
え
ま
す
。

そ
れ
に
加
え
て
、
繰
り
返
し
記
し
ま
し
た
よ
う
に
、
弟
に
た
と
え
ら
れ
る
私
た
ち
人
間
が
間
違
っ
た
方
向
に
行
っ

て
し
ま
う
、
つ
ま
り
そ
れ
は
罪
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
私
た
ち
は
「
死
」
に
直
結
す
る
生
き
方
を

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
物
語
は
示
し
て
も
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
父
の

許
に
帰
ろ
う
、
神
の
許
に
帰
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
は
、「
死
か
ら
の
生
き
返
り
」
す
な
わ
ち
「
死
か
ら
の
復
活
」
だ
、
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と
い
う
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
、
が
物
語
の
伏
線
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

最
後
に
、「
兄
」
で
す
。
読
者
と
し
て
、「
弟
」
を
自
分
に
置
き
換
え
て
読
む
人
が
い
る
一
方
、「
兄
」
を
「
自
分
」

と
考
え
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
ま
じ
め
に
父
に
背
か
ず
生
き
て
き
て
、
不
自
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

不
満
を
抱
え
、
家
を
捨
て
て
勝
手
な
生
き
方
を
し
た
あ
げ
く
図
々
し
く
も
も
ど
っ
て
来
た
弟
を
大
喜
び
で
迎
え
る

父
に
、
彼
は
不
満
を
爆
発
さ
せ
ま
す
。

私
た
ち
は
、
日
頃
自
分
は
ご
く
正
直
に
、
よ
い
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
と
思
い
、
過
っ
た
行
動
を
起
こ
す
人
々

を
冷
や
や
か
に
見
が
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
散
々
自
分
勝
手
な
行
動
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
変
な
幸

運
に
恵
ま
れ
た
人
が
い
た
と
し
た
ら
、
な
ん
と
な
く
ひ
が
む
気
持
ち
を
抱
い
て
、
け
ち
を
つ
け
た
く
な
っ
た
り
す

る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
「
兄
」
は
、罪
と
か
愚
か
さ
の
自
覚
、そ
れ
を
悔
い
改
め
る
こ
と
、そ
の
よ
う
な
者
を
心
か
ら
喜
ぶ
父
の
愛
情
、

を
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。

父
の
心
、す
な
わ
ち
神
の
、罪
あ
る
者
に
そ
そ
が
れ
る
愛
、を
知
り
、こ
の
父
と
共
に
、弟
の
生
き
返
り
を
喜
ぶ
兄
、

に
な
る
こ
と
も
ま
た
こ
の
た
と
え
話
か
ら
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
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祈
り･･･

神
さ
ま
、
放
蕩
息
子
の
物
語
か
ら
、
父
な
る
神
が
罪
人
の
悔
い
改
め
を
喜
び
、
死
か
ら
の
復
活
を
も

示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
感
謝
い
た
し
ま
す
。
ど
う
か
あ
な
た
の
愛
を
信
じ
、
喜
ん
で
生

き
る
者
と
し
て
下
さ
い
。
主
の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
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命
は
人
間
を
照
ら
す
光　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

院　

長　

佐
々
木　

哲　

夫

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
　
一
章
一
～
五
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
に
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
。

　
　

初
め
に

本
日
は
、
ア
ド
ベ
ン
ト
第
三
週
の
水
曜
で
す
の
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
ち
な
む
聖
書
箇
所
を
開
き
ま
し
た
。
ヨ
ハ

ネ
福
音
書
第
一
章
で
す
。「
初
め
に
」
と
書
き
出
し
て
い
ま
す
。「
初
め
に
」
と
聞
き
ま
す
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
多
く

は
創
世
記
を
連
想
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
創
世
記
の
書
き
出
し
も
「
初
め
に
」
だ
か
ら
で
す
し
、
し
か
も
、
ヘ
ブ

ラ
イ
語
聖
書
は
最
初
の
単
語
を
そ
の
書
の
名
前
に
し
ま
す
の
で
、
最
初
の
単
語
「
初
め
に
」
が
創
世
記
の
ヘ
ブ
ラ
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イ
語
書
名
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
初
め
に
」
が
重
な
り
合
っ
て
響
き
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
創
世
記
は
容

易
に
結
び
つ
く
の
で
す
。

し
か
し
、「
初
め
に
」
の
表
現
は
同
じ
で
す
が
、創
世
記
の
「
初
め
に
」
は
動
詞
と
連
結
す
る
珍
し
い
表
現
に
な
っ

て
お
り
、
他
方
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
初
め
に
」
は
、
通
常
の
副
詞
表
現
で
す
の
で
、
永
遠
の
初
め
を
表
現
し
て

い
る
と
解
せ
ま
す
。
創
世
記
の
書
き
出
し
と
共
鳴
し
つ
つ
も
、ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、永
遠
の
は
じ
め
に
ロ
ゴ
ス
〔
言
〕

が
存
在
し
、
ロ
ゴ
ス
は
創
造
を
担
っ
た
神
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
が
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。

命　
さ
て
、創
世
記
に
お
い
て
神
は
、最
初
の
人
ア
ダ
ム
に
命
の
息
を
吹
き
入
れ
、生
き
る
も
の
と
し
ま
し
た
。そ
れ
は
、

無
論
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
体
の
こ
と
で
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
体

の
命
が
終
わ
っ
た
後
に
残
る
内
な
る
自
分
の
命
と
い
い
ま
す
か
、魂
の
行
き
先
の
こ
と
、永
遠
の
命
の
こ
と
で
し
た
。

ル
カ
福
音
書
で
は
、
律
法
の
専
門
家
、
さ
ら
に
は
、
要
職
に
就
い
て
い
る
議
員
ま
で
も
が
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
に

「
何
を
し
た
ら
永
遠
の
命
を
受
け
継
ぐ
事
が
出
来
ま
す
か
」
と
質
問
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
エ
ス
キ
リ

ス
ト
は
、
神
の
国
の
た
め
に
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
従
う
人
が
「
こ
の
世
で
そ
の
何
倍
も
の
報
い
を
受
け
、
後
の
世

で
永
遠
の
命
を
受
け
る
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
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イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
は
、
永
遠
の
命
に
つ
い
て
幾
度
も
証
言
し
て
い
ま
す
。
比
喩
表
現
を
用
い
て
、「
私
は
命
の
パ

ン
で
あ
る
…
こ
の
パ
ン
を
食
べ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
永
遠
に
生
き
る
」、
ま
た
、「
私
が
与
え
る
水
は
そ
の
人
の

内
で
泉
と
な
り
、
永
遠
の
命
に
至
る
水
が
わ
き
出
る
」
と
語
り
、
さ
ら
に
、「
私
が
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
命

で
あ
る
。
私
を
通
ら
な
け
れ
ば
、
だ
れ
も
父
の
も
と
に
行
く
事
が
出
来
な
い
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

使
徒
言
行
録
は
、
パ
ウ
ロ
の
伝
道
に
よ
っ
て
、
こ
の
永
遠
の
命
が
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
で
な
く
異
邦
人
に
も
与
え
ら

れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
実
に
、
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
こ
そ
真
実
の
神
、
永
遠
の
命
で
し
た
。

光
さ
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
戻
り
ま
す
と
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、
命
が
人
間
を
照
ら
す
光
で
あ
る
と
説
明
し
て
い

ま
す
。
命
を
光
に
譬
え
て
お
り
ま
す
。
光
は
、
天
地
創
造
の
最
初
の
も
の
で
す
。
ま
た
、
主
が
モ
ー
セ
に
幕
屋
建

設
を
命
じ
た
と
き
、
七
枝
の
燭
台
の
制
作
を
命
じ
て
い
ま
す
。
七
つ
の
枝
の
つ
い
た
燭
台
、
メ
ノ
ラ
ー
は
、
今
日

の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
の
徴
、
国
章
に
も
な
っ
て
お
り
、
安
息
日
に
は
今
日
に
お
い
て
も
な
お
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ロ
ー

ソ
ク
の
光
に
照
ら
さ
れ
つ
つ
祈
り
を
捧
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ダ
ビ
デ
王
は
、
詩
編
の
中
で
「
主
は
わ
た
し
の
光
、

わ
た
し
の
救
い
、
わ
た
し
は
誰
を
恐
れ
よ
う
」
と
歌
っ
て
い
ま
す
。

人
間
を
照
ら
す
光
に
つ
い
て
、
パ
ウ
ロ
は
「
光
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
善
意
と
正
義
と
真
実
が
生
じ
る
」
と
説
明
し
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て
い
ま
す
。
善
意
と
正
義
と
真
実
は
、
パ
ウ
ロ
が
霊
の
結
ぶ
実
と
し
て
説
明
し
て
い
る
愛
や
平
和
な
ど
と
共
通
す

る
も
の
で
す
。
愛
や
平
和
な
ど
の
徳
目
が
、
こ
の
世
界
へ
、
実
に
、
光
の
ご
と
く
放
た
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

光
の
存
在
に
よ
っ
て
闇
の
存
在
が
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
ま
す
。
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
は
語
り
ま
す
。「
わ
た
し
は

世
の
光
で
あ
る
。
わ
た
し
に
従
う
者
は
暗
闇
の
中
を
歩
か
ず
、
命
の
光
を
持
つ
。」 

光
と
暗
闇

し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、「
暗
闇
は
光
を
理
解
し
な
か
っ
た
」
と
も
記
し
て
い
ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、

別
の
箇
所
で
「
光
が
世
に
来
た
の
に
、
人
々
は
そ
の
行
い
が
悪
い
の
で
、
光
よ
り
も
闇
の
方
を
好
ん
だ
。
…
真
理

を
行
う
者
は
光
の
方
に
来
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
二
〇
一
七
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
を
迎
え
よ
う
と
し

て
お
り
ま
す
。
光
を
理
解
し
、
光
に
歩
む
者
で
あ
り
た
い
と
願
う
も
の
で
す
。
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は
じ
め
の
一
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
台
広
瀬
河
畔
教
会　

望　

月　
　
　

修

創
世
記
　
第
一
章
二
六
～
二
七
節

26
神か
み

は
言い

わ
れ
た
。「
我わ
れ

々わ
れ

に
か
た
ど
り
、
我わ
れ

々わ
れ

に
似に

せ
て
、
人ひ
と

を
造つ
く

ろ
う
。
そ
し
て
海う
み

の
魚う
お

、
空そ
ら

の
鳥と
り

、

家か

畜ち
く

、
地ち

の
獣
け
も
の
、
地ち

を
這は

う
も
の
す
べ
て
を
支し

配は
い

さ
せ
よ
う
。」

27
神か
み

は
御ご

自じ

分ぶ
ん

に
か
た
ど
っ
て
人ひ
と

を
創そ
う

造ぞ
う

さ
れ
た
。
神か
み

に
か
た
ど
っ
て
創そ
う

造ぞ
う

さ
れ
た
。
男
お
と
こ
と
女
お
ん
な
に
創そ
う

造ぞ
う

さ

れ
た
。

　
　
　

神
が
世
界
を
お
造
り
に
な
ら
れ
た
際
に
、
私
た
ち
人
間
は
最
後
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
特
別
な
地
位
に

就
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
冒
頭
の
聖
書
の
個
所
は
、
そ
の
事
実
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
神
は
言
わ
れ
た
。『
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う･･･

」。「
我
々
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、

複
数
の
神
が
相
談
を
し
て
造
っ
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
神
の
存

在
の
偉
大
さ
を
表
現
し
て
い
る
言
い
方
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
、
例
え
ば
、
礼
拝
の
最
後
に
、「
頌
栄
」
と
い
う
仕
方
で
、
い
つ
も
歌
い
、
告
白
し
ま
す
よ

う
に
、「
父
な
る
、
子
な
る
、
そ
し
て
、
聖
霊
な
る
神
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
独
自
な
在
り
方
を
す

る
、「
唯
一
の
神
」
で
あ
る
、
と
告
白
し
て
い
ま
す
。

教
理
的
に
言
い
表
す
と
こ
ろ
の
「
三
位
一
体
の
神
」
で
あ
り
ま
す
が
、
聖
書
を
読
み
ま
す
と
、
神
が
こ
の
よ
う

な
神
と
し
て
証
し
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
「
三
位
一
体
の
神
」
が
、
こ
こ
で
、「
我
々
」

と
言
っ
て
い
る
の
だ
、
と
説
明
す
る
人
も
い
ま
す
。

「
三
位
一
体
の
神
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、
む
し
ろ
、
こ
こ
で
、
大
切
な
こ
と
は
、
私
た
ち
人
間

が
、「
神
に
似
せ
て
、
神
に
か
た
ど
っ
て
造
ら
れ
た
」
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
姿
格
好
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
人
間
は
、
神
と
関
わ
っ
て
生
き
て
行
く
存
在
と
し
て
造
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

リ
ス
ポ
ン
ス
（response

）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
応
答
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
か
ら

生
ま
れ
た
言
葉
と
し
て
、
リ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
（responsibility

）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
責
任
」
と
訳

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
て
、
説
明
す
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
人
間
は
、
神
に
応
答
す
る
責
任
の
あ
る
存
在
と
し
て
造
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間

は
、
同
じ
く
神
に
造
ら
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
「
も
の
」
と
比
べ
て
、
偉
大
で
、
尊
厳
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
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だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、神
に
応
答
し
な
が
ら
生
き
る
存
在
と
し
て
造
ら
れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
は
、
神
に
応
答
し
な
が
ら
、
神
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
存
在
と
し
て
、
造
ら
れ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
、
ど
う
思
う
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
少
し
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
し
、
思
っ
て

も
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
あ
る
よ
う
に
、
と
に
か
く
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
自
分
な
り
の
目
標
を
掲
げ
努
力
し
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
他
者
に
対
し
て
、
少
し
は
優
し
さ
や
愛
を
も
っ
て
生
き
て
行
こ
う
。
そ
の
ぐ
ら
い
の
こ

と
は
、
皆
、
考
え
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
て
神
を
礼
拝
す
る
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
す
が
、
神
に
造
ら
れ
た
者
と
し
て
、
神
と
関
わ
っ
て
、

何
よ
り
も
、
神
に
対
し
て
責
任
を
も
っ
て
生
き
て
行
く
と
い
う
よ
う
に
は
、
思
い
も
、
考
え
も
し
な
い
。
多
く
の

人
は
そ
の
よ
う
に
言
う
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
、
私
た
ち
は
、
既
に
、
神
の
「
か
た
ち
」
と
し
て
の
自
分
を
、
損
ね
て
い
る
の
で
す
。
本

来
の
在
り
方
を
し
よ
う
と
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
墜
ち
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
お
互
い

に
墜
ち
て
い
る
私
た
ち
は
、
お
互
い
の
関
係
を
も
損
ね
て
し
ま
い
ま
す
。
い
や
、
お
互
い
だ
け
で
な
く
、
こ
の
世

界
を
も
損
ね
る
こ
と
に
加
担
し
て
行
く
の
で
す
。
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聖
書
は
、
そ
れ
を
「
罪
」
と
言
い
ま
す
。
罪
は
、
何
か
悪
い
こ
と
、
い
か
が
わ
し
い
思
い
を
抱
く
こ
と
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
、
神
に
背
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
神
に
応
答
せ
ず
、
神
と

の
関
わ
り
を
断
つ
と
い
う
「
罪
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
損
ね
、
お
互
い
を
、
そ
し
て
、
こ
の
世
界
を
も
損
ね
て
い

る
の
で
す
。

所
謂
、
人
格
崩
壊
で
す
。
そ
し
て
、
環
境
破
壊
で
す
。
神
の
意
向
を
慮
お
も
ん
ぱ
かる
こ
と
な
く
、
身
勝
手
な
思
い
に
駆
ら

れ
、
時
に
は
な
り
ふ
り
構
わ
ず
争
う
か
の
よ
う
に
し
て
突
き
進
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
、
気
づ
か
ぬ
内
に
、

滅
び
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
、本
来
の
在
り
方
を
、回
復
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、私
た
ち
の
力
で
は
、回
復
で
き
ま
せ
ん
。

救
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

そ
う
は
思
わ
な
い
。
突
っ
ぱ
ね
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
。
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

努
力
や
工
夫
が
足
ら
な
い
だ
け
だ
、
と
思
う
こ
と
も
自
由
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
ど
う
で
あ
れ
、
神
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ご
自
分
の
側
か
ら
は
、
こ
の
私
た
ち
を
、
直
ち
に
、
滅
ぼ
す
、

と
い
よ
う
な
こ
と
は
な
さ
り
ま
せ
ん
。
身
勝
手
な
私
た
ち
の
な
す
が
ま
ま
に
任ま
か

せ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
神
の
側
か
ら
、
直
ち
に
、
見
限
っ
た
り
な
さ
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
そ
ん
な
私
た
ち
を
顧
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み
ら
れ
、
救
い
の
御
手
を
差
し
伸
ば
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
約
聖
書
の
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
が
、
こ
の
世
界
に
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
告
げ
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
。
神
が
御
子
を

世
に
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、
世
を
裁
く
た
め
で
は
な
く
、
御
子
に
よ
っ
て
世
が
救
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
」（
ヨ
ハ
ネ
に

よ
る
福
音
書
三
・
一
六
ー
一
七
）。

私
た
ち
に
は
、
救
い
主
が
遣
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
救
い
主
と
そ
の
救
い
を
信
じ
る
だ
け
で
よ
い
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
神
に
祈
り
、
礼
拝
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
、
神
に
応
答
す
る
、
人
間
と
し
て
の
第
一
歩
で
あ
り

ま
す
。
神
に
か
た
ど
ら
れ
、
似
せ
て
造
ら
れ
て
い
る
、
本
来
の
自
分
を
回
復
し
、
再
生
さ
せ
て
行
く
、
第
一
歩
で
す
。

損
ね
て
い
る
自
分
、
損
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
お
互
い
の
関
係
と
こ
の
世
界
を
も
回
復
さ
せ
て
行
く
、
は
じ
め
の
一

歩
な
の
で
す
。

今
朝
、
こ
う
し
て
、
共
に
、
礼
拝
を
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
た
幸
い
を
思
い
ま
す
。
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父
な
る
神｡

実
を
言
え
ば
、
私
た
ち
は
自
分
が
よ
く
判
り
ま
せ
ん
。
人
と
較
べ
、
あ
る
い
は
関
わ
る
集
団
の
中
で
自
分
の

位
置
や
役
割
を
思
い
な
が
ら
、
手
探
り
で
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
相
手
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
が
、
本
当
に
し

た
い
こ
と
、
果
た
す
べ
き
こ
と
を
見
出
せ
な
い
で
い
ま
す
。
お
互
い
に
不
確
か
な
の
で
す
。
あ
な
た
を
仰
ぐ
こ

と
で
こ
そ
、託
さ
れ
た
使
命
、生
き
る
意
味
や
目
的
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
、

私
た
ち
を
顧
み
導
い
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
祈
り
を
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
よ
っ
て
御
前
に
捧
げ
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
。
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わ
た
し
は
な
お
、
神
の
中
に
い
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
台
東
一
番
丁
教
会　

瀬　

谷　
　
　

寛

詩
編
第
一
三
九
篇
一
三
～
一
八
節

13
あ
な
た
は
、
わ
た
し
の
内な
い

臓ぞ
う

を
造つ
く

り

 

母は
は

の
胎た
い

内な
い

に
わ
た
し
を
組く

み
立た

て
て
く
だ
さ
っ
た
。

14
わ
た
し
は
あ
な
た
に
感か
ん

謝し
ゃ

を
さ
さ
げ
る
。

 

わ
た
し
は
恐お
そ

ろ
し
い
力
ち
か
ら
に
よ
っ
て

　
　
驚
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
に
造つ
く

り
上あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

 

御み

業わ
ざ

が
ど
ん
な
に
驚
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
か

　
　
わ
た
し
の
魂
た
ま
し
いは
よ
く
知し

っ
て
い
る
。

15
秘ひ

め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
わ
た
し
は
造つ
く

ら
れ

 

深ふ
か

い
地ち

の
底そ
こ

で
織お

り
な
さ
れ
た
。
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あ
な
た
に
は
、
わ
た
し
の
骨ほ
ね

も
隠か
く

さ
れ
て
は
い
な
い
。

16
胎た
い

児じ

で
あ
っ
た
わ
た
し
を
あ
な
た
の
目め

は
見み

て
お
ら
れ
た
。

 
わ
た
し
の
日ひ

び々

は
あ
な
た
の
書し
ょ

に
す
べ
て
記し
る

さ
れ
て
い
る

 
ま
だ
そ
の
一
日に
ち

も
造つ
く

ら
れ
な
い
う
ち
か
ら
。

17
あ
な
た
の
御お
ん

計は
か

ら
い
は

　
　
わ
た
し
に
と
っ
て
い
か
に
貴
と
う
と
い
こ
と
か
。

 

神か
み

よ
、
い
か
に
そ
れ
は
数か
ず

多お
お

い
こ
と
か
。

18
数か
ぞ

え
よ
う
と
し
て
も
、
砂す
な

の
粒つ
ぶ

よ
り
多お
お

く

 

そ
の
果は

て
を
極き
わ

め
た
と
思お
も

っ
て
も

　
　
わ
た
し
は
な
お
、
あ
な
た
の
中な
か

に
い
る
。

　
　

　

「
生
き
る
こ
と
は
空む
な

し
い
」、
そ
う
考
え
た
こ
と
が
あ
る
人
は
こ
の
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
？

大
き
な
活
躍
を
す
る
、
そ
れ
な
り
に
生
き
が
い
を
つ
か
む
、
そ
の
た
め
に
、
苦
し
み
、
も
が
き
、
悲
し
ん
で
、

あ
る
い
は
愛
し
、
歌
っ
て
、
喜
ん
で
。
人
は
誰
し
も
、
そ
の
よ
う
な
日
々
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
世
で
生
き
る
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限
り
、
そ
の
よ
う
な
経
験
を
い
た
し
ま
す
。

こ
こ
に
お
ら
れ
る
の
は
、
ま
だ
若
い
、
学
生
の
皆
さ
ん
が
中
心
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
皆
さ
ん
な
り
に
、
真
剣

に
苦
し
み
、
真
剣
に
喜
び
、
一
所
懸
命
生
き
て
こ
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
。
こ
う
い
う
考
え
方
も
で
き
ま
す
。
結
局
は
、
ど
ん
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
病
気
に
か
か
り
、
弱
り
、

動
け
な
く
な
り
、
そ
し
て
や
が
て
必
ず
死
ん
で
い
く
。
ど
ん
な
に
華
や
い
だ
、
ま
た
、
幸
福
な
歩
み
を
辿
っ
た
人

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
で
す
。
人
間
は
、
や
が
て
は
必
ず
消
え
て
い
く
存
在
で
す
。
最
後
に
は
消
え
る
た
め
に
、

あ
く
せ
く
生
き
て
い
る
存
在
で
す
。
人
間
、
死
ね
ば
そ
こ
で
終
わ
り
、
そ
こ
で
全
て
が
終
わ
り
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
自
分
が
消
え
て
無
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
愛
し
て
き
た
も
の
た
ち
の
胸
の
中
に
刻
ま
れ
、

残
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
記
憶
の
中
に
と
ど
ま
り
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
あ
る

で
し
ょ
う
。
自
分
は
そ
の
た
め
に
、
つ
ま
り
、
人
々
の
記
憶
に
何
事
か
を
残
す
た
め
に
生
き
て
い
く
の
だ
、
そ
う

考
え
る
人
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
記
憶
が
い
つ
ま
で
も
続
く
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
愛
す
る
者
で
す
ら
、
一
人
も
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
る
時
が
来
る
の
で
す
。
必
ず
来
る
の
で
す
。
そ

の
よ
う
な
時
、
自
分
を
覚
え
て
く
れ
る
人
が
、
ま
だ
ど
こ
か
に
い
る
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
、

特
に
一
所
懸
命
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
悲
し
く
、
空
し
く
、
そ
し
て
、
寂
し
い
思
い
を
い
た
し
ま
す
。
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し
か
し
。
こ
の
「
し
か
し
」
は
、
大
き
な
「
し
か
し
」
で
す
。
神
さ
ま
の
記
憶
の
中
に
生
き
る
者
は
、
そ
う
で

は
な
い
の
で
す
。
計
り
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
広
く
、
大
き
な
神
の
ご
支
配
は
、
結
局
は
最
後
は
消
え
て
な

く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
ち
っ
ぽ
け
な
こ
の
わ
た
し
の
存
在
ま
で
及
び
、
神
さ
ま
が
こ
の
よ
う
な
わ
た
し
に
目

を
留
め
、
そ
し
て
、
そ
の
記
憶
に
と
ど
め
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

今
日
与
え
ら
れ
た
御
言
葉
は
、
一
人
の
詩
人
の
、
神
さ
ま
に
対
す
る
信
仰
の
告
白
の
言
葉
で
す
。
ち
ょ
っ
と
わ

か
り
に
く
い
で
す
が
、
詩
人
の
言
葉
と
し
て
、
お
聞
き
く
だ
さ
い
。「
胎
児
で
あ
っ
た
わ
た
し
を
あ
な
た
の
目
は
見

て
お
ら
れ
た
、
わ
た
し
の
日
々
は
あ
な
た
の
書
に
全
て
記
さ
れ
て
い
る
、
ま
だ
そ
の
一
日
も
造
ら
れ
な
い
う
ち
か

ら
」。
こ
の
地
上
で
、
い
つ
か
誰
も
自
分
の
こ
と
を
知
る
こ
と
の
な
く
な
る
、
そ
の
時
が
来
た
と
し
て
も
、
そ
の
と

き
に
、
わ
た
し
た
ち
の
存
在
は
空
し
く
消
え
去
り
、
意
味
の
な
い
も
の
と
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

わ
た
し
の
限
ら
れ
た
命
が
、
そ
の
誕
生
の
日
か
ら
、
い
え
、
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
今
日
に
至
る
ま
で
、

神
さ
ま
の
永
遠
の
記
憶
の
中
に
覚
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。
神
さ
ま
だ
け
が
持
っ
て
お
ら
れ
る
書
物
、

神
さ
ま
が
お
持
ち
の
ノ
ー
ト
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
命
の
書
、デ
ス
ノ
ー
ト
で
は
な
い
、命
の
ノ
ー
ト
の
中
に
、

こ
の
わ
た
し
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
の
す
べ
て
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の

限
ら
れ
た
存
在
の
わ
た
し
が
、
ず
っ
と
、
神
さ
ま
と
の
交
わ
り
の
う
ち
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。

人
間
は
、
ど
こ
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
、
病
に
伏
せ
る
中
で
も
、
そ
し
て
、
た
と
え
地
上
の
死
の
中
に
あ
っ
て
も
、
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決
し
て
孤
独
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詩
人
の
言
葉
、「
わ
た
し
は
な
お
、
あ
な
た
の
中
に
い
る
」。
一
度
聞
い
た
ら
忘

れ
ら
れ
な
い
御
言
葉
で
す
。
あ
な
た
、
す
な
わ
ち
、
神
さ
ま
の
中
に
、
わ
た
し
、
す
な
わ
ち
詩
人
を
始
め
、
こ
の

ち
っ
ぽ
け
な
わ
た
し
が
、
そ
し
て
す
べ
て
の
人
間
が
、
そ
こ
に
い
る
。
改
め
て
、
深
く
心
に
留
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

神
さ
ま
ご
自
身
の
中
に
、
こ
の
わ
た
し
が
置
か
れ
て
い
る
。
神
さ
ま
の
中
に
、
こ
の
わ
た
し
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
、
だ
か
ら
決
し
て
孤
独
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
、
こ
の
と
こ
ろ
に
、
わ
た
し
た

ち
の
人
生
が
無
駄
に
な
ら
な
い
、
空
し
く
は
な
ら
な
い
、
そ
の
道
が
あ
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
を
造
り
出
し
、
命
を
与
え
、
贖
っ
て
く
だ
さ
っ
た
神
さ
ま
の
命
の
中
に
わ
た
し
た
ち
は
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
お
方
が
そ
れ
を
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

と
い
う
お
方
は
、
わ
た
し
た
ち
の
存
在
が
、
わ
た
し
た
ち
の
命
が
、
本
当
は
神
に
覚
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と

を
は
っ
き
り
と
示
す
た
め
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。
道
を
外
れ
て
さ
ま
よ
い
、
滅
び
の
が
け
っ
ぷ
ち
に
い
た

愚
か
な
迷
え
る
一
匹
の
羊
で
あ
る
わ
た
し
を
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
捜
し
求
め
、
発
見
し
、
命
を
か
け
て
救
い

出
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
み
手
の
中
に
、
そ
し
て
そ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
父

な
る
神
さ
ま
の
中
に
わ
た
し
は
い
る
の
で
す
。
こ
ん
な
に
幸
い
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

今
、
人
生
が
空
し
い
と
感
じ
て
い
る
人
、
今
、
も
の
す
ご
く
孤
独
を
感
じ
て
い
る
人
、
ど
う
か
、
神
さ
ま
の
中

に
す
で
に
置
か
れ
て
い
る
ご
自
分
を
、
見
つ
け
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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〈
祈
り
〉

主
な
る
神
さ
ま
、
わ
た
し
た
ち
は
、
と
て
も
小
さ
な
存
在
で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
の
中
で
、
誰
も
自
分

の
こ
と
を
顧
み
て
く
れ
な
く
と
も
、
た
だ
お
一
人
、
あ
な
た
だ
け
は
、
わ
た
し
の
こ
と
を
決
し
て
見
放
さ
ず
に

見
て
い
て
く
だ
さ
り
、
記
憶
に
と
ど
め
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
、
感
謝
い
た
し
ま
す
。
あ
な
た
の
中
に
覆
い
包
ま

れ
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
の
側
も
思
い
出
し
、
覚
え
て
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
が
で
き

ま
す
よ
う
に
。

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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遣
り
直
し
可
能
な
人
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
基
督
教
団
泉
高
森
教
会　

阿　

部　

祐　

治

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
　
第
二
二
章
五
四
～
六
二
節

 

54
人ひ
と

々び
ち
ょは
イ
エ
ス
を
捕と

ら
え
、
引ひ

い
て
行い

き
、
大だ
い

祭さ
い

司し

の
家い
え

に
連つ

れ
て
入は
い

っ
た
。
ペ
ト
ロ
は
遠と
お

く
離は
な

れ
て

従し
た
が

っ
た
。
55
人ひ
と

々び
と

が
屋や

敷し
き

の
中な
か

庭に
わ

の
中
ち
ゅ
う

央お
う

に
火ひ

を
た
い
て
、
一い
っ

緒し
ょ

に
座す
わ

っ
て
い
た
の
で
、
ペ
ト
ロ
も
中な
か

に

混ま

じ
っ
て
腰こ
し

を
下お

ろ
し
た
。
56
す
る
と
あ
る
女じ
ょ

中ち
ゅ
うが
、
ペ
ト
ロ
が
た
き
火び

に
照て

ら
さ
れ
て
座す
わ

っ
て
い
る
の

を
目め

に
し
て
、
じ
っ
と
見み

つ
め
、「
こ
の
人ひ
と

も
一い
っ

緒し
ょ

に
い
ま
し
た
」
と
言い

っ
た
。
57
し
か
し
、
ペ
ト
ロ
は
そ

れ
を
打う

ち
消け

し
て
、「
わ
た
し
は
あ
の
人ひ
と

を
知し

ら
な
い
」
と
言い

っ
た
。
58
少す
こ

し
た
っ
て
か
ら
、
ほ
か
の
人ひ
と

が

ペ
ト
ロ
を
見み

て
、「
お
前ま
え

も
あ
の
連れ
ん

中ち
ゅ
うの
仲な
か

間ま

だ
」
と
言い

う
と
、
ペ
ト
ロ
は
、「
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
」

と
言い

っ
た
。
59
一
時じ

間か
ん

ほ
ど
た
つ
と
、
ま
た
別べ
つ

の
人ひ
と

が
、「
確た
し

か
に
こ
の
人ひ
と

も
一い
っ

緒し
ょ

だ
っ
た
。
ガ
ラ
リ
ヤ
の

者も
の

だ
か
ら
」
と
言い

い
張は

っ
た
。
60
だ
が
、
ペ
ト
ロ
は
、「
あ
な
た
の
言い

う
こ
と
は
分わ

か
ら
な
い
」
と
言い

っ
た
。

ま
だ
こ
う
言い

い
終お

わ
ら
な
い
う
ち
に
、
突と
つ

然ぜ
ん

鶏
に
わ
と
りが
鳴な

い
た
。
61
主し
ゅ

は
振ふ

り
向む

い
て
ペ
ト
ロ
を
見み

つ
め
ら
れ
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た
。
ペ
ト
ロ
は
、「
今き
ょ

日う

、
鶏
に
わ
と
りが
鳴な

く
前ま
え

に
、
あ
な
た
は
三
度ど

わ
た
し
を
知し

ら
な
い
と
言い

う
だ
ろ
う
」
と
言い

わ
れ
た
主し
ゅ

の
言こ
と

葉ば

を
思お
も

い
出だ

し
た
。
62
そ
し
て
外そ
と

に
出で

て
、
激は
げ

し
く
泣な

い
た
。

　
　
　

春
季
宗
教
強
調
週
間
の
特
別
伝
道
礼
拝
に
御
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
小

生
は
今
春
４
月
よ
り
泉
高
森
教
会
の
牧
師
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
七
一
年
東
京
神
学
大
学

大
学
院
を
卒
業
し
て
、
岡
山
、
金
沢
、
名
古
屋
、
岡
山
、
東
京
の
教
会
の
牧
師
と
し
て
歩
ん
で
四
十
五
年
に
な
り

ま
す
。
そ
の
間
教
師
と
し
て
成
功
し
た
事
よ
り
も
失
敗
し
た
事
の
方
が
多
か
っ
た
と
反
省
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
共
他
人
か
ら
話
を
聞
く
と
き
、
成
功
話
よ
り
も
失
敗
話
の
方
に
耳
を
傾
け
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

聖
書
の
中
に
も
主
イ
エ
ス
に
出
会
っ
た
人
々
の
様
々
な
対
応
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
十
二
弟
子

の
中
の
二
人
に
注
目
し
て
み
た
い
の
で
す
。
そ
の
一
人
は
「
イ
ス
カ
リ
オ
テ
の
ユ
ダ
」
で
す
。
ユ
ダ
と
は
「
彼
を

賛
美
し
よ
う
」
と
い
う
意
味
で
、
本
来
は
地
名
で
あ
っ
た
そ
れ
が
十
二
部
族
の
名
と
な
り
、
や
が
て
個
人
名
に
な
っ

た
の
で
す
。

彼
は
「
シ
モ
ン
の
子
」
と
呼
ば
れ
、
弟
子
の
中
で
は
唯
一
南
部
出
身
者
で
あ
っ
た
。
主
イ
エ
ス
か
ら
会
計
を
委
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さ
れ
て
お
り
信
任
が
厚
か
っ
た
。
そ
ん
な
ユ
ダ
が
や
が
て
主
イ
エ
ス
を
裏
切
る
事
に
な
る
。
太
宰
治
著
の
短
篇「
駆

け
込
み
訴
え
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
ユ
ダ
は
主
イ
エ
ス
に
出
会
い
そ
の
魅
力
に
引
き
付
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に

同
性
愛
的
な
感
情
を
も
覚
え
る
。
当
時
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
に
武
力
を
も
っ
て
反
抗
す
る
熱
心
党
の
一
員
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
主
イ
エ
ス
の
人
気
が
昂
ま
り
、
ユ
ダ
は
主
イ
エ
ス
が
地
上
的
な
救
い
主
に
な
る
期
待
を
抱
い

た
が
、
主
イ
エ
ス
は
そ
れ
を
無
視
し
、
自
ら
そ
の
意
志
の
無
い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
ユ
ダ
は
極

度
に
失
望
し
て
、
主
イ
エ
ス
を
殺
す
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
律
法
学
者
、
祭
司
長
、
長
老
達
と
云
わ
れ
る
当
時
の

指
導
者
た
ち
の
所
へ
行
き
、
祭
司
長
た
ち
の
提
案
銀
貨
三
十
枚
と
い
う
わ
ず
か
な
金
額
で
主
イ
エ
ス
を
裏
切
る
約

束
を
し
て
し
ま
う
。
そ
の
原
因
を
聖
書
は
「
サ
タ
ン
が
彼
に
入
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
ユ
ダ
は
主
イ
エ
ス
が
弟

子
た
ち
と
共
に
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
で
祈
る
た
め
に
行
っ
た
際
、「
接
吻
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
主
イ
エ
ス
を
捕
え
る

こ
と
に
協
力
し
て
裏
切
る
事
に
な
っ
た
。

も
う
一
人
は
「
シ
モ
ン
・
ペ
ト
ロ
」
で
あ
る
。
シ
モ
ン
は
シ
メ
オ
ン
（
神
は
聞
い
て
下
さ
る
）
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

十
二
部
族
の
名
と
な
り
、
個
人
名
と
な
っ
た
、
シ
モ
ン
は
北
部
ガ
リ
ラ
ヤ
の
漁
師
で
あ
り
、
主
イ
エ
ス
の
招
き
に

応
え
て
最
初
の
弟
子
と
な
っ
た
一
人
。
バ
ル
ヨ
ナ
（
ヨ
ナ
の
息
子
）
と
も
呼
ば
れ
、
十
二
人
の
代
弁
者
と
し
て
働

い
た
。
主
イ
エ
ス
の
大
事
な
場
面
に
ヤ
コ
ブ
、ヨ
ハ
ネ
の
三
人
の
み
が
立
ち
会
っ
て
い
る
。
ヤ
イ
ロ
の
嫁
を
い
や
す
。

山
上
の
変
容
、
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
で
の
祈
り
。
主
イ
エ
ス
の
こ
と
を
「
あ
な
た
は
メ
シ
ア
、
生
け
る
神
の
子
で
す
」
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と
信
仰
告
白
を
な
し
た
時
、
主
イ
エ
ス
か
ら
「
ペ
ト
ロ
」
と
い
う
渾
名
を
付
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
大
変
人
間
的

な
人
物
で
、
自
信
家
で
も
あ
り
、
人
間
中
心
的
に
判
断
し
失
敗
し
た
。
信
仰
告
白
を
し
た
時
も
主
イ
エ
ス
か
ら
サ

タ
ン
と
叱
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
晩
餐
の
時
主
イ
エ
ス
が
弟
子
た
ち
の
裏
切
り
を
予
告
さ
れ
た
時
「
自
分
だ
け
は

裏
切
り
ま
せ
ん
」と
大
言
壮
語
す
る
の
で
あ
る
が
、主
イ
エ
ス
の
予
告
通
り
三
度
主
イ
エ
ス
を
否
ん
で
し
ま
っ
た
時
、

「
外
を
出
て
激
し
く
泣
い
た
」
の
で
あ
る
。

ユ
ダ
も
ペ
ト
ロ
も
主
イ
エ
ス
に
従
う
こ
と
に
失
敗
し
た
。
ユ
ダ
は
自
分
の
失
敗
を
悔
い
て
反
省
し
銀
貨
を
神
殿

に
投
げ
込
ん
だ
後
、
自
ら
首
を
く
く
っ
て
自
死
し
た
。
ペ
ト
ロ
は
復
活
の
主
イ
エ
ス
に
再
び
出
会
う
こ
と
に
よ
っ

て
「
私
を
愛
し
て
い
る
か
」
と
三
度
伺
わ
れ
「
わ
た
し
の
羊
を
飼
い
な
さ
い
」
と
使
命
に
生
き
る
こ
と
が
赦
さ
れ

て
い
る
。
神
は
私
共
を
愛
し
、
悔
い
改
め
て
、
従
う
こ
と
を
待
っ
て
お
ら
れ
る
。
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心
渇
く
時　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　仙

台
東
六
番
丁
教
会　

中　

本　
　
　

純

詩
編
　
六
三
編
一
節
～
二
節

 

1
賛
歌
。
ダ
ビ
デ
の
詩
。
ダ
ビ
デ
が
ユ
ダ
の
荒
れ
野
に
い
た
と
き
。

 

2
神か
み

よ
、
あ
な
た
は
わ
た
し
の
神か
み

。

わ
た
し
は
あ
な
た
を
捜さ
が

し
求も
と

め

わ
た
し
の
魂
た
ま
し
いは
あ
な
た
を
渇か
わ

き
求も
と

め
ま
す
。

あ
な
た
を
待ま

っ
て
、
わ
た
し
の
か
ら
だ
は

　
　
乾か
わ

き
き
っ
た
大だ
い

地ち

の
よ
う
に
衰
お
と
ろ
え

水み
ず

の
な
い
地ち

の
よ
う
に
渇か
わ

き
果は

て
て
い
ま
す
。

　
　
　

「『
詩
編
』
六
三
編
は
紀
元
前
十
世
紀
頃
、
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
国
王
で
あ
っ
た
ダ
ビ
デ
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
詩
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で
す
。
こ
の
詩
が
読
ま
れ
た
背
景
と
し
て
、
一
節
に
小
さ
い
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
ダ
ビ
デ
が
ユ
ダ
の

荒
れ
野
に
い
た
と
き
」
と
あ
り
ま
す
。
ダ
ビ
デ
が
荒
れ
野
に
い
た
時
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
時
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
？

旧
約
聖
書
の
『
サ
ム
エ
ル
記
（
上
）』
に
は
、
ダ
ビ
デ
が
「
ジ
フ
」
と
呼
ば
れ
る
荒
れ
野
に
い
た
時
の
こ
と
、
そ

し
て
も
う
一
つ
「
エ
ン
・
ゲ
デ
ィ
」
と
呼
ば
れ
る
荒
れ
野
に
い
た
時
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、

ダ
ビ
デ
が
命
を
狙
わ
れ
て
い
た
際
、
何
と
か
敵
か
ら
逃
れ
よ
う
と
身
を
隠
し
た
場
所
で
し
た
。
そ
れ
は
、
ダ
ビ
デ

が
国
王
の
座
に
就
く
少
し
前
の
こ
と
で
す
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
そ
の
時
ダ
ビ
デ
の
命
を
狙
っ
て
い
た
の
は
自
分

が
仕
え
て
い
る
王
、
つ
ま
り
、
自
分
の
主
君
で
あ
る
サ
ウ
ル
王
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
信
頼
し
て
い
た
人

か
ら
、
あ
る
時
、
何
の
前
触
れ
も
無
く
裏
切
ら
れ
、
命
を
狙
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
出
来
事
と
い
う
も
の
は
、
と
も

す
れ
ば
、
状
況
や
内
容
は
異
な
れ
ど
、
私
た
ち
自
身
も
人
生
の
中
で
味
わ
う
辛
い
経
験
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
裏
切
る
側
は
そ
れ
な
り
の
理
由
と
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

裏
切
ら
れ
る
側
は
い
つ
も
唐
突
に
何
の
心
の
準
備
も
無
い
ま
ま
そ
の
時
を
迎
え
ま
す
。
無
防
備
に
な
っ
て
い
る
心

は
突
然
降
り
か
か
る
災
厄
に
対
し
て
何
の
耐
性
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
人
生
経
験
を
重
ね
れ
ば
、
多
少
は

慣
れ
っ
こ
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
裏
切
ら
れ
る
経
験
と
い
う
も
の

は
何
度
繰
り
返
し
て
も
辛
い
も
の
で
す
。
い
つ
ま
で
も
そ
の
人
か
ら
被
っ
た
出
来
事
が
思
い
出
と
し
て
心
に
残
っ
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て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
主
君
か
ら
突
然
命
を
狙
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ダ
ビ
デ
で
す
が
、
彼
の
心
は
ま

さ
し
く
「
荒
れ
野
」
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。「
荒
れ
野
」
と
は
、
ダ
ビ
デ
が
身
を
隠
し
た
場

所
で
あ
り
ま
す
が
、同
時
に
彼
自
身
の
心
の
風
景
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
日
本
語
で「
荒
れ
野
」と
言
っ

て
も
、い
ま
い
ち
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、こ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
草
木
が
一
本
も
生
え
て
い
な
い「
砂

漠
」を
指
し
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
続
く
砂
の
丘
陵
地
帯
。
そ
こ
に
た
だ
一
人
、孤
独
に
佇
む
だ
け
の
自
分
。
そ
れ
は
、

私
た
ち
誰
し
も
が
そ
う
し
た
経
験
の
最
中
で
味
わ
う
「
心
の
風
景
」
を
表
し
て
い
ま
す
。

二
節
を
御
覧
頂
く
と
、
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

「
神
よ
、
あ
な
た
は
わ
た
し
の
神
。
わ
た
し
は
あ
な
た
を
捜
し
求
め 

わ
た
し
の
魂
は
あ
な
た
を
渇
き
求
め
ま
す
。

あ
な
た
を
待
っ
て
、
わ
た
し
の
か
ら
だ
は
乾
き
き
っ
た
大
地
の
よ
う
に
衰
え 

水
の
な
い
地
の
よ
う
に
渇
き
果
て
て

い
ま
す
。」

敵
か
ら
命
を
狙
わ
れ
て
い
る
ダ
ビ
デ
は
「
神
よ
、
あ
な
た
は
わ
た
し
の
神
。」
と
言
っ
て
神
様
を
呼
び
求
め
て
い

ま
す
。『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
七
章
四
六
節
を
御
覧
頂
く
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
お
架
か
り

に
な
っ
た
際
に
「
わ
が
神
、
わ
が
神
、
な
ぜ
わ
た
し
を
お
見
捨
て
に
な
っ
た
の
で
す
か
」
と
口
に
さ
れ
て
い
る
の

が
分
か
り
ま
す
。「
わ
が
神
、わ
が
神
」そ
の
よ
う
に
神
を
呼
び
求
め
て
い
る
姿
が
こ
こ
で
の
ダ
ビ
デ
の
姿
と
重
な
っ

て
見
え
て
き
ま
す
。
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さ
て
、
そ
の
よ
う
に
神
様
に
助
け
を
求
め
る
ダ
ビ
デ
で
す
が
、
こ
こ
で
の
二
節
の
言
葉
で
、
皆
様
は
「
あ
る
変
化
」

に
お
気
づ
き
に
な
ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
こ
の
二
節
後
半
の
文
章
、「
あ
な
た
を
待
っ
て
、
わ
た
し
の
か
ら

だ
は
乾
き
き
っ
た
大
地
の
よ
う
に
衰
え 

水
の
な
い
地
の
よ
う
に
渇
き
果
て
て
い
ま
す
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
、
同
じ
「
か
わ
き
」
と
い
う
言
葉
が
「
乾
き
」
と
「
渇
き
」
で
わ
ざ
わ
ざ
異
な
っ
た
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
か
わ
き
」
は
元
の
言
葉
で
あ
る

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
最
初
の
「
乾
き
」
は
水
分
が

無
く
、
乾
燥
し
て
干
か
ら
び
た
状
態
を
指
す
言
葉
‘
ツ
ィ
ヤ
ー
（
乾
燥
す
る
）
’
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
の
「
渇
き
」
は
私
た
ち
の
心
が
何
か
し
ら
の
潤
い
を
求
め
て
渇
望
し
た
り
、
慕
い
焦
が
れ
る
状
況
を
表
す
際
に

用
い
ら
れ
る
‘
カ
マ
ハ
（
慕
い
焦
が
れ
る
）
’
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
の
ダ
ビ
デ
の

言
葉
と
い
う
の
は
、
自
分
の
体
が
水
を
求
め
て
乾
き
き
っ
た
状
態
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
心
は
神
様

を
慕
い
焦
が
れ
て
渇
望
し
て
い
る
、
と
告
白
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。
神
様
を
求
め
る
私
た
ち
人
間
の

心
が
砂
漠
の
砂
の
よ
う
に
渇
い
た
も
の
と
し
て
喩
え
ら
れ
る
描
写
を
用
い
つ
つ
、
私
た
ち
の
心
と
神
様
と
の
関
係

は
砂
漠
の
砂
と
水
以
上
に
密
接
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聖
書
は
伝
え
て
い
る
の
で
す
。
先
程
も
御
紹
介
い

た
イ
エ
ス
様
の
十
字
架
の
場
面
で
す
が
、『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
一
九
章
二
八
節
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
出

て
参
り
ま
す
。
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「
こ
の
後
、イ
エ
ス
は
、す
べ
て
の
こ
と
が
今
や
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
を
知
り
、『
渇
く
』と
言
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
、

聖
書
の
言
葉
が
実
現
し
た
。」

イ
エ
ス
様
が
十
字
架
の
上
で
息
を
引
き
取
ら
れ
る
前
に
口
に
さ
れ
た
「
渇
く
」
と
い
う
言
葉
。
こ
れ
は
確
か
に

喉
の
渇
き
を
訴
え
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
先
程
出
て
参
り
ま
し
た
「
心
の
渇
き
」
を
意
味
す
る

言
葉
で
も
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
イ
エ
ス
様
は
御
自
分
を
公
に
顕
す
こ
と
と
な
る
ガ
リ
ラ

ヤ
伝
道
に
赴
か
れ
る
前
に
、
荒
れ
野
に
向
か
わ
れ
ま
し
た
。「
荒
れ
野
」、
つ
ま
り
「
砂
漠
」
で
す
。
そ
こ
に
お
い

て
私
た
ち
が
人
生
に
お
い
て
味
わ
う
心
の
渇
き
を
徹
底
的
に
味
わ
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
御
自

分
の
生
涯
の
最
期
の
場
面
で
あ
る
十
字
架
上
に
お
い
て
も
味
わ
わ
れ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
な
ぜ
、
神
の
御
子
御

自
身
が
そ
の
よ
う
な
心
の
渇
き
を
覚
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
、
こ
の
お
方
が
私
た
ち
人
間

の
罪
を
贖
い
、
そ
こ
か
ら
私
た
ち
を
救
い
出
し
て
く
だ
さ
る
た
め
に
、
私
た
ち
が
人
生
の
中
で
経
験
す
る
心
の
渇

き
を
そ
の
極
み
に
至
る
ま
で
徹
底
的
に
味
わ
う
こ
と
を
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
私
た
ち
人
間
の
体
は
、
水
無

く
し
て
は
生
き
て
い
け
な
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
ダ
ビ
デ
が
こ
こ
で
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち

の
心
も
ま
た
神
無
く
し
て
は
生
き
て
い
け
な
い
も
の
な
の
で
す
。
私
た
ち
人
間
は
そ
の
よ
う
に
生
ま
れ
も
っ
て
神

様
を
慕
い
求
め
る
よ
う
に
造
ら
れ
た
生
き
物
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
苦
し
み
の
極
み
で
神
様
を
呼
び
求
め
る

の
で
す
。
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ふ
と
し
た
拍
子
で
、
私
た
ち
の
心
と
い
う
も
の
が
砂
漠
に
一
人
、
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
し

た
孤
独
感
、
空
し
さ
、
果
て
は
絶
望
感
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
時
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
時
、
そ
っ
と
周
り
を
見

渡
し
て
、
そ
し
て
静
か
に
耳
を
傾
け
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
味
わ
っ
て
い
る
「
自
分
に
し
か
分
か

ら
な
い
こ
の
苦
し
み
」
を
誰
よ
り
も
理
解
し
て
く
だ
さ
り
、私
た
ち
の
た
め
に
必
死
な
形
相
で
そ
の
苦
し
み
を
担
っ

て
く
だ
さ
ろ
う
と
す
る
救
い
主
の
お
姿
が
見
え
て
く
る
筈
で
す
。
こ
の
お
方
は
私
た
ち
の
た
め
に
い
つ
も
神
様
に

祈
り
を
捧
げ
（
ル
カ
二
二
・
三
二
）、
私
た
ち
に
決
し
て
渇
く
こ
と
の
な
い
水
（
ヨ
ハ
ネ
四
・
一
三
）
を
与
え
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
あ
る
時
突
然
、
主
君
か
ら
命
を
狙
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ダ
ビ
デ
が
孤
独
の
只
中
で
「
神
よ
！
」
と

叫
ん
だ
よ
う
に
、
人
生
の
悲
惨
な
場
面
の
只
中
で
条
件
反
射
的
に
「
神
よ
！
」
と
叫
ぶ
私
た
ち
が
い
ま
す
。
そ
う

し
た
時
、
ど
う
か
目
を
閉
じ
て
祈
り
を
捧
げ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
決
し
て
あ
な
た
が
一
人
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
る
筈
で
す
。
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あ
な
た
の
罪
は
赦
さ
れ
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
巻
山
城
町
教
会　

関　

川　

祐
一
郎

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
　
第
七
章
三
六
～
五
〇
節

36
さ
て
、
あ
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派は

の
人ひ
と

が
、
一い
っ

緒し
ょ

に
食
し
ょ
く

事じ

を
し
て
ほ
し
い
と
願ね
が

っ
た
の
で
、
イ
エ
ス
は
そ
の

家い
え

に
入は
い

っ
て
食
し
ょ
く

事じ

の
席せ
き

に
着つ

か
れ
た
。
37
こ
の
町ま
ち

に
一り

人
の
罪つ
み

深ぶ
か

い
女
お
ん
な
が
い
た
。
イ
エ
ス
が
フ
ァ
リ
サ
イ

派は

の
人ひ
と

の
家い
え

に
入は
い

っ
て
食
し
ょ
く

事じ

の
席せ
き

に
着つ

い
て
お
ら
れ
る
の
を
知し

り
、
香こ
う

油ゆ

の
入は
い

っ
た
石せ
っ

膏こ
う

の
壺つ
ぼ

を
持も

っ
て

来き

て
、
38
後う
し

ろ
か
ら
イ
エ
ス
の
足あ
し

も
と
に
近ち
か

寄よ

り
、
泣な

き
な
が
ら
そ
の
足あ
し

を
涙
な
み
だ
で
ぬ
ら
し
始は
じ

め
、
自じ

分ぶ
ん

の

髪か
み

の
毛け

で
ぬ
ぐ
い
、
イ
エ
ス
の
足あ
し

に
接せ
っ

吻ぷ
ん

し
て
香こ
う

油ゆ

を
塗ぬ

っ
た
。
39
イ
エ
ス
を
招
し
ょ
う

待た
い

し
た
フ
ァ
リ
サ
イ
派は

の
人ひ
と

は
こ
れ
を
見み

て
、「
こ
の
人ひ
と

が
も
し
預よ

言げ
ん

者し
ゃ

な
ら
、
自じ

分ぶ
ん

に
触ふ

れ
て
い
る
女
お
ん
な
が
だ
れ
で
、
ど
ん
な
人ひ
と

か

分わ

か
る
は
ず
だ
。
罪つ
み

深ぶ
か

い
女
お
ん
な
な
の
に
」
と
思お
も

っ
た
。
40
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
が
そ
の
人ひ
と

に
向む

か
っ
て
、「
シ
モ

ン
、あ
な
た
に
言い

い
た
い
こ
と
が
あ
る
」
と
言い

わ
れ
る
と
、シ
モ
ン
は
、「
先せ
ん

生せ
い

、お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
言
っ
た
。
41
イ
エ
ス
は
お
話は
な

し
に
な
っ
た
。「
あ
る
金か
ね

貸か

し
か
ら
、
二ふ
た

人り

の
人ひ
と

が
金か
ね

を
借か

り
て
い
た
。
一ひ
と
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人り

は
五
百
デ
ナ
リ
オ
ン
、
も
う
一ひ
と

人り

は
五
十
デ
ナ
リ
オ
ン
で
あ
る
。
42
二ふ
た

人り

に
は
返か
え

す
金か
ね

が
な
か
っ
た
の

で
、
金か
ね

貸か

し
は
両
り
ょ
う

方ほ
う

の
借
し
ゃ
っ

金き
ん

を
帳
ち
ょ
う

消け

し
に
し
て
や
っ
た
。
二ふ
た

人り

の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
多お
お

く
そ
の
金か
ね

貸か

し
を

愛あ
い

す
る
だ
ろ
う
か
。」43
シ
モ
ン
は
、  「
帳
ち
ょ
う

消け

し
に
し
て
も
ら
っ
た
額が
く

の
多お
お

い
方ほ
う

だ
と
思お
も

い
ま
す
」
と
答こ
た

え
た
。

イ
エ
ス
は
、「
そ
の
と
お
り
だ
」
と
言い

わ
れ
た
。
44
そ
し
て
、
女
お
ん
な
の
方ほ
う

を
振ふ

り
向む

い
て
、
シ
モ
ン
に
言い

わ
れ
た
。

「
こ
の
人ひ
と

を
見み

な
い
か
。
わ
た
し
が
あ
な
た
の
家い
え

に
入は
い

っ
た
と
き
、
あ
な
た
は
足あ
し

を
洗あ
ら

う
水み
ず

も
く
れ
な
か
っ

た
が
、
こ
の
人ひ
と

は
涙
な
み
だ
で
わ
た
し
の
足あ
し

を
ぬ
ら
し
、
髪か
み

の
毛け

で
ぬ
ぐ
っ
て
く
れ
た
。
45
あ
な
た
は
わ
た
し
に

接せ
っ

吻ぷ
ん

の
挨あ
い

拶さ
つ

も
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
人ひ
と

は
わ
た
し
が
入は
い

っ
て
来き

て
か
ら
、
わ
た
し
の
足あ
し

に
接せ
っ

吻ぷ
ん

し
て
や

ま
な
か
っ
た
。
46
あ
な
た
は
頭
あ
た
ま
に
オ
リ
ー
ブ
油ゆ

を
塗ぬ

っ
て
く
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
人ひ
と

は
香こ
う

油ゆ

を
塗ぬ

っ
て

く
れ
た
。
47
だ
か
ら
、
言い

っ
て
お
く
。
こ
の
人ひ
と

が
多お
お

く
の
罪つ
み

を
赦ゆ
る

さ
れ
た
こ
と
は
、
わ
た
し
に
示し
め

し
た
愛あ
い

の
大お
お

き
さ
で
分わ

か
る
。
赦ゆ
る

さ
れ
る
こ
と
の
少す
く

な
い
者も
の

は
、
愛あ
い

す
る
こ
と
も
少す
く

な
い
。」
48
そ
し
て
、
イ
エ
ス

は
女
お
ん
な

に
、「
あ
な
た
の
罪つ

み

は
赦ゆ

る

さ
れ
た
」と
言い

わ
れ
た
。
49
同ど

う

席せ
き

の
人ひ

と

た
ち
は
、「
罪つ

み

ま
で
赦ゆ

る

す
こ
の
人ひ

と

は
、い
っ

た
い
何な
に

者も
の

だ
ろ
う
」
と
考
か
ん
が
え
始は
じ

め
た
。
50
イ
エ
ス
は
女
お
ん
な
に
、「
あ
な
た
の
信し
ん

仰こ
う

が
あ
な
た
を
救す
く

っ
た
。
安あ
ん

心し
ん

し
て
行い

き
な
さ
い
」
と
言い

わ
れ
た
。

聖
書
は
私
た
ち
の
「
罪
の
赦
し
」
を
語
り
ま
す
。
ア
ダ
ム
か
ら
始
ま
る
私
た
ち
人
間
が
神
さ
ま
に
対
し
て
負
っ
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て
し
ま
っ
た
罪
を
、
神
さ
ま
は
愛
す
る
独
り
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
赦
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
れ
が
今

日
ま
で
長
き
に
わ
た
っ
て
、
聖
書
が
語
り
続
け
て
い
る
福
音
（
良
き
知
ら
せ
）
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
罪
の
赦
し

は
人
間
が
努
力
し
て
、
善
い
行
い
を
積
み
重
ね
た
結
果
獲
得
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ

ン
グ
の
よ
う
に
厳
し
い
岩
場
を
、
何
と
か
上
り
切
っ
た
頂
上
に
、
罪
の
赦
し
、
罪
か
ら
の
救
い
と
い
う
ゴ
ー
ル
が

用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
神
さ
ま
の
方
か
ら
が
私
た
ち
に
は
し
ご
を
か
け
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち

の
も
と
に
降
り
て
き
て
く
だ
さ
っ
て
、
手
を
差
し
伸
べ
て
罪
の
赦
し
を
与
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

罪
の
赦
し
、
罪
か
ら
の
救
い
と
は
た
だ
一
方
的
に
神
さ
ま
の
恵
み
に
よ
っ
て
「
与
え
ら
れ
る
」
も
の
で
す
。

さ
て
、今
日
の
聖
書
に
は
あ
る
一
人
の
女
性
が
登
場
し
ま
す
。こ
の
女
性
の
名
前
は
記
さ
れ
ず
、た
だ「
罪
深
い
女
」

と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
女
性
が
宴
席
に
招
か
れ
て
い
た
主
イ
エ
ス
の
も
と
に
や
っ
て
き
ま
す
。　

ち
な
み

に
、
こ
の
宴
席
の
主
催
者
は
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
シ
モ
ン
と
い
う
人
物
で
あ
り
ま
し
た
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
と
い
う
の

は
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
で
も
、
律
法
を
厳
格
に
守
ろ
う
と
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
自
分
た
ち
は

律
法
に
忠
実
に
生
き
て
い
る
と
い
う
自
負
と
プ
ラ
イ
ド
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
女
性
は
他
の
大
勢
の
客
に
ま
ぎ
れ

て
、
そ
っ
と
主
イ
エ
ス
の
も
と
に
近
づ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
後
ろ
か
ら
主
イ
エ
ス
の
足
も
と
に
近
寄
り
、
泣
き
な
が
ら
、
主
イ
エ
ス
の
足
に
接
吻
し
て
香
油
を
塗

り
ま
し
た
。
泣
き
な
が
ら
主
イ
エ
ス
の
足
を
洗
う
女
性
の
姿
が
印
象
的
に
描
か
れ
ま
す
。
聖
書
に
は
こ
の
女
性
が
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ど
の
よ
う
な
罪
を
犯
し
て
い
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。し
か
し
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
女
性
は
娼
婦
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

自
ら
の
敬
虔
さ
や
、
信
仰
深
さ
を
自
負
す
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
か
ら
見
れ
ば
こ
の
女
の
罪
は
明
ら
か
で
し

た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
自
分
は
罪
深
い
こ
の
女
と
は
違
う
、
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
。　

「
罪
深
い
女
」
は
一
体
ど
の
よ
う
な
思
い
で
主
イ
エ
ス
に
近
づ
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
女
は
主
イ
エ
ス
に
後

ろ
か
ら
近
づ
き
ま
す
。
恐
る
恐
る
近
づ
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
は
自
身
の
罪
を
自
覚
し
て
い
ま
し
た
。
そ

う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
主
イ
エ
ス
の
足
に
、
涙
を
流
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
主
イ
エ
ス
の
足
も
と
で
も
は

や
抑
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
涙
が
と
め
ど
な
く
流
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
様
子
を
見
た
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
シ
モ
ン

は
言
い
ま
し
た
。

「
こ
の
人
が
も
し
預
言
者
な
ら
、
自
分
に
触
れ
て
い
る
女
が
だ
れ
で
、
ど
ん
な
人
か
分
か
る
は
ず
だ
。
罪
深
い
女

な
の
に
」。

シ
モ
ン
は
主
イ
エ
ス
が
も
し
神
か
ら
の
預
言
者
で
あ
れ
ば
、
主
イ
エ
ス
の
も
と
に
来
た
女
の
罪
を
見
抜
き
、
律

法
に
従
っ
て
正
し
く
裁
か
れ
る
は
ず
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
主
イ
エ
ス
が
ど
う
な
さ
る
の
か
、
じ
っ
と

見
つ
め
て
い
ま
し
た
。
主
イ
エ
ス
は
シ
モ
ン
の
心
の
内
を
見
抜
い
て
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
シ
モ
ン
、
あ
な
た
に
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
」。
こ
う
言
っ
て
主
イ
エ
ス
は
あ
る
金
貸
し
の
た
と
え
話
を
お
語
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り
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
金
貸
し
か
ら
二
人
の
人
が
お
金
を
借
り
て
い
ま
し
た
。
一
人
は
５
０
０
デ
ナ
リ
オ
ン
、
も
う
一
人
は
５
０

デ
ナ
リ
オ
ン
。
１
デ
ナ
リ
オ
ン
が
大
体
１
日
分
の
賃
金
と
言
わ
れ
ま
す
か
ら
、
結
構
な
金
額
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

二
人
と
も
こ
の
多
額
の
借
金
を
返
す
お
金
が
あ
り
ま
せ
で
し
た
。
そ
こ
で
、
金
貸
し
は
二
人
の
借
金
を
帳
消
し
に

し
て
や
り
ま
し
た
。
こ
の
た
と
え
か
ら
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
金
貸

し
は
神
さ
ま
に
例
え
ら
れ
て
お
り
、
金
を
借
り
て
い
る
の
は
私
た
ち
人
間
で
あ
り
ま
す
。
神
は
誰
か
を
多
く
愛
し
、

誰
か
を
少
な
く
愛
す
、
そ
の
よ
う
な
お
方
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
が
ど
れ
だ
け
多
く
赦
さ
れ
て
い
る
か
を
身
に
し
み
て
わ
か
る
人
が
お
り
、
自
分
の
こ
と
を
そ
れ

ほ
ど
罪
人
と
は
思
わ
な
い
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
が
負
っ
て
い
る
罪
と
い
う
も
の
の
大
き
さ
が
ど

れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
と
て
も
私
た
ち
自
身
の
手
で
、
私
た

ち
の
力
に
よ
っ
て
返
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
神
さ
ま
に
よ
る
赦
し
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
滅
び
る
他
な

い
私
た
ち
。
し
か
し
、
神
さ
ま
は
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
そ
の
罪
を
贖
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私

た
ち
の
罪
と
い
う
負
債
を
自
ら
買
い
取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
神
さ
ま
に
と
っ
て
最
も
愛
す
べ
き
存
在
で
あ

る
独
り
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
私
た
ち
が
負
っ
て
し
ま
っ
た
大
き
な
罪

を
赦
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
神
さ
ま
の
大
き
な
愛
が
あ
り
ま
す
。
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主
イ
エ
ス
は
ご
自
身
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
こ
の
女
性
に
対
し
て
、
一
言
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
あ
な
た
の
罪
は
赦
さ
れ
た
。」「
あ
な
た
の
信
仰
が
あ
な
た
を
救
っ
た
。
安
心
し
て
行
き
な
さ
い
」。

主
イ
エ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
女
性
の
犯
し
た
罪
を
ご
存
じ
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
女
性
は
、
自
ら
犯
し
た
罪

に
縛
ら
れ
、
そ
の
罪
の
重
さ
に
苛
ま
れ
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
も
は
や
罪
の
重
さ
に
耐
え

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
何
と
か
し
て
、
罪
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
。
救
い
を
与
え
ら
れ
た
い
。
そ
の
よ

う
な
思
い
で
主
イ
エ
ス
に
す
が
り
ま
し
た
。
こ
の
女
性
の
罪
を
主
イ
エ
ス
は
赦
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
、
私
た
ち
が
見
つ
め
た
い
こ
と
は
、
赦
し
は
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
赦
す
」

と
い
う
言
葉
は
、
英
語
で
はforgive
と
い
う
言
葉
で
す
。
辞
書
で
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
言
葉
は
元
来
強
意
を

表
すfor

と
い
う
語
とgive

〈
与
え
る
〉
と
い
う
言
葉
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
の
元
来
の
意
味
は
「
す
っ
か
り
与
え
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
の
で
す
。
与
え
る
に
は
、
相

手
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
相
手
を
赦
す
と
い
う
こ
と
は
、
相
手
を
心
か
ら
受
け
入
れ
て
、

自
分
自
身
を
完
全
に
明
け
渡
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
主
イ
エ
ス
は
こ
の
罪
深
い
女
性
を
受
け
入
れ
て

く
だ
さ
り
、
赦
し
を
与
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
世
間
か
ら
は
冷
た
い
視
線
を
向
け
ら
れ
、
社
会
の
中
に
居
場
所
も

な
く
生
き
て
き
た
一
人
の
女
性
の
人
生
が
、
主
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
大
き
く
変
え
ら
れ
ま
し
た
。
主
イ

エ
ス
は
私
た
ち
を
も
、
罪
深
き
女
と
全
く
同
じ
よ
う
に
受
け
入
れ
、
罪
の
赦
し
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
救
い
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は
自
分
自
身
の
内
側
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
救
い
は
私
た
ち
の
外
か
ら
与
え
ら
れ
ま
す
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

大
切
な
こ
と
は
私
た
ち
が
救
い
を
獲
得
す
る
の
で
は
な
く
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
聖
書
は
そ
の
救
い
と
赦
し
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
と
に
あ
る
の
だ
と
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
一
人
一
人
が
主
イ
エ
ス
の
愛
の
内
に
招
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
招
き
に
お
応
え
し
て
歩
ん
で
参
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
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大
い
な
る
自
由

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
一
五
章
一
一
～
三
二
節

 

11
ま
た
、
イ
エ
ス
は
言い

わ
れ
た
。「
あ
る
人ひ
と

に
息む
す

子こ

が
二ふ
た

人り

い
た
。
12

弟
お
と
う
との
方ほ
う

が
父ち
ち

親お
や

に
、『
お
父と
う

さ
ん
、

わ
た
し
が
頂
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
財ざ
い

産さ
ん

の
分わ

け
前ま
え

を
く
だ
さ
い
』
と
言い

っ
た
。
そ
れ
で
、
父ち
ち

親お
や

は
財ざ
い

産さ
ん

を
二ふ
た

人り

に
分わ

け
て
や
っ
た
。
13
何な
ん

日に
ち

も
た
た
な
い
う
ち
に
、
下し
た

の
息む
す

子こ

は
全ぜ
ん

部ぶ

を
金か
ね

に
換か

え
て
、
遠と
お

い
国く
に

に
旅た
び

立だ

ち
、
そ
こ
で
放ほ
う

蕩と
う

の
限か
ぎ

り
を
尽つ

く
し
て
、
財ざ
い

産さ
ん

を
無む

駄だ

使づ
か

い
し
て
し
ま
っ
た
。
14
何な
に

も
か
も
使つ
か

い

果は

た
し
た
と
き
、
そ
の
地ち

方ほ
う

に
ひ
ど
い
飢き

饉き
ん

が
起お

こ
っ
て
、
彼か
れ

は
食た

べ
る
に
も
困こ
ま

り
始は
じ

め
た
。
15
そ
れ
で
、

そ
の
地ち

方ほ
う

に
住す

む
あ
る
人ひ

と

の
と
こ
ろ
に
身み

を
寄よ

せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
人ひ

と

は
彼か

れ

を
畑

は
た
け

に
や
っ
て
豚ぶ

た

の
世せ

話わ

を

さ
せ
た
。
16
彼か
れ

は
豚ぶ
た

の
食た

べ
る
い
な
ご
豆ま
め

を
食た

べ
て
で
も
腹は
ら

を
満み

た
し
た
か
っ
た
が
、
食た

べ
物も
の

を
く
れ
る

人ひ
と

は
だ
れ
も
い
な
か
っ
た
。
17
そ
こ
で
、
彼か
れ

は
我わ
れ

に
返か
え

っ
て
言い

っ
た
。『
父ち
ち

の
と
こ
ろ
で
は
、
あ
ん
な
に
大お
お

勢ぜ
い

の
雇や
と

い
人に
ん

に
、
有あ

り
余あ
ま

る
ほ
ど
パ
ン
が
あ
る
の
に
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
飢う

え
死じ

に
し
そ
う
だ
。
18
こ
こ

を
た
ち
、
父ち
ち

の
と
こ
ろ
に
行い

っ
て
言い

お
う
。「
お
父と
う

さ
ん
、
わ
た
し
は
天て
ん

に
対た
い

し
て
も
、
ま
た
お
父と
う

さ
ん
に
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対た
い

し
て
も
罪つ
み

を
犯お
か

し
ま
し
た
。
19
も
う
息む
す

子こ

と
呼よ

ば
れ
る
資し

格か
く

は
あ
り
ま
せ
ん
。
雇や
と

い
人に
ん

の
一ひ
と

人り

に
し
て

く
だ
さ
い
」
と
。』
20
そ
し
て
、
彼か
れ

は
そ
こ
を
た
ち
、
父ち
ち

親お
や

の
も
と
に
行い

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ま
だ
遠と
お

く

離は
な

れ
て
い
た
の
に
、
父ち
ち

親お
や

は
息む
す

子こ

を
見み

つ
け
て
、
憐あ
わ

れ
に
思お
も

い
、
走は
し

り
寄よ

っ
て
首く
び

を
抱だ

き
、
接せ
っ

吻ぷ
ん

し
た
。

21
息む
す

子こ

は
言い

っ
た
。『
お
父と
う

さ
ん
、
わ
た
し
は
天て
ん

に
対た
い

し
て
も
、
ま
た
お
父と
う

さ
ん
に
対た
い

し
て
も
罪つ
み

を
犯お
か

し

ま
し
た
。
も
う
息む
す

子こ

と
呼よ

ば
れ
る
資し

格か
く

は
あ
り
ま
せ
ん
。』
22
し
か
し
、
父ち
ち

親お
や

は
僕
し
も
べ
た
ち
に
言い

っ
た
。『
急い
そ

い
で
い
ち
ば
ん
良よ

い
服ふ
く

を
持も

っ
て
来き

て
、
こ
の
子こ

に
着き

せ
、
手て

に
指ゆ
び

輪わ

を
は
め
て
や
り
、
足あ
し

に
履は
き

物も
の

を
履は

か
せ
な
さ
い
。
23
そ
れ
か
ら
、肥こ

え
た
子こ

牛う
し

を
連つ

れ
て
来き

て
屠ほ
お

り
な
さ
い
。
食た

べ
て
祝い
わ

お
う
。
24
こ
の
息む
す

子こ

は
、

死し

ん
で
い
た
の
に
生い

き
返か
え

り
、
い
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
見み

つ
か
っ
た
か
ら
だ
。』 

そ
し
て
、
祝
し
ゅ
く

宴え
ん

を
始は
じ

め

た
。

25
と
こ
ろ
で
兄あ
に

の
方ほ
う

は
畑
は
た
け
に
い
た
が
、
家い
え

の
近ち
か

く
に
来く

る
と
、
音お
ん

楽が
く

や
踊お
ど

り
の
ざ
わ
め
き
が
聞き

こ
え
て
き

た
。
26
そ
こ
で
、
僕
し
も
べ
の
一ひ
と

人り

を
呼よ

ん
で
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何な
に

事ご
と

か
と
尋
ね
た
。
僕
し
も
べ
は
言い

っ
た
。『
弟
お
と
う
とさ
ん

が
帰か
え

っ
て
来こ

ら
れ
ま
し
た
。
無ぶ

事じ

な
姿
す
が
た
で
迎む
か

え
た
と
い
う
の
で
、
お
父ち
ち

上う
え

が
肥こ

え
た
子こ

牛う
し

を
屠ほ
ふ

ら
れ
た
の

で
す
。』
28
兄あ
に

は
怒お
こ

っ
て
家い
え

に
入は
い

ろ
う
と
は
せ
ず
、
父ち
ち

親お
や

が
出で

て
来き

て
な
だ
め
た
。
29
し
か
し
、
兄あ
に

は
父ち
ち

親お
や

に
言い

っ
た
。『
こ
の
と
お
り
、
わ
た
し
は
何な
ん

年ね
ん

も
お
父と
う

さ
ん
に
仕つ
か

え
て
い
ま
す
。
言い

い
つ
け
に
背そ
む

い
た
こ
と

は
一い
ち

度ど

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
わ
た
し
が
友と
も

達だ
ち

と
宴え
ん

会か
い

す
る
た
め
に
、
子こ

山や

羊ぎ

一
匹ぴ
き

す
ら
く
れ
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な
か
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
30
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
の
あ
の
息む
す

子こ

が
、
娼
し
ょ
う

婦ふ

ど
も
と
一い
っ

緒し
ょ

に
あ
な
た

の
身し
ん

上し
ょ
うを
食く

い
つ
ぶ
し
て
帰か
え

っ
て
来く

る
と
、
肥こ

え
た
子こ

牛う
し

を
屠ほ
ふ

っ
て
お
や
り
に
な
る
。』
31
す
る
と
、
父ち
ち

親お
や

は
言い

っ
た
。『
子こ

よ
、
お
前ま
え

は
い
つ
も
わ
た
し
と
一い
っ

緒し
ょ

に
い
る
。
わ
た
し
の
も
の
は
全ぜ
ん

部ぶ

お
前ま
え

の
も
の
だ
。

32
だ
が
、お
前ま
え

の
あ
の
弟
お
と
う
とは
死し

ん
で
い
た
の
に
生い

き
返か
え

っ
た
。
い
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
見み

つ
か
っ
た
の
だ
。

祝し
ゅ
く

宴え
ん

を
開ひ
ら

い
て
楽た
の

し
み
喜
よ
ろ
こ
ぶ
の
は
当あ

た
り
前ま
え

で
は
な
い
か
。』」

　

み
な
さ
ん
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
語
ら
れ
た
た
と
え
話
の
中
で
、

最
も
有
名
な
た
と
え
の
一
つ
、「
放
蕩
息
子
」
の
た
と
え
で
す
。
日
常
生
活
で
は
「
放
蕩
」
と
い
う
言
葉
を
あ
ま
り

耳
に
し
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
自
分
の
欲
望
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
、
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
言
い
ま
す
と
「
ひ
ど

く
や
ん
ち
ゃ
な
息
子
」
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
決
し
て
ほ
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ

き
ら
め
る
し
か
な
い
、「
悪
の
限
り
を
つ
く
す
息
子
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
と
え
話
に
な
り

ま
す
。

さ
て
、
そ
の
息
子
は
、
ま
ず
父
親
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
分
配
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
財
産
を
、
父
が
ま
だ
生

き
て
い
る
う
ち
に
、
分
け
て
も
ら
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
た
と
え
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
息
子
が
と
っ
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た
行
動
が
、
ま
ず
自
宅
か
ら
離
れ
た
「
遠
い
国
」
へ
行
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
「
遠
い
国
」
と
い

う
言
葉
は
象
徴
的
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
単
に
、
距
離
が
遠
い
、
外
国
へ
行
っ
た
、
と
い
う
意
味
も
も
ち
ろ

ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
最
も
重
要
な
の
は
、「
父
親
」
と
「
そ
の
息
子
」
で
あ
る
と
い
う
、
状
態
か
ら
遠
く
離
れ
た

関
係
で
、
生
き
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

み
な
さ
ん
も
、ど
う
で
し
ょ
う
か
。現
に
今
、保
護
者
と
離
れ
て
一
人
暮
ら
し
を
経
験
し
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ

う
。
今
思
え
ば
高
校
時
代
に
、
親
か
ら
離
れ
て
の
一
人
暮
ら
し
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
人
も
随
分
と
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
大
学
生
に
な
っ
て
、
町
の
中
で
一
人
暮
ら
し
を
す
る
と
い
う
憧
れ
で
あ
り
ま
す
。
何
と
い
っ
て

も
保
護
者
が
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
何
を
し
て
も
、
ま
ず
怒
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
夜
更
か
し
も
気
に
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
朝
も
何
時
に
起
き
よ
う
と
も
遠
慮
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し

か
も
、
こ
の
放
蕩
の
限
り
を
尽
く
す
息
子
は
、
保
護
者
か
ら
財
産
を
生
前
に
贈
与
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
途
方
も

な
い
金
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

そ
う
考
え
ま
す
と
、こ
の
た
と
え
に
登
場
す
る
息
子
の
姿
が
見
え
て
き
ま
す
。あ
の
父
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
こ
そ
、

自
分
に
と
っ
て
の
本
当
の
自
由
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
物
語
は
進
み
ま
す
。
確
か
に
最
初
は

楽
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
み
な
さ
ん
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
一
人
暮
ら
し
の
皆
さ
ん
も
、
確
か

に
一
人
暮
ら
し
が
始
ま
っ
た
当
初
は
楽
し
く
て
、
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
な
り
の
親
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し
い
友
人
も
で
き
て
、し
ば
ら
く
は
刺
激
的
な
興
奮
し
た
日
々
が
続
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
よ
う
な
、

毎
日
が
楽
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
様
子
が
聖
書
に
も
記
さ
れ
る
の
で
す
。　

し
か
し
、
状
況
は
一
変
し
ま
す
。
そ
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
に
、
父
親
か
ら
も
ら
っ
た
お
金
が
、
す
っ
か
り
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
す
る
と
、ど
う
で
し
ょ
う
。
周
り
に
い
た
友
人
た
ち
も
そ
の
息
子
か
ら
離
れ
て
い
っ

た
の
で
す
。
つ
い
に
は
、
一
人
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
げ
く
、
食
べ
る
物
に
も
困
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
い
に

は
家
畜
の
餌
に
な
る
豆
を
食
べ
つ
つ
、
空
腹
を
し
の
ぐ
の
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
、
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
一
七
節
の
言
葉
で
す
。
こ
の
息
子
は
「
我
に
返
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、「
本
当
の
自
由
と
は
何
か
」、
に
つ
い
て
「
我
に
返
っ
た
」
の
で
す
。
父
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
こ
そ
、
本

当
の
自
由
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
が
、
間
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
「
我
に
返
っ
た
」
の
で
す
。
確
か
に
、

高
校
時
代
に
描
い
た
楽
し
い
一
人
暮
ら
し
の
幻
も
、
経
験
す
る
と
想
像
以
上
に
さ
み
し
い
も
の
で
あ
る
し
、
す
べ

て
の
夜
寝
る
か
ら
朝
起
き
る
ま
で
、
責
任
を
伴
う
行
動
が
必
要
で
、
こ
れ
も
な
か
な
か
大
変
で
あ
る
と
感
じ
る
。

ま
も
な
く
、
実
家
に
帰
省
す
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
あ
り
が
た
み
を
改
め
て
、
感
じ
た
り
も
す
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
は
、「
本
当
の
自
由
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
父
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
自
由
が
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

ま
わ
り
に
誰
も
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
自
分
で
勝
手
に
生
き
る
し
か
な
く
、
か
え
っ
て
不
自
由
に
な
っ
て
し
ま
っ
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た
の
で
す
。
本
当
の
自
由
と
は
、
一
人
の
息
子
と
し
て
、
父
と
本
来
の
親
子
関
係
、
人
間
関
係
を
回
復
す
る
こ
と

こ
そ
が
本
当
の
自
由
、
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
の
で
す
。

今
日
の
た
と
え
は
、
父
、
息
子
と
い
う
言
葉
か
ら
、
皆
さ
ん
に
対
し
て
親
子
関
係
の
回
復
の
勧
め
だ
け
に
は
と

ど
ま
り
ま
せ
ん
。
父
・
子
と
い
う
の
は
、
実
は
「
私
た
ち
と
父
な
る
神
」
と
の
関
係
回
復
の
た
と
え
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
父
な
る
神
と
の
関
係
回
復
を
土
台
に
す
る
と
こ
ろ
に
、
私
た
ち
が
、
実
は
本
当
の
自
由
に
至
る
道
が
あ
る
こ

と
を
伝
え
る
の
で
す
。

自
分
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
目
先
だ
け
の
誘
惑
と
も
思
え
る
よ
う
な
自
由
に
惑
わ
さ
れ

な
い
で
く
だ
さ
い
。
今
日
の
聖
書
が
語
る
の
は
、
神
と
の
人
格
関
係
の
回
復
、
つ
ま
り
こ
の
礼
拝
を
土
台
と
す
る

と
こ
ろ
に
、
実
は
本
当
の
自
由
が
あ
る
、
自
由
に
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
年
末
が
近
づ
い
て
き
ま

し
た
。
父
な
る
神
の
見
守
り
の
中
で
、
み
心
に
か
な
う
成
長
を
遂
げ
、
一
年
の
よ
き
締
め
く
く
り
に
つ
と
め
て
ま

い
り
た
い
と
願
う
の
で
す
。

祈
り
、
主
イ
エ
ス
の
父
な
る
神
様
。

豊
か
な
る
命
を
与
え
ら
れ
、
礼
拝
を
さ
さ
げ
ら
れ
ま
す
幸
い
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。

あ
な
た
か
ら
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
、
大
い
な
る
自
由
を
し
っ
か
り
と
用
い
て
、
こ
れ
か
ら
も
良
き
成
長
が
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与
え
ら
れ
ま
す
よ
う
祈
り
ま
す
。

こ
の
祈
り
を
主
の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
。
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主
イ
エ
ス
に
導
か
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　

　
東
北
学
院
榴
ケ
岡
高
等
学
校 

宗
教
主
任　

西
間
木　
　
　

順

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
　
第
一
五
章
一
～
七
節

1

徴
ち
ょ
う

税ぜ
い

人に
ん

や
罪つ
み

人び
と

が
皆み
な

、
話
は
な
し
を
聞き

こ
う
と
し
て
イ
エ
ス
に
近ち
か

寄よ

っ
て
来き

た
。

2
す
る
と
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派は

の
人ひ
と

々び
と

や
律り
っ

法ぽ
う

学が
く

者し
ゃ

た
ち
は
、「
こ
の
人ひ
と

は
罪つ
み

人び
と

た
ち
を
迎む
か

え
て
、 

食
し
ょ
く 

事じ

ま
で
一い
っ

緒し
ょ

に
し
て
い
る
」
と
不ふ

平へ
い

を
言い

い
だ
し
た
。

3
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
次つ
ぎ

の
た
と
え
を
話は
な

さ
れ
た
。

4
「
あ
な
た
が
た
の
中な
か

に
、
百
匹ぴ
き

の
羊
ひ
つ
じ
を
持も

っ
て
い
る
人
が
い
て
、
そ
の
一
匹ぴ
き

を
見み

失
う
し
な

っ
た
と
す
れ
ば
、
九
十
九
匹ひ
き

を
野の

原は
ら

に
残の
こ

し
て
、
見み

失う
し
な

っ
た
一
匹ぴ
き

を
見み

つ
け
出だ

す
ま
で
捜さ
が

し
回ま
わ

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。 

5
そ
し
て
、
見み

つ
け
た
ら
、
喜
よ
ろ
こ
ん
で
そ
の

羊ひ
つ
じを
担か
つ

い
で
、

6
家い
え

に
帰か
え

り
、
友と
も

達だ
ち

や
近き
ん

所じ
ょ

の
人ひ
と

々び
と

を
呼よ

び
集あ
つ

め
て
、『
見み

失
う
し
な

っ
た
羊
ひ
つ
じ
を
見み

つ
け
た
の
で
、

一い
っ

緒し
ょ

に
喜
よ
ろ
こ
ん
で
く
だ
さ
い
』
と
言い

う
で
あ
ろ
う
。

7
言い

っ
て
お
く
が
、
こ
の
よ
う
に
、
悔く

い
改
あ
ら
た
め
る
一ひ
と

人り

の
罪つ
み

人び
と

に
つ
い
て
は
、
悔く

い
改
あ
ら
た
め
る
必ひ
つ

要よ
う

の
な
い
九
十
九
人に
ん

の
正た
だ

し
い
人ひ
と

に
つ
い
て
よ
り
も
大お
お

き
な
喜
よ
ろ
こ
び

が
天て
ん

に
あ
る
。」
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今
日
与
え
ら
れ
ま
し
た
箇
所
に
は
、「
見
失
っ
た
羊
」
の
た
と
え
、
と
い
う
小
見
出
し
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
主

イ
エ
ス
の
た
と
え
話
の
中
で
も
有
名
な
た
と
え
ば
話
の
一
つ
で
す
。
み
な
さ
ん
の
中
に
も
、
こ
の
た
と
え
話
を
す

で
に
知
っ
て
お
ら
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

羊
は
ど
の
よ
う
な
習
性
を
持
つ
動
物
か
、
皆
さ
ん
は
知
っ
て
い
ま
す
か
。
羊
は
群
れ
で
行
動
す
る
習
性
が
あ
り

ま
す
。
外
敵
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
習
性
で
、
群
れ
か
ら
離
れ
る
と
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。
羊

は
基
本
的
に
憶
病
な
動
物
で
す
。
危
険
が
あ
る
と
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
て
逃
げ
出
そ
う
と
し
ま
す
。
も
し
群
れ
の

中
の
一
匹
が
パ
ニ
ッ
ク
に
な
る
と
、
他
の
羊
も
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
、
一
斉
に
逃
げ
出
す
の
で
す
。
も
し
群
れ
か
ら

は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
自
力
で
は
道
を
見
つ
け
て
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
羊
飼
い
は
こ
の
よ
う
な
羊

を
牧
草
地
へ
と
導
い
て
行
く
の
で
す
。
羊
は
、
羊
飼
い
の
声
を
聞
き
わ
け
る
こ
と
が
で
き
、
羊
飼
い
の
あ
と
を
つ

い
て
い
く
の
で
す
。

主
イ
エ
ス
は
、
人
間
を
こ
の
よ
う
な
羊
に
た
と
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
は
「
見
失
っ
た
羊
」
と
は
ど
の
よ

う
な
人
間
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
た
ち
、
律
法
学
者
か
ら
、
罪
人
だ
と
み
な
さ
れ
た
人
た
ち
で
す
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々

や
律
法
学
者
た
ち
は
、
旧
約
聖
書
に
書
か
れ
て
あ
る
律
法
を
よ
く
学
ん
で
い
た
の
で
す
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
守
っ
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て
い
る
と
自
覚
し
て
い
た
人
た
ち
で
す
。
律
法
を
き
ち
ん
と
守
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
た
ち
は
神
か
ら
当
然
愛
さ

れ
て
い
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
や
律
法
学
者
た
ち
は
、
律
法

を
き
ち
ん
と
守
っ
て
い
な
い
人
た
ち
を
罪
人
だ
と
み
な
し
て
い
た
の
で
す
。
罪
人
は
律
法
を
き
ち
ん
と
守
っ
て
い

な
い
か
ら
、
神
か
ら
愛
さ
れ
て
い
な
い
人
た
ち
な
の
だ
と
み
な
し
て
い
た
の
で
す
。
主
イ
エ
ス
は
罪
人
と
見
な
さ

れ
た
人
々
、
徴
税
人
を
、
群
れ
か
ら
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
「
見
失
っ
た
羊
」
に
た
と
え
て
い
る
の
で
す
。「
見
失
っ

た
羊
」
に
た
と
え
て
い
る
の
は
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
か
ら
罪
人
と
見
な
さ
れ
た
人
た
ち
、
徴
税
人
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
た
ち
も
ま
た
「
見
失
っ
た
羊
」
な
の
で
す
。

羊
飼
い
は
、
見
失
っ
た
羊
を
捜
し
に
行
き
ま
す
。
な
ぜ
羊
飼
い
は
捜
し
に
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
羊
飼
い
が

見
失
っ
た
羊
を
捜
し
に
い
っ
た
の
は
、
羊
が
羊
飼
い
に
と
っ
て
自
分
の
も
の
で
あ
り
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
大
切
な
も
の
を
失
い
た
く
な
い
か
ら
、
羊
飼
い
は
必
死
に
捜
し
た
の
で
す
。「
自
分
に
と
っ

て
大
切
な
も
の
を
見
失
っ
た
ら
、
必
死
に
捜
す
」。
こ
れ
は
誰
に
で
も
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
思
い
は
誰
と
で
も
共

有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

主
イ
エ
ス
は
こ
の
誰
に
で
も
あ
る
思
い
に
目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。「
自
分
に
と
っ
て
大
切
な

も
の
を
見
失
っ
た
ら
、
あ
な
た
は
当
然
必
死
に
捜
し
ま
す
よ
ね
」
と
い
う
こ
と
を
主
イ
エ
ス
が
こ
の
た
と
え
を
用

い
て
伝
え
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
「
神
だ
っ
て
同
じ
お
気
持
ち
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
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を
示
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
旧
約
聖
書
イ
ザ
ヤ
書
に
は
、「
わ
た
し
の
目
に
あ
な
た
は
価
高
く
、
貴
く
」

と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
神
は
私
た
ち
を
分
け
隔
て
な
く
、大
切
な
存
在
と
思
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。「
あ

な
た
の
存
在
は
私
に
と
っ
て
尊
い
も
の
な
の
だ
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
に
、
目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
す
。

羊
飼
い
は
見
失
っ
た
羊
を
捜
し
に
行
き
ま
す
。
こ
の
羊
飼
い
は
主
イ
エ
ス
の
こ
と
で
す
。
道
か
ら
そ
れ
て
、
ど

う
し
よ
う
も
な
く
、
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
た
私
た
ち
を
、
捜
し
に
来
て
、
見
つ
け
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
そ

し
て
「
私
と
一
緒
に
神
の
道
を
歩
こ
う
」
と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
私
た
ち
に
決
断
が

迫
ら
れ
ま
す
。「
主
イ
エ
ス
と
一
緒
に
神
の
道
を
歩
く
か
ど
う
か
」
と
い
う
決
断
で
す
。
主
イ
エ
ス
と
共
に
神
の
道

を
歩
く
こ
と
、こ
れ
は
言
い
変
え
れ
ば
悔
い
改
め
で
す
。
悔
い
改
め
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
、メ
タ
ノ
イ
ア
と
言
い
ま
す
。

メ
タ
ノ
イ
ア
を
逆
か
ら
読
み
ま
す
と
、「
愛
の
た
め
」
で
す
。
主
イ
エ
ス
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

悔
い
改
め
る
と
は
、神
の
愛
の
生
活
に
方
向
転
換
す
る
こ
と
で
す
。私
た
ち
は
主
イ
エ
ス
の
愛
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、

導
か
れ
て
い
る
こ
と
を
心
に
留
め
た
い
の
で
す
。
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
か
悩
み
苦
し
ん
で
、
身
動
き
が
取
れ
な
く

な
り
生
き
る
力
を
失
い
そ
う
に
な
っ
て
い
る
私
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
主
イ
エ
ス
が
来
て
く
だ
さ
り
、
生
き
る
力
を
与

え
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
心
に
留
め
た
い
の
で
す
。
ど
ん
な
と
き
も
主
イ
エ
ス
が
共
に
い
て
く
だ
さ
る
か
ら
、
私
た

ち
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
心
に
留
め
た
い
の
で
す
。
と
同
時
に
、私
た
ち
の
周
り
に
も
、悩
み
苦
し
ん
で
、
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生
き
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
人
た
ち
の
側
に
行
き
、
共
に
生
き
よ
う
と
す
る
、
隣
人
へ
の
愛
の
実
践
を
し

て
い
き
た
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
、
主
イ
エ
ス
の
呼
び
か
け
に
応
え
、
主
イ
エ
ス
と
一
緒
に
神
の
道
を
歩
く
こ

と
に
な
る
の
で
す
。

〈
祈
り
〉

父
な
る
神

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

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

あ
な
た
は
ど
ん
な
時
も
、
わ
た
し
た
ち
と
共
に
い
て
く
だ
さ
り
、
わ
た
し
た
ち
を
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
が
道
に
迷
い
、
生
き
る
力
を
失
い
そ
う
に
な
る
時
も
、
生
き
る
力
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
片
時
も
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
か
ら
歩
む
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

あ
な
た
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
者
と
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
祈
り　

尊
い
我
ら
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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人
生
は
旅
で
あ
る

宗
教
部
長
　
野　

村　
　
　

信

創
世
記
　
第
十
二
章
一
～
四
節
　

1
主し
ゅ

は
ア
ブ
ラ
ム
に
言い

わ
れ
た
。「
あ
な
た
は
生う

ま
れ
故こ

郷き
ょ
う、
父ち
ち

の
家い
え

を
離は
な

れ
て
、
わ
た
し
が
示し
め

す
地ち

に

行い

き
な
さ
い
。

2
わ
た
し
は
あ
な
た
を
大お
お

い
な
る
国こ
く

民み
ん

に
し
、
あ
な
た
を
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

し
、
あ
な
た
の
名な

を
高た
か

め
る
。

祝し
ゅ
く

福ふ
く

の
源
み
な
も
とと
な
る
よ
う
に
。

3
あ
な
た
を
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

す
る
人ひ
と

を
わ
た
し
は
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

し
、
あ
な
た
を
呪の
ろ

う
者も
の

を
わ
た

し
は
呪の
ろ

う
。
地ち

上じ
ょ
うの
氏し

族ぞ
く

は
す
べ
て
、
あ
な
た
に
よ
っ
て
祝
し
ゅ
く

福ふ
く

に
入は
い

る
。」

4
ア
ブ
ラ
ム
は
、
主し
ゅ

の
言こ
と

葉ば

に
従
し
た
が

っ
て
旅た
び

立だ

っ
た
。
ロ
ト
も
共と
も

に
行い

っ
た
。
ア
ブ
ラ
ム
は
、
ハ
ラ
ン
を
出
し
ゅ
っ

発ぱ
つ

し
た
と
き
七
十
五
歳さ

い

で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
生
は
旅
で
あ
る
。
旅
は
、
ま
た
人
生
の
縮
図
で
あ
る
。

先
日
、
あ
る
講
義
の
中
で
こ
の
よ
う
に
語
り
、
後
で
学
生
た
ち
に
そ
の
日
の
講
義
の
自
由
な
感
想
を
求
め
た
と
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こ
ろ
、
こ
の
言
葉
に
共
感
す
る
と
い
う
回
答
が
幾
つ
か
あ
り
ま
し
た
の
で
、
本
日
は
、
旅
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、「
人
生
は
旅
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
聖
書
が
最
も
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。
聖
書
の
最

初
の
歴
史
的
登
場
人
物
で
あ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
、
ま
さ
に
旅
と
い
う
人
生
を
送
っ
た
人
で
す
。
そ
し
て
新
約
聖
書

の
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
に
お
い
て
は
、
信
仰
者
は
み
な
旅
人
で
あ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
人
生
は
旅

と
い
う
こ
と
と
、
ま
た
聖
書
が
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
人
生
を
旅
と
語
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
で
す
。

先
ほ
ど
お
読
み
し
ま
し
た
創
世
記
の
十
二
章
に
は
、
ア
ブ
ラ
（
ハ
）
ム
が
ハ
ラ
ン
か
ら
カ
ナ
ン
地
方
へ
向
か
う

様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
青
天
の
霹
靂
と
い
う
べ
き
、
天
か
ら
の
声
を
聴

い
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
カ
ナ
ン
地
方
へ
向
か
い
、
そ
こ
で
暮
ら
す
よ
う
に
と
い
う
お
告
げ
で
し
た
。
し
か
も

ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
は
子
供
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
供
た
ち
は
増
え
広
が
り
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
彼

ら
の
祝
福
の
源
に
な
る
と
告
げ
ら
れ
た
の
で
す
。

と
に
か
く
、
こ
の
約
束
を
心
に
抱
き
、
神
の
声
に
従
っ
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
妻
サ
ラ
イ
の
一
行
は
カ
ナ
ン
の
地

に
出
か
け
て
暮
ら
し
ま
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
晩
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
イ
サ
ク
と
い
う
子
供
を
得
ま
し
た
が
、

地
に
増
え
広
が
る
と
い
う
神
の
約
束
が
実
現
す
る
に
は
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
未
来
の
約
束
で
し
た
。
し
か
し
、

彼
は
旅
立
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、
生
涯
寄
留
者
と
し
て
、
旅
の
人
生
を
送
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
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は
心
の
中
で
、「
私
の
出
発
す
る
と
い
う
人
生
が
、
は
る
か
か
な
た
に
実
現
す
る
約
束
に
向
か
っ
て
の
旅
で
あ
り
、

後
世
に
大
き
な
出
来
事
を
も
た
ら
す
旅
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
何
も
起
こ
り
そ
う
に
な
い
が
、
そ
の
約
束
の

た
め
に
生
涯
を
生
き
よ
う
」
と
い
う
決
意
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
の
神
を
信
じ
る
信
仰
者
た
ち

も
み
な
、
神
の
約
束
を
い
つ
も
希
望
と
し
て
心
に
抱
い
て
進
ん
で
い
く
と
い
う
生
き
方
を
し
た
の
で
す
。
現
在
、

ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
時
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
四
千
年
の
歳
月
が
過
ぎ
て
い
ま
す
が
、
今
、
世
界
の
総
人
口
の
半
分
が
ア
ブ

ラ
ハ
ム
を
仰
ぎ
、
信
仰
の
祖
先
と
し
て
る
の
で
す
か
ら
、
た
だ
た
だ
驚
き
、
神
の
約
束
の
確
か
さ
と
、
ま
た
ア
ブ

ラ
ハ
ム
が
一
途
に
、
神
を
信
じ
て
生
き
、
旅
立
っ
た
姿
に
心
打
た
れ
る
の
で
す
。

も
う
一
人
、
旅
の
人
生
を
送
っ
た
と
い
う
べ
き
代
表
的
な
信
仰
者
は
、
パ
ウ
ロ
と
い
う
初
期
の
教
会
の
立
役
者

で
し
た
。
彼
は
、
地
中
海
東
海
岸
を
三
回
も
旅
を
し
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
、
各
地
に
教
会
を
建
て
る

働
き
を
し
ま
し
た
。
こ
の
人
は
、
コ
リ
ン
ト
の
教
会
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、「
信
仰
と
希
望
と
愛
は
い
つ
ま
で
も

続
く
。
そ
の
中
で
も
愛
が
最
大
で
あ
る
」
と
語
り
ま
し
た
。
パ
ウ
ロ
の
生
涯
は
、
迫
害
と
投
獄
、
困
難
と
危
険
の

連
続
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
も
自
分
の
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
の
教
会
は
、
風
前
の
灯
の
よ
う
に
、
弱
弱
し
か
っ

た
の
で
す
。
し
か
し
、
パ
ウ
ロ
は
、
未
来
に
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
者
が
増
え
広
が
り
、
神
へ
の
希
望
が
人
々

の
支
え
に
な
る
こ
と
を
予
感
し
、
し
か
も
ア
ガ
ペ
ー
と
い
う
愛
が
最
も
大
切
に
さ
れ
、
力
を
も
つ
と
信
じ
た
人
で

し
た
。
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パ
ウ
ロ
の
時
代
か
ら
二
千
年
た
っ
た
現
在
、
私
た
ち
は
、
今
も
ま
さ
に
こ
の
言
葉
が
本
当
で
あ
る
こ
と
を
実
感

し
ま
す
。
私
た
ち
は
、
愛
に
お
い
て
生
き
、
倒
れ
も
し
ま
す
。
聖
書
の
教
え
と
は
一
見
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
え

ま
す
が
、
現
在
も
私
た
ち
は
、
人
間
に
は
愛
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
災
害
が
あ
れ
ば
、
な
ん
と
か
手
助
け
や
募
金

を
し
、「
愛
は
地
球
を
救
う
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
口
に
し
て
、
人
々
を
助
け
、
支
え
、
平
和
と
共
生
の
社
会
を
作

ろ
う
と
努
力
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
人
生
が
旅
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
聖
書
の
特
権
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
皆
さ
ん
も
お
分
か
り

で
し
ょ
う
。
例
え
ば
日
本
の
文
化
の
中
で
も
し
ば
し
ば
人
生
は
旅
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
松
尾
芭

蕉
が
、
江
戸
か
ら
東
北
・
北
陸
と
旅
を
し
な
が
ら
俳
句
を
歌
っ
た
わ
け
で
す
。
芭
蕉
の
書
い
た
『
奥
の
細
道
』
の

冒
頭
に
は
、
現
代
語
読
み
を
す
れ
ば
、「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
き
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
」
と
あ
る
わ
け

で
す
。
月
日
そ
の
も
の
が
、
旅
人
の
よ
う
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
他
に
も
、
有
名
な
旅
行
日
記
も
あ
れ
ば
、

出
家
し
て
い
く
人
々
は
、「
漂
白
の
旅
」
と
か
「
放
浪
の
旅
」
を
送
っ
た
わ
け
で
す
。

聖
書
で
言
わ
れ
る
、「
信
仰
者
の
人
生
は
旅
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
私
た
ち
が
一
般
に
旅
を
す
る
こ
と
と
ど

う
違
う
の
か
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

人
生
は
旅
で
あ
る
、
と
私
た
ち
信
仰
者
が
言
う
場
合
に
決
定
的
な
こ
と
は
、
こ
の
旅
が
片
道
切
符
の
旅
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ウ
イ
ー
ク
が
始
ま
り
ま
す
の
で
、
旅
行
に
出
か
け
よ
う
と
計
画
し
て
い
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る
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
の
旅
行
は
、
必
ず
往
復
切
符
を
購
入
し
ま
す
。
出
発
し
た
と
こ
ろ
へ
戻
っ

て
く
る
の
が
短
期
間
の
旅
行
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
芭
蕉
も
江
戸
か
ら
北
上
し
て
、
大
垣
に
帰
っ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、「
人
生
は
旅
で
あ
る
、
私
た
ち
は
旅
の
人
生
を
送
る
」
と
言
っ
た
場
合
に
は
、
も
は
や
後
戻
り
が

出
来
な
い
旅
を
意
味
し
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
ど
こ
か
に
向
か
っ
て
い
く
旅
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
終
着
点
、
目

的
地
が
あ
る
わ
け
で
す
。

人
生
と
い
う
旅
は
後
戻
り
で
き
な
い
。
な
ら
ば
、
旅
の
一
時
一
時
を
大
切
に
し
、
か
け
が
え
の
な
い
一
日
一
日

を
送
ろ
う
と
決
心
す
る
こ
と
も
大
切
で
し
ょ
う
が
、
一
方
で
人
生
が
旅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
戻
れ
な

い
け
れ
ど
も
、
本
当
の
ふ
る
さ
と
へ
向
か
う
旅
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
聖
書
が
、
人
生
が
旅
で
あ
る

と
語
っ
て
い
る
理
由
は
こ
の
点
に
あ
り
ま
す
。
ま
だ
見
て
い
な
い
が
、
約
束
と
し
て
告
げ
ら
れ
て
い
る
神
の
ふ
る

さ
と
に
帰
る
、
あ
る
い
は
神
の
ふ
と
こ
ろ
に
向
か
う
旅
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
行
き
着
く
と
い
う
目
標
を
も
つ
こ

と
で
初
め
て
、
ま
こ
と
に
「
人
生
は
旅
で
あ
る
」
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

折
し
も
、
私
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
の
連
休
を
ど
う
過
ご
す
か
と
い
う
時
を
迎
え
て
お
り
ま
す
が
、
帰
省
す
る
旅

で
も
、
遠
出
を
計
画
し
て
い
る
人
も
、
あ
る
い
は
日
帰
り
の
旅
を
す
る
人
も
、
あ
る
い
は
ど
こ
に
も
い
か
な
い
と

い
う
人
も
、
時
は
確
か
に
私
た
ち
を
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
運
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
歩
み
、

旅
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
考
え
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
時
に
、
聖
書
に
記
さ
れ
る
信
仰
の
祖
先
ア
ブ
ラ
ハ
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ム
が
ま
さ
に
旅
の
人
生
を
送
り
、
未
来
を
夢
見
て
、
し
か
も
天
を
仰
ぎ
な
が
ら
旅
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
人
類

に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
旅
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
分
の
歩
み
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

主
な
る
神
様
、
私
た
ち
の
人
生
は
、
ま
さ
し
く
旅
で
あ
り
、
後
戻
り
で
き
な
い
、
未
来
に
向
か
う
旅
で
す
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
、
ま
た
パ
ウ
ロ
が
、
そ
し
て
多
く
の
信
仰
者
た
ち
が
、
ま
こ
と
の
故
郷
に
向
か
っ
て
進
ん
で

い
く
人
生
を
送
っ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
歩
み
か
ら
、
ま
こ
と
の
故
郷
へ
向
か
う
旅

を
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
、
希
望
へ
向
か
う
歩
み
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
祈
祷
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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走
り
続
け
る
こ
と

大
学
宗
教
主
任
　
阿
久
戸　

義　

愛

ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
　
第
十
二
章
一
～
三
節
　

1
こ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
お
び
た
だ
し
い
証
し
ょ
う

人に
ん

の
群む

れ
に
囲か
こ

ま
れ
て
い

る
以い

上じ
ょ
う、
す
べ
て
の
重お
も

荷に

や
絡か
ら

み
つ
く
罪つ
み

を
か
な
ぐ
り
捨す

て
て
、
自じ

分ぶ
ん

に
定さ
だ

め
ら
れ
て
い
る
競
き
ょ
う

走そ
う

を
忍に
ん

耐た
い

強づ
よ

く
走は
し

り
抜ぬ

こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、

2
信し
ん

仰こ
う

の
創そ
う

始し

者し
ゃ

ま
た
完か
ん

成せ
い

者し
ゃ

で
あ
る
イ
エ
ス
を
見み

つ
め
な
が
ら
。
こ
の
イ
エ
ス
は
、
御ご

自じ

身し
ん

の
前ま
え

に
あ

る
喜
よ
ろ
こ

び
を
捨す

て
、
恥は

じ

を
も
い
と
わ
な
い
で
十

じ
ゅ
う

字じ

架か

の
死し

を
耐た

え
忍し

の

び
、
神か

み

の
玉

ぎ
ょ
く

座ざ

の
右み

ぎ

に
お
座す

わ

り
に
な
っ

た
の
で
す
。

3
あ
な
た
が
た
が
、
気き

力り
ょ
くを
失
う
し
な
い
疲つ
か

れ
果は

て
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
御ご

自じ

分ぶ
ん

に
対た
い

す
る
罪つ
み

人び
と

た
ち
の
こ

の
よ
う
な
反は
ん

抗こ
う

を
忍に
ん

耐た
い

さ
れ
た
方か
た

の
こ
と
を
、
よ
く
考
か
ん
が
え
な
さ
い
。
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五
月
病
な
ど
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
長
期
の
休
み
明
け
、
私
た
ち
は
な
ぜ
か
強
い
疲
れ
を
感
じ
た
り
、

が
ん
ば
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
先
日
、
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
「
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の

継
続
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
特
集
が
組
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
番
組
で
は
、
一
昨
年
（
二
〇
一
五
年
）
に
50
歳

で
引
退
し
た
プ
ロ
野
球
選
手
の
山
本
昌
投
手
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
彼
は
50
歳
ま
で
現
役
を
続

け
る
と
い
う
記
録
を
残
し
た
わ
け
で
す
が
、
30
歳
を
越
え
て
か
ら
は
、
正
月
も
休
ま
ず
、
毎
日
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

欠
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
年
齢
が
高
く
な
る
と
、
休
む
と
む
し
ろ
休
み
明
け
が
辛
く
な
る
、
休
む
の

で
は
な
く
無
理
の
な
い
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
継
続
し
て
い
る
ほ
う
が
疲
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
生
活

を
す
る
に
は
忍
耐
が
必
要
で
し
ょ
う
。
一
日
中
寝
て
い
た
い
、
遊
び
た
い
、
と
い
う
欲
求
を
抑
え
な
が
ら
、
忍
耐

し
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
し
た
足
取
り
を
、
一
定
の
速
度
で
保
つ
、
継
続
す
る
。
そ
う
い
う
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

考
え
て
み
れ
ば
、
や
は
り
私
た
ち
の
生
活
は
、
無
理
の
無
い
範
囲
で
、
一
定
の
リ
ズ
ム
で
走
り
続
け
る
こ
と
が
大

事
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
は
、
パ
ウ
ロ
が
書
い
た
手
紙
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
で
は

誰
が
書
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
手
紙
の
著
者
は
、
信
じ
る
と
い
う
こ
と
、
信
仰
を
、
走

る
こ
と
、「
競
走
」
に
喩
え
ま
し
た
。
第
一
二
章
を
読
み
ま
し
た
が
、
少
し
前
の
第
十
章
で
は
、
私
た
ち
が
正
し
く
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生
き
、
神
の
御
心
を
行
な
い
、
約
束
の
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
忍
耐
が
必
要
で
あ
る
と
、
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、欲
し
い
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
し
ば
し
ば
忍
耐
が
必
要
で
す
。

忍
耐
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
つ
か
必
ず
約
束
が
成
就
す
る
、
い
つ
か
必
ず
目

的
の
ゴ
ー
ル
に
辿
り
着
く
、
と
い
う
希
望
を
持
ち
な
が
ら
、
信
じ
な
が
ら
、
忍
耐
し
つ
つ
、
ゴ
ー
ル
に
向
か
う
な

ら
ば
、
私
た
ち
は
最
後
ま
で
走
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

今
日
の
聖
書
の
箇
所
、
第
十
二
章
の
冒
頭
で
す
が
、
い
き
な
り
「
こ
う
い
う
わ
け
で
」
と
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

ど
う
い
う
わ
け
か
、
と
言
い
ま
す
と
、
直
前
の
第
十
一
章
で
、
旧
約
聖
書
に
精
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
手

紙
の
著
者
は
、
旧
約
聖
書
に
描
か
れ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
人
々
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。
旧
約
聖
書
に
登

場
す
る
人
物
に
は
、
英
雄
的
な
活
躍
を
す
る
人
物
も
い
れ
ば
、
悲
劇
的
な
苦
し
み
を
味
わ
う
人
物
も
い
ま
す
。
し

か
し
、
い
ず
れ
も
神
へ
の
堅
い
信
仰
に
よ
っ
て
、
人
々
に
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
な
の
か
、
神
が
私

た
ち
に
何
を
期
待
し
て
お
ら
れ
る
の
か
を
示
し
た
人
々
で
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
そ
の
よ
う
な
人
々
の
こ
と
を

「
証
人
」、
神
様
の
こ
と
を
証
し
し
明
ら
か
に
す
る
役
割
を
負
っ
た
「
証
人
」
と
呼
び
ま
す
。
旧
約
聖
書
の
人
々
は
、

自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
苦
し
い
状
況
が
、
い
つ
か
解
消
さ
れ
る
、
解
決
さ
れ
る
、
と
信
じ
、
救
い
主
の
到
来
を
待

ち
望
み
、
耐
え
忍
び
な
が
ら
、
自
分
の
目
の
前
に
あ
る
課
題
・
難
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
い
つ
ま
で
続
く

の
か
わ
か
ら
な
い
、
い
つ
ま
で
走
り
続
け
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
そ
ん
な
状
況
で
も
、
彼
ら
は
希
望
を
持
っ
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て
、
走
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
こ
の
手
紙
の
著
者
は
、
そ
の
よ
う
な
旧
約
聖
書
に
出
て
く
る
人
々
の
こ
と
を
説
明

し
た
う
え
で
、「
こ
う
い
う
わ
け
で
」
と
言
い
ま
す
。
私
た
ち
の
数
多
く
の
先
輩
た
ち
、
私
た
ち
よ
り
先
に
走
っ
た

人
々
を
見
て
、
私
た
ち
も
ま
た
、
し
っ
か
り
走
ろ
う
で
は
な
い
か
、
と
呼
び
か
け
ま
す
。

重
荷
を
捨
て
、
絡
み
つ
く
罪
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
と
言
い
ま
す
。
重
荷
と
は
な
に
か
。
私
た
ち
は
マ
ラ
ソ
ン

す
る
と
き
、
な
る
べ
く
負
担
に
な
ら
な
い
軽
い
靴
を
は
き
、
服
装
も
軽
快
に
し
ま
す
。
余
計
な
荷
物
を
ぶ
ら
さ
げ

て
走
っ
た
り
し
ま
せ
ん
。
人
生
の
道
の
り
を
走
る
の
に
不
必
要
な
も
の
は
置
い
て
行
き
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
も
の

は
「
重
荷
」
で
す
。
絡
み
つ
く
罪
と
は
な
に
か
。
罪
と
は
、
私
た
ち
を
本
来
の
レ
ー
ス
か
ら
離
れ
さ
せ
、
寄
り
道

さ
せ
よ
う
と
す
る
誘
惑
の
声
、
自
分
の
心
の
弱
さ
で
す
。
走
る
の
を
も
う
や
め
て
し
ま
お
う
か
、
別
の
も
っ
と
楽

な
道
に
し
よ
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
疑
い
の
声
で
す
。
そ
れ
ら
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
自
分
の
、
自
分
自
身
の
競

走
を
、
し
っ
か
り
と
走
り
き
ろ
う
で
は
な
い
か
、
と
訴
え
ま
す
。

著
者
は
、
こ
の
手
紙
を
送
る
先
に
い
る
ヘ
ブ
ラ
イ
の
人
々
が
、
様
々
な
困
難
の
中
に
あ
っ
て
、
も
う
疲
れ
切
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
一
所
懸
命
が
ん
ば
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
も
う
疲
れ
切
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
今
、
旧
約
聖
書
の
人
々
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
の
で
す
。
彼
ら
だ
っ
て
、

苦
し
み
の
中
を
通
っ
た
の
だ
。
あ
な
た
と
同
じ
苦
し
み
を
味
わ
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
希
望
を
持
っ
て
走
っ
た
人

た
ち
が
い
る
。
彼
ら
の
存
在
は
、
あ
な
た
を
励
ま
し
て
い
る
。
だ
か
ら
元
気
を
出
し
な
さ
い
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。



−68−−69−

そ
し
て
、誰
よ
り
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
こ
そ
、自
分
の
栄
光
を
捨
て
、恥
と
嘲
笑
の
的
に
さ
れ
る
こ
と
を
い
と
わ
ず
、

十
字
架
の
死
に
い
た
る
ま
で
従
順
に
、
神
様
に
与
え
ら
れ
た
困
難
な
道
を
走
り
き
ら
れ
た
の
で
す
。

心
理
学
で
は
、
た
と
え
ば
鬱
病
の
人
に
「
が
ん
ば
れ
」
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
パ
ウ

ロ
は
疲
れ
切
っ
て
い
る
人
に
、
気
合
い
で
が
ん
ば
れ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
え
、
違
い
ま
す
。
目

を
上
げ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
あ
な
た
は
独
り
き
り
で
走
っ
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
、

本
当
に
辛
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
で
も
そ
れ
は
違
う
、
あ
な
た
の
周
り
に
は
、
あ
な
た
の
目

の
前
に
は
、
一
緒
に
走
っ
て
く
れ
る
先
達
た
ち
や
仲
間
た
ち
が
い
る
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
一
緒
に
励
ま
す
よ
う

に
前
を
走
っ
て
く
れ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
姿
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
そ
の
人
た
ち
と
一
緒

に
走
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
、
忍
耐
を
も
っ
て
走
る
と
き
、
精
根
尽
き
果
て
、
気
力
も
果
て
て
し
ま
う
と
き
が
あ
り
ま
す
。
独
り

き
り
で
走
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
時
、私
た
ち
は
し
ば
し
ば
疲
れ
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。困
難
の
中
で
は
、

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
様
々
な
疑
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
私
た
ち
に
と
っ
て
重
荷
と
な
り
、
私
た
ち
を
苦
し
め

る
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
取
り
払
っ
て
、
一
心
に
神
に
近
づ
い
て
い
く
、
正
し
い
道
を
歩
む
、
そ
の
道
を
走

り
続
け
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
パ
ウ
ロ
は
勧
め
て
い
ま
す
。

目
を
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。隣
り
に
一
緒
に
走
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
。同
じ
よ
う
に
走
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
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そ
し
て
目
の
前
に
、
私
た
ち
を
励
ま
す
よ
う
に
、
私
た
ち
の
先
を
走
っ
て
く
れ
て
い
る
多
く
の
先
達
と
、
そ
し
て

誰
よ
り
も
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
姿
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
が
、
苦
し
み
や
試
練
の
中
に
い
る
と
き
、
何
よ
り
も
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
こ
そ
が
、
私
た
ち
を
支
え

て
く
だ
さ
い
ま
す
。
私
た
ち
は
イ
エ
ス
に
こ
そ
、
私
た
ち
は
目
を
注
ぐ
べ
き
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
そ

れ
ぞ
れ
の
日
々
を
走
っ
て
行
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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熱
情
の
神

大
学
宗
教
主
任
　
北　
　
　
　
　

博

出
エ
ジ
プ
ト
記
　
三
四
章
四
～
十
節
、
十
四
節
　

4
モ
ー
セ
は
前ま
え

と
同お
な

じ
石い
し

の
板い
た

を
二
枚ま
い

切き

り
、
朝あ
さ

早は
や

く
起お

き
て
、
主し
ゅ

が
命め
い

じ
ら
れ
た
と
お
り
シ
ナ
イ
山ざ
ん

に

登の
ぼ

っ
た
。
手て

に
は
二
枚ま
い

の
石い
し

の
板い
た

を
携
た
ず
さ
え
て
い
た
。

5
主し
ゅ

は
雲く
も

の
う
ち
に
あ
っ
て
降く
だ

り
、
モ
ー
セ
と
共と
も

に
そ

こ
に
立た

ち
、
主し
ゅ

の
御み

名な

を
宣せ
ん

言げ
ん

さ
れ
た
。

6
主し
ゅ

は
彼か
れ

の
前ま
え

を
通と
お

り
過す

ぎ
て
宣せ
ん

言げ
ん

さ
れ
た
。「
主し
ゅ

、
主し
ゅ

、
憐あ
わ

れ

み
深ぶ
か

く
恵め
ぐ

み
に
富と

む
神か
み

、
忍に
ん

耐た
い

強づ
よ

く
、
慈
い
つ
く
し
み
と
ま
こ
と
に
満み

ち
、

7
幾い
く

千せ
ん

代だ
い

に
も
及お
よ

ぶ
慈
い
つ
く
し
み
を
を
守ま
も

り
、

罪つ
み

と
背そ
む

き
と
過
あ
や
ま
ち
を
赦ゆ
る

す
。
し
か
し
罰ば
っ

す
べ
き
者も
の

を
罰ば
っ

せ
ず
に
は
お
か
ず
、
父ふ

祖そ

の
罪つ
み

を
、
子こ

、
孫ま
ご

に
三

代だ
い

、
四
代だ

い

ま
で
も
問と

う
者も

の

。」
8
モ
ー
セ
は
急い

そ

い
で
地ち

に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
ひ
れ
伏ふ

し
て
、

9
言い

っ
た
。「
主し

ゅ

よ
、

も
し
御ご

好こ
う

意い

を
示し
め

し
て
く
だ
さ
い
ま
す
な
ら
ば
、
主し
ゅ

よ
、
わ
た
し
た
ち
の
中な
か

に
あ
っ
て
進す
す

ん
で
く
だ
さ
い
。

確た
し

か
に
か
た
く
な
な
民た
み

で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
の
罪つ
み

と
過
あ
や
ま
ち
を
赦ゆ
る

し
、
わ
た
し
た
ち
を
あ
な
た
の
嗣し

業ぎ
ょ
うと

し
て
受う

け
入い

れ
て
く
だ
さ
い
。」

10
主し
ゅ

は
言い

わ
れ
た
。「
見み

よ
、
わ
た
し
は
契け
い

約や
く

を
結む
す

ぶ
。
わ
た
し
は
あ
な
た
の
民た
み

す
べ
て
の
前ま
え

で
驚
お
ど
ろ
く
べ
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き
業わ
ざ

を
行
お
こ
な
う
。
そ
れ
は
全ぜ
ん

地ち

の
い
か
な
る
民た
み

に
も
い
ま
だ
か
つ
て
な
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
業わ
ざ

で
あ
る
。
あ

な
た
と
共と
も

に
い
る
こ
の
民た
み

は
皆み
な

、
主し
ゅ

の
業わ
ざ

を
見み

る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
が
あ
な
た
と
共と
も

に
あ
っ
て
行
お
こ
な
う
こ

と
は
恐お
そ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
14
あ
な
た
は
ほ
か
の
神か
み

を
拝お
が

ん
で
は
な
ら
な
い
。
主し
ゅ

は
そ
の
名な

を
熱ね
つ

情じ
ょ
うと
い
い
、
熱ね
つ

情じ
ょ
うの
神か
み

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
約
聖
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
随
所
に
感
じ
ら
れ
る
の
が
神
の
恵
み
の
圧
倒
性
で
す
。
し
か
も
神
の
恵
み
は
神

の
自
由
の
領
域
で
あ
っ
て
、
人
間
は
神
の
恵
み
に
圧
倒
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
議
論
し
た
り
、
図
式
化
し
、
予

測
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
。
ま
た
、
契
約
と
い
う
訳
語
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
神
の
約
束
に
基
づ

く
神
と
人
と
の
紐
帯
、
つ
ま
り
絆
で
あ
っ
て
、
人
間
は
こ
の
絆
の
上
に
し
っ
か
り
と
立
っ
て
神
の
恵
み
に
絶
え
ず

応
答
し
て
い
く
べ
き
存
在
で
あ
る
、
こ
れ
が
旧
約
聖
書
に
お
い
て
人
間
に
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
旧
約
聖
書
で
は
神
を
形
容
す
る
の
に
「
熱
情
」
と
い
う
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ

人
思
想
家
の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
「
熱
情
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
語
を
非
常
に
重
視
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
の
は
十
八
世
紀
の
東
欧
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
創
始
者
で
あ
っ
た
バ
ア
ル
・
シ
ェ
ム
・
ト
ー
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ヴ
の
あ
る
言
葉
か
ら
稲
妻
の
よ
う
な
閃
き
を
得
た
か
ら
だ
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
バ
ア
ル
・
シ
ェ
ム
・
ト
ー
ヴ
か

ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
彼
が
つ
か
ん
だ
「
神
の
熱
情
」
と
は
、
人
間
の
課
題
と
し
て
の
「
神
の
似
姿
性
」
で
し
た
。
つ

ま
り
ブ
ー
バ
ー
は
、「
神
の
熱
情
」
が
啓
示
の
源
泉
で
あ
り
、
神
の
側
か
ら
溢
れ
出
て
人
間
を
圧
倒
す
る
「
熱
情
」

の
力
に
よ
っ
て
人
間
は
真
の
人
間
と
な
り
、
真
の
自
己
に
目
覚
め
、
立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
、
と
考
え
た
の
で
す
。

「
神
の
熱
情
」
は
神
の
恵
み
の
源
泉
で
あ
り
、
ま
た
真
の
人
間
と
し
て
の
在
り
方
の
源
泉
で
も
あ
り
ま
す
。
神
の

熱
情
の
啓
示
に
触
れ
た
人
間
は
、
神
の
恵
み
に
圧
倒
さ
れ
、
自
分
の
生
き
方
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
に
は
も
は
や
、
神
に
つ
い
て
論
じ
神
を
叙
述
す
る
言
葉
は
消
失
し
、
意
味
が
な
く
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
主
」

と
い
う
訳
語
で
表
さ
れ
て
い
る
神
の
聖
な
る
名
が
宣
言
さ
れ
る
時
、「
わ
た
し
は
恵
も
う
と
す
る
者
を
恵
み
、
憐
れ

も
う
と
す
る
者
を
憐
れ
む
」（
出
三
三
章
一
四
節
）
と
い
う
神
の
自
由
の
前
に
、
人
間
は
た
だ
沈
黙
し
て
立
ち
尽
く

す
だ
け
な
の
で
す
。

「
神
の
熱
情
」
は
神
の
圧
倒
的
な
恵
み
で
あ
る
と
同
時
に
、人
間
に
と
っ
て
は
隠
さ
れ
た
領
域
で
あ
り
ま
す
。「
神

の
熱
情
」
に
触
れ
た
人
間
は
、
神
が
「
今
、
こ
こ
に
」
臨
在
し
て
い
る
こ
と
を
直
感
し
ま
す
が
、
神
の
姿
そ
の
も

の
を
目
に
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
シ
ナ
イ
山
の
麓
に
取
り
残
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
不
安
感
か
ら
金

の
子
牛
を
作
り
、
可
視
的
な
形
で
神
が
共
に
あ
る
と
い
う
安
心
感
を
得
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
を
知
っ
た
モ
ー
セ

は
急
遽
下
山
し
、
怒
っ
て
金
の
子
牛
を
粉
々
に
し
、
神
に
赦
し
を
請
い
ま
す
。
啓
示
の
奥
義
に
触
れ
る
こ
と
の
な
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い
手
軽
な
形
で
得
ら
れ
る
神
が
共
に
い
る
と
い
う
安
心
感
は
、
人
間
を
真
の
人
間
に
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
は
出
来

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
神
な
ら
ぬ
も
の
で
神
を
代
理
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
こ
そ
が
旧
約
聖
書
に
お
い
て
「
偶
像
崇
拝
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

モ
ー
セ
の
必
死
の
執
り
成
し
に
答
え
て
神
は
、
民
と
共
に
旅
を
続
け
る
こ
と
を
承
知
し
ま
す
。
出
エ
ジ
プ
ト
記

三
三
章
一
四

－

一
五
節
で
は
神
自
身
が
同
行
す
る
と
い
う
言
い
方
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
ヘ
ブ
ラ
イ

語
原
文
で
は
「
顔
が
行
く
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
表
現
で
す
。
神
の
「
顔
」
と
は
神
の
臨
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
人

間
に
は
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
神
の
栄
光
が
通
り
過
ぎ
る
時
、
モ
ー
セ
は
岩
の
裂
け
目
で
そ
れ

を
や
り
過
ご
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
二
〇

－

二
三
節
）。

「
神
の
熱
情
」
は
、
世
界
の
向
こ
う
側
か
ら
到
来
す
る
事
件
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
の
何
物
に
よ
っ
て
も
代
用
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。「
神
の
熱
情
」
に
触
れ
た
人
間
は
、「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
」（
神
我
ら
と
共
に
）
を
実
感
し
、

神
の
恵
み
に
答
え
、
神
の
使
命
に
生
き
よ
う
と
立
ち
上
が
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
人
間
は
、
迫
り
来
る
圧
倒

的
な
神
の
恵
み
に
対
し
て
、
口
ご
も
り
な
が
ら
応
答
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
て
い
る
限
り
人
間
は
、
神
の

恵
み
に
十
分
に
は
答
え
ら
れ
ず
、
失
敗
し
、
挫
折
し
て
は
や
り
直
す
し
か
な
い
存
在
な
の
で
す
。
そ
れ
で
も
な
お

神
の
「
顔
」
を
求
め
続
け
る
生
き
方
を
、
神
は
受
け
入
れ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



−74−−75−

ク
リ
ス
マ
ス
の
喜
び
は
な
ぜ
？

大
学
宗
教
主
任
　
鐸　

木　

道　

剛

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
　
第
二
章
一
五
～
二
〇
節
　

15
天て
ん

使し

た
ち
が
離は
な

れ
て
天て
ん

に
去さ

っ
た
と
き
、
羊
ひ
つ
じ

飼か

い
た
ち
は
、「
さ
あ
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
へ
行い

こ
う
。
主し
ゅ

が

知し

ら
せ
て
く
だ
さ
っ
た
そ
の
出で

来き

事ご
と

を
見み

よ
う
で
は
な
い
か
」と
話は
な

し
合あ

っ
た
。
16
そ
し
て
急い
そ

い
で
行い

っ
て
、

マ
リ
ア
と
ヨ
セ
フ
、
ま
た
飼か

い
葉ば

桶お
け

に
寝ね

か
せ
て
あ
る
乳ち

飲の

み
子ご

を
探さ
が

し
当あ

て
た
。
17
そ
の
光こ
う

景け
い

を
見み

て
、

羊ひ
つ
じ

飼か

い
た
ち
は
、
こ
の
幼
お
さ
な

子ご

に
つ
い
て
天て
ん

使し

が
話は
な

し
て
く
れ
た
こ
と
を
人ひ
と

々び
と

に
知し

ら
せ
た
。
18
聞き

い
た
者も
の

は
皆み

な

、
羊

ひ
つ
じ

飼か

い
た
ち
の
話

は
な
し

を
不ふ

思し

議ぎ

に
思お

も

っ
た
。
19
し
か
し
、
マ
リ
ア
は
こ
れ
ら
の
出で

来き

事ご
と

を
す
べ
て
心

こ
こ
ろ

に
納お
さ

め
て
、
思お
も

い
巡め
ぐ

ら
し
て
い
た
。
20

羊
ひ
つ
じ

飼か

い
た
ち
は
、
見み

聞き

き
し
た
こ
と
が
す
べ
て
天て
ん

使し

の
話は
な

し
た
と

お
り
だ
っ
た
の
で
、
神か
み

を
あ
が
め
、
賛さ
ん

美び

し
な
が
ら
帰か
え

っ
て
行い

っ
た
。
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デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
『
ク
リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
』
が
ま
た
映
画
化
さ
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
今
度
は
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
ク
リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
』
を
執
筆
し
た
経
緯
を
描
い
て
い
る
映
画
だ
そ
う
で
す
。 

十
二

月
初
め
に
ア
メ
リ
カ
に
出
張
し
た
と
き
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
駅
の
売
店
で
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク

の
原
作
を
見
つ
け
て
買
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
十
一
月
末
か
ら
公
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
日
本
で
は

い
つ
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
？

　

し
か
し
ク
リ
ス
マ
ス
は
な
ぜ
楽
し
い
の
で
し
ょ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
救
い
主
イ
エ
ス
様
の
誕
生
日
だ
か
ら
で
す
。

そ
れ
に
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
伝
説
に
由
来
し
て
、
与
え
る
に
し
ろ
、
も
ら
う
に
し
ろ
ク
リ
ス
マ
ス
・
プ
レ
ゼ
ン
ト
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
楽
し
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

ぼ
く
は
二
〇
〇
〇
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
母
を
亡
く
し
ま
し
た
。
十
七
年
前
に
な
り
ま
す
。
癌
で
最
後
は
食
べ
ら

れ
な
く
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
急
速
に
衰
弱
し
て
い
き
ま
し
た
。
亡
く
な
っ
た
の
は
十
二
月
三
十
日
の
明
け
方
で

す
。
で
す
か
ら
楽
し
い
は
ず
の
ク
リ
ス
マ
ス
、
一
年
で
一
番
好
き
な
ク
リ
ス
マ
ス
を
、
ホ
ス
ピ
ス
の
病
院
で
母
と

出
来
る
だ
け
な
が
く
過
ご
し
ま
し
た
。
ぼ
く
は
お
葬
式
の
間
ず
っ
と
涙
を
流
し
て
い
ま
し
た
。
周
り
の
人
た
ち
は

ぼ
く
が
感
情
に
任
せ
て
最
後
に
愁
嘆
場
を
見
せ
る
こ
と
を
心
配
（
あ
る
い
は
期
待
？
）
し
て
い
た
む
き
も
あ
る
の

だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
涙
を
流
し
て
い
た
の
は
悲
し
み
よ
り
も
感
謝
の
気

持
ち
で
し
た
。
お
葬
式
で
は
幼
な
じ
み
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
レ
ク
イ
エ
ム
か
ら
ラ
ク
リ
モ
サ
を
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弾
い
て
く
れ
ま
し
た
。
母
へ
の
感
謝
、
そ
し
て
十
二
月
三
十
一
日
の
大
晦
日
に
お
別
れ
に
来
て
く
だ
さ
る
方
々
へ

の
感
謝
の
気
持
ち
で
す
。
父
の
お
葬
式
の
と
き
も
同
じ
ラ
ク
リ
モ
サ
を
弾
い
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
曲
と
と
も
に

な
ら
、
ぼ
く
も
死
ね
る
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
と
き
以
来
数
年
は
ク
リ
ス
マ
ス
を
楽
し
い
と
思
う
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
パ
ウ
ロ
が
「
我
々
は
生
き
る
も
死
ぬ
も
主
の
た
め
で
あ
る
」
（
『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手

紙
』
十
四
章
八
節
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
い
う
気
持
ち
に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

ク
リ
ス
マ
ス
は
イ
エ
ス
様
の
誕
生
日
で
す
。
し
か
し
実
際
の
イ
エ
ス
の
誕
生
日
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
イ
エ
ス
の
肖
像
も
失
わ
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
初
代
教
会
の
時
代
、
イ
エ
ス
は
ま
ず
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
証

（
あ
か
し
）
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
公
会
議
を
み
て
も
、
第
一
回
の
ニ
ケ
ア
公
会
議
で
の
決
定

は
、
イ
エ
ス
と
父
な
る
神
は
同
じ
本
質
を
持
つ
（
ホ
モ
ウ
ー
シ
オ
ス
、
つ
ま
り
本
質
あ
る
い
は
存
在
で
あ
る
ウ
ー

シ
ア
を
同
じ
く
す
る
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
イ
エ
ス
が
人
で
あ
る
と
決
め
る
の
は
、
四
五
一
年
の
カ
ル
ケ
ド
ン
で

の
第
四
回
の
公
会
議
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
イ
エ
ス
は
完
全
な
人
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
完
全
な
神
で
あ
る
、
と

決
め
ら
れ
ま
し
た
。
決
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
福
音
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
す
（
つ
ま
り
十
一
世
紀
の

カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
「
理
解
す
る
た
め
に
信
じ
る
（credo ut intelligam

）
」
）
。
そ
の
後
し
ば

ら
く
は
、
イ
エ
ス
は
神
の
み
で
あ
っ
て
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
単
性
論
や
仮
現
説
が
異
端
と
し
て
排
斥
さ
れ
ま
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す
。
そ
し
て
七
八
七
年
の
第
七
回
で
、
ニ
ケ
ア
で
は
二
回
目
の
公
会
議
で
、
カ
ル
ケ
ド
ン
の
条
項
が
再
確
認
さ
れ

ま
す
。

　

イ
エ
ス
は
文
字
通
り
の
人
で
す
。
人
で
あ
る
な
ら
誕
生
日
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
肖
像
画
だ
っ
て
可
能
だ
っ
た

で
し
ょ
う
。
あ
っ
た
は
ず
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
イ
エ
ス
の
誕
生
日
と
イ
エ
ス
の
肖
像
画
で
あ
る
イ
コ
ン
は

こ
う
し
て
可
能
、
ま
た
言
い
方
を
変
え
る
と
、
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
十
二
月
二
十
五
日
で
す
。
そ
の
日
に
お
祝
い
を
す
る
の
は
、
ロ
ー
マ
時
代
に
祝
わ
れ
て
い
た
冬
至
の
お

祭
り
で
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す
。
太
陽
が
復
活
す
る
喜
び
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
こ
と
に
な

り
ま
す
。
太
陽
の
復
活
は
な
ぜ
喜
び
な
の
で
し
ょ
う
か
？
ど
う
せ
太
陽
だ
っ
て
宇
宙
だ
っ
て
消
滅
す
る
空
し
い
も

の
で
す
。
そ
う
と
知
っ
た
と
き
、
そ
の
喜
び
に
は
意
味
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
美
し
い
自
然
は
な
ぜ
美
し
い
の

か
。
自
然
は
、
そ
し
て
地
球
は
消
滅
す
る
と
知
っ
た
と
き
に
、
そ
の
美
し
さ
は
意
味
が
な
く
な
り
ま
す
。
美
し
い

な
ん
て
感
嘆
し
て
い
る
の
が
空
し
く
な
り
ま
す
。

　

た
し
か
に
我
々
は
そ
し
て
こ
の
現
実
は
被
造
物
で
あ
り
有
限
で
あ
り
空
し
い
。
こ
れ
は
旧
約
聖
書
の
教
え
で

す
。
コ
ヘ
レ
ト
が
「
空
し
い
、
す
べ
て
は
空
し
い
」
（
『
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
』
第
一
章
一
節
）
と
嘆
く
通
り
で

す
。
し
か
し
神
ご
自
身
が
、
己
を
空
し
く
し
て
被
造
物
の
人
に
な
っ
て
く
だ
さ
り
（
受
肉
す
な
わ
ち
無
化
：
ケ

ノ
ー
シ
ス
）
、
そ
し
て
空
し
い
現
実
が
神
と
繋
が
っ
た
（
聖
化
：
テ
オ
ー
シ
ス
）
と
い
う
の
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
の



−78−−79−

喜
び
で
す
。
し
か
も
そ
の
受
肉
は
一
回
き
り
の
出
来
事
で
し
た
。
仏
教
の
本
地
垂
迹
の
よ
う
に
常
に
起
こ
っ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
回
き
り
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
世
の
空
し
さ
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
す
。
空
し
い
け

れ
ど
も
永
遠
と
繋
が
っ
て
い
る
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
で
す
。
も
ち
ろ
ん
ク
リ
ス
マ
ス
を
楽
し
ん
で
い
る
と
き
、
そ

ん
な
こ
と
ま
で
は
考
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
教
義
を
ひ
も
と
け
ば
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
喜
び
に
は
以
上
の
よ
う
な
根
拠

が
あ
る
の
で
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
は
冬
至
の
、
太
陽
の
再
生
の
喜
び
に
確
固
た
る
根
拠
を
与
え
た
と
も
言
え
る
の
で

す
。

　

人
々
を
救
済
す
る
苦
悩
す
る
神
と
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。
和
辻
哲
郎
に
よ
れ
ば
日
本
で
も
室
町

時
代
に
も
そ
う
い
う
話
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
（
『
埋
も
れ
た
日
本
』
）
。
今
か
ら
三
十
年
前
、
昭

和
天
皇
ご
崩
御
の
前
に
連
日
ニ
ュ
ー
ス
の
冒
頭
に
、
天
皇
の
病
状
が
報
告
さ
れ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
だ

い
た
い
職
場
か
ら
家
に
帰
る
途
中
で
車
の
な
か
の
ラ
ジ
オ
で
聴
い
て
い
ま
し
た
。
天
皇
は
今
ま
さ
に
病
に
苦
し
ん

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
実
感
で
き
ま
し
た
。
天
皇
は
や
は
り
神
な
の
で
は
な
い
か
と
一
瞬
思
い
ま
し
た
（
と
い
え
ば

面
白
い
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
）
。
人
々
の
た
め
に
十
字
架
上
で
亡
く
な
る
キ
リ
ス
ト
も
神
話
学
的
パ
タ
ー
ン
の

ひ
と
つ
で
、
世
界
を
み
わ
た
せ
ば
、
他
の
宗
教
に
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
現
実
に
、
そ
し
て
一
回
き

り
起
こ
っ
た
と
す
る
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
ほ
か
に
も
様
々
な
自
然
宗
教
の
形
を
借
り
て
い
ま

す
。
ク
リ
ス
マ
ス
に
樅
の
木
に
飾
り
付
け
を
す
る
の
も
、
ゲ
ル
マ
ン
の
樹
木
信
仰
の
名
残
り
で
あ
る
と
よ
く
言
わ



−80−

れ
ま
す
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
れ
ら
の
自
然
宗
教
を
成
就
し
た
の
で
す
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
（Thom

as 

Aquinas　

c.1225-74

）
が
言
う
よ
う
に
「
恩
寵
は
自
然
を
破
壊
せ
ず
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
完
成
す
る
（Gratia 

naturam
 non tollit, sed perficit

）
」
の
で
す
。

　

イ
エ
ス
様
の
誕
生
は
い
つ
の
季
節
で
あ
っ
て
も
喜
び
で
す
。
し
か
し
冬
の
日
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
世
界
の
再
生

と
い
う
本
能
的
な
喜
び
も
重
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
せ
世
界
は
消
滅
す
る
な
ん
て
い
わ
れ
て
も
、
教
義
を
さ
か
の

ぼ
れ
ば
、
イ
エ
ス
様
の
誕
生
ゆ
え
に
世
界
の
再
生
を
喜
ぶ
根
拠
が
き
ち
ん
と
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
果
て
し

な
い
神
の
愛
、
恩
寵
に
感
謝
で
す
。
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タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
目
標
）
を
外
す
な
！

大
学
宗
教
主
任　

原　

田　

浩　

司

フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
第
三
章
一
三
～
一
四
節

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
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
。

二
〇
一
八
年
最
初
の
大
学
礼
拝
で
す
。
今
年
は
、
韓
国
の
平
昌
で
行
わ
れ
る
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
ロ
シ
ア
で

開
催
さ
れ
る
サ
ッ
カ
ー
Ｗ
杯
な
ど
、
四
年
に
一
度
の
世
界
的
な
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
お
正
月

の
期
間
に
は
、
実
業
団
駅
伝
や
箱
根
駅
伝
、
特
に
箱
根
駅
伝
で
は
本
学
の
定
期
戦
の
ラ
イ
バ
ル
校
の
青
山
学
院
大

学
が
総
合
四
連
覇
を
達
成
し
た
こ
と
も
、皆
さ
ん
ご
存
知
で
し
ょ
う
。ま
た
高
校
・
大
学
の
日
本
一
を
決
め
る
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
、
ラ
グ
ビ
ー
、
サ
ッ
カ
ー
の
全
国
大
会
も
年
始
の
期
間
の
風
物
詩
で
す
。
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
も
年
始
の
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休
み
の
間
に
プ
ロ
・
ア
マ
問
わ
ず
、
ス
ポ
ー
ツ
の
中
継
の
二
つ
三
つ
は
見
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
今
日
の
聖
書
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
話
題
で
賑
や
か
な
こ
の
時
期
、
新
年
の
最
初
の
大
学
礼
拝
に
相
応
し

い
箇
所
だ
と
思
い
ま
す
。
全
国
大
会
で
優
勝
す
る
と
い
っ
た
経
験
を
し
た
こ
と
の
あ
る
人
は
ご
く
一
部
で
す
。
優

勝
の
陰
に
は
、
目
標
に
向
か
っ
て
ひ
た
す
ら
懸
命
に
走
り
続
け
た
、
見
え
な
い
努
力
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
か
、
と

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
る
ぞ
！
」 

と
い
う
子
供
の
こ
ろ
か
ら
の
目
標
に
向
か
っ
て
頑
張
り
続

け
た
ア
ス
リ
ー
ト
も
い
れ
ば
、
同
じ
目
標
を
掲
げ
て
努
力
し
た
け
れ
ど
も
出
場
が
叶
わ
な
か
っ
た
ア
ス
リ
ー
ト
も

い
ま
す
。
日
本
代
表
の
座
を
つ
か
む
こ
と
や
勝
利
を
収
め
る
こ
と
。
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
の
が
、
彼
ら
が
ぶ
れ
ず

に
掲
げ
続
け
た
「
目
標
」
で
し
た
。

そ
こ
で
、
今
度
は
自
分
た
ち
自
身
の
こ
と
と
し
て
、
二
〇
一
八
年
を
迎
え
た
今
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
目
標
」

が
何
か
を
、今
一
度
確
認
す
る
時
が
大
学
礼
拝
の
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、学
生
の
皆
さ
ん
に
限
ら
ず
、

誰
に
と
っ
て
も
、
今
、
自
分
に
目
標
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
決
し
て
小
さ
な
こ
と
で
あ
り
ま
せ
ん
。
土
樋
キ
ャ
ン

パ
ス
に
は
三
～
四
年
生
ば
か
り
で
す
か
ら
、
特
に
卒
業
を
控
え
て
い
る
四
年
生
や
、
今
春
か
ら
い
よ
い
よ
就
職
活

動
が
本
格
化
す
る
の
で
身
を
引
き
締
め
て
い
る
三
年
生
な
ど
、
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
、
自
分
が
今
ど
ん
な

課
題
や
目
標
を
見
据
え
て
い
る
の
か
、
見
据
え
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
の
時
期
特
有
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を

感
じ
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
大
学
生
生
活
の
後
半
期
・
終
末
期
特
有
の
、
今
こ
の
時
期
な
ら
で
は
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の
目
標
設
定
も
そ
う
で
す
が
、
人
生
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
で
、
自
分
が
ど
う
い
う
人
生
を
送
っ
て
い
く
の
か
、
自

分
は
ど
の
よ
う
な
大
人
に
な
り
た
い
か
、社
会
人
に
な
り
た
い
の
か
、ど
の
よ
う
な
私
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
も
真
剣
に
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
も
ま
た
皆
さ
ん
の
将
来
の
「
目
標
」
で
あ
る
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
聖
書
は
こ
の
「
目
標
」
に
つ
い
て
、
と
て
も
印
象
深
い
ギ
リ
シ
ア
語
で
表
現
し
ま
す
。
聖
書
に
記
さ
れ

る
人
間
の
罪
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
で
は
代
表
的
な
概
念
で
あ
る
「
罪
」。
し
か
し
、
概
念
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
で

な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
本
性
に
具
体
的
に
具
わ
る
罪
。
こ
の
「
罪
」
の
こ
と
を
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
「
ハ
マ
ル
テ
ィ

ア
」
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
ま
す
。「
ハ
マ
ル
テ
ィ
ア
」
と
い
う
言
葉
を
「
罪
」
と
日
本
語
に
訳
し
て
い
る
の
で
す

が
、「
ハ
マ
ル
テ
ィ
ア
」
と
い
う
言
葉
の
も
と
も
と
の
意
味
は
「
的
外
れ
」
で
す
。「
標
的
を
外
す
、
見
失
う
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
見
据
え
る「
目
標
」を
完
全
に
見
失
っ
た
状
態
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
聖
書
が
示
し
て
い
る
の
は
、

人
間
が
外
し
て
し
ま
っ
た
こ
の
標
的
は
何
か
、
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
目
標
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
聖
書

は
そ
れ
が
「
神
」
で
あ
る
、と
い
う
の
で
す
。
神
と
い
う
見
据
え
る
べ
き
標
的
を
無
視
す
る
こ
と
、見
失
う
こ
と
を
、

聖
書
は
「
罪
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。

改
め
て
、
今
朝
の
パ
ウ
ロ
の
手
紙
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。「
な
す
べ
き
こ
と
は
た
だ
一
つ
、･･･

目

標
を
目
指
し
て
ひ
た
す
ら
走
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
目
標
を
見
据
え
る
こ
と
の
大
切
さ
が
語
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
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は
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
人
間
と
し
て
成
長
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
同
時

に
、「
神
を
見
失
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
人
生
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
課
題
を
示
し
て
い
る
と
言
え

ま
す
。私
は
私
ら
し
く
生
き
た
い
。そ
し
て
、自
分
が
成
り
た
い
自
分
に
成
れ
た
ら
、と
て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

け
れ
ど
も
、
人
生
に
は
成
功
も
あ
れ
ば
失
敗
も
あ
り
ま
す
。
勝
利
も
あ
れ
ば
敗
北
も
あ
り
ま
す
。
合
格
も
あ
れ
ば

不
合
格
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
皆
さ
ん
に
と
っ
て
の
、
こ
の
二
〇
一
八
年
の
一
年
で
し
ょ
う
。
自
分
は
何
の
た
め

に
生
き
る
の
か
、
本
当
の
自
分
を
見
出
す
、
そ
し
て
そ
の
自
分
を
見
失
わ
ず
に
、
そ
の
自
分
の
目
標
を
見
失
わ
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
聖
書
は
さ
ら
に
「
神
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
伝
え
ま
す
。

皆
さ
ん
は
、
お
そ
ら
く
自
分
が
考
え
て
い
る
以
上
に
尊
い
存
在
で
す
。
あ
な
た
は
か
け
が
え
の
な
い
、
大
切
な

存
在
で
す
。
あ
な
た
に
か
け
が
え
の
な
い
命
を
与
え
、
唯
一
無
二
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
与
え
て
い
る
の
は
、
他

な
ら
な
い
神
で
す
。
皆
さ
ん
に
は
、
今
年
も
、
あ
れ
も
こ
れ
も
と
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

す
が
「
な
す
べ
き
こ
と
は
た
だ
一
つ
」、
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
で
す
。
聖
書
は
、
そ
の
大
事
な
「
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
」
を

伝
え
て
い
ま
す
。
あ
れ
も
こ
れ
も
、
で
は
な
く
、
た
だ
一
つ
。
か
け
が
え
の
な
い
た
だ
一
人
の
「
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
」

の
皆
さ
ん
。
ど
う
か
、
自
分
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
神
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
こ
の
二
〇
一
八
年
も
、
皆
さ
ん
に

と
っ
て
、
意
義
の
あ
る
一
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
若
者
ら
し
く
、
前
に
全
身
を
向
け
、
あ
な
た
ら
し
い
オ
ン
リ
ー

ワ
ン
の
目
標
に
向
か
っ
て
、
今
を
精
一
杯
走
っ
て
、
青
春
し
て
く
だ
さ
い
！
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聖
書
と
サ
イ
バ
ー
パ
ン
ク

大
学
宗
教
主
任　

藤　

原　

佐
和
子

ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
第
十
二
章
十
一
節

11
怠お
こ
たら
ず
励は
げ

み
、
霊れ
い

に
燃も

え
て
、
主し
ゅ

に
仕つ
か

え
な
さ
い
。

皆
さ
ん
に
と
っ
て
「
大
学
」
と
は
、
未
知
な
る
世
界
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
世
界
と
い
う
の
は
い
つ

で
も
刺
激
的
で
冒
険
的
で
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
色
々
な
こ
と
と
出
会
う
場
所
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
私

た
ち
は
日
々
、
新
し
く
作
り
変
え
ら
れ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
想
像
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
け
れ
ど
、
む
し
ろ
、
大
学
生
活
で
沢
山
の
未
知
な
る
も
の
と
遭
遇
し
て
い
く
こ
と
そ
の
も
の
が
、
皆
さ
ん
の
世

界
を
今
ま
さ
に
新
た
に
構
築
し
て
い
る
、
更
新
し
て
い
る
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
る
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
大
小
様
々
な
変
化
に
対
し
て
い
か
に
オ
ー
プ
ン
で
い
ら
れ
る
か
が
、
私
た
ち
の
大
学
生
活
を
学
び
と
喜
び

の
多
い
も
の
に
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
わ
け
で
、今
日
の
テ
ー
マ
は「
学
ぶ
と
い
う
こ
と
」
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の
意
味
で
す
。

こ
の
春
、
公
開
さ
れ
た
米
国
の
映
画
に
「
ゴ
ー
ス
ト
・
イ
ン
・
ザ
・
シ
ェ
ル
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本

の
漫
画
家
士
郎
正
宗
が
Ｓ
Ｆ
の
サ
イ
バ
ー
パ
ン
ク
小
説
の
傑
作
『
ニ
ュ
ー
ロ
マ
ン
サ
ー
』（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ブ
ソ

ン
著
）
か
ら
影
響
を
受
け
て
創
作
し
た
作
品
（
攻
殻
機
動
隊
）
を
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
が
実
写
化
し
た
も
の
で
す
。
そ

の
中
に
「
電
脳
化
」
と
い
う
概
念
が
出
て
き
ま
す
。
人
間
の
脳
に
直
接
、
膨
大
な
数
の
マ
イ
ク
ロ
マ
シ
ン
を
注
入

し
て
神
経
細
胞
と
結
合
、
電
気
信
号
を
や
り
と
り
さ
せ
て
、
脳
と
外
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
直
接
接
続
す
る
技
術

の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
一
言
で
言
え
ば
、
人
間
の
脳
を
直
接
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
ほ
ど
「
ゴ
ー
ス
ト
・
イ
ン
・
ザ
・
シ
ェ
ル
」
と
聞
い
て
、
あ
と
で
調
べ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
方
も
お
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
が
、
も
し
皆
さ
ん
が
「
電
脳
化
」
し
て
い
た
ら
今
、
私
の
話
を
座
っ
て
聞
い
て
下
さ
り
な
が
ら
、
同

時
に
脳
内
で
検
索
で
き
ま
す
。寝
る
時
、ベ
ッ
ド
の
中
に
ス
マ
ホ
を
持
ち
込
ま
な
い
と
眠
れ
な
い
人
も
沢
山
い
ま
す
。

で
も
電
脳
化
し
た
ら
、ス
マ
ホ
は
い
り
ま
せ
ん
。た
だ
、横
に
な
っ
て
目
を
閉
じ
て
、ネ
ッ
ト
の
世
界
に
意
識
ご
と「
ダ

イ
ブ
」
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
皆
さ
ん
だ
っ
た
ら
何
が
し
た
い
で
す
か
。

私
周
り
に
は
、
会
社
か
ら
い
き
な
り
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
で
六
百
点
と
り
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
う
ろ
た
え
て
い
る
人
が

い
ま
す
が
、こ
の
人
は
真
っ
先
に
「
英
語
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
私
が
や
っ
て
み
た
い
の
は
、

脳
内
の
メ
モ
リ
の
容
量
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
増
や
す
こ
と
で
す
。一
回
、勉
強
し
た
こ
と
を
確
実
に
記
憶
で
き
れ
ば
、
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仕
事
が
捗
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
回
話
し
た
だ
け
の
学
生
さ
ん
の
名
前
と
顔
だ
っ
て
、
一
発
記
憶
。
会
議
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
だ
っ
て
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
約
束
だ
っ
て
決
し
て
忘
れ
ま
せ
ん
。

さ
て
、
作
品
世
界
で
は
、
保
護
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
六
歳
か
ら
電
脳
化
で
き
ま
す
。
病
院
の
小
児
電
脳
科
で
手

術
を
受
け
る
と
、
首
の
後
ろ
に
入
出
力
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
が
埋
め
込
ま
れ
ま
す
の
で
、
有
線
で
情
報
を
や
り
と

り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
私
は
大
教
室
で
の
授
業
で
は
ス
ラ
イ
ド
を
使
う
の
で
、
パ
ソ
コ
ン
や
コ
メ
ン
ト
カ
ー

ド
な
ど
を
持
っ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
内
を
移
動
す
る
の
が
し
ん
ど
い
の
で
す
が
、
電
脳
化
し
て
い
れ
ば
、
教
室
に
あ
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
ケ
ー
ブ
ル
を
首
の
後
ろ
に
挿
し
込
む
だ
け
で
い
い
の
で
す
。

そ
ん
な
夢
の
よ
う
な
「
電
脳
化
」
で
す
が
、
弱
点
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
有
線
し
て
、
機
密
デ
ー
タ
を
盗
み
取

る
こ
と
が
可
能
で
す
。
有
線
だ
け
で
は
な
く
て
、
今
話
題
の
身
代
金
要
求
ウ
イ
ル
スW

annaCry

の
元
に
な
っ
た

W
indow

s

の
脆
弱
性
、
通
称
「
エ
タ
ー
ナ
ル
ブ
ル
ー
」（
か
っ
こ
い
い
名
前
で
す
ね
）
を
ア
メ
リ
カ
国
防
総
省
Ｎ

Ｓ
Ａ
か
ら
盗
み
出
し
た
ハ
ッ
カ
ー
集
団
「
シ
ャ
ド
ー
ブ
ロ
ー
カ
ー
ズ
」
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
高
度
な
ハ
ッ
キ
ン

グ
技
術
を
駆
使
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
電
脳
が
知
ら
な
い
う
ち
に
ハ
ッ
キ
ン
グ
さ
れ
て
、
勝
手
に
中
身
を
閲
覧
さ
れ

た
り
、
情
報
が
書
き
換
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
う
る
の
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
電
脳
化
さ
れ
て
い
な
い
私
た
ち
は
、
い
く
ら
日
々
ネ
ッ
ト
に
侵
食
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

そ
れ
で
も
ま
だ
「
自
由
」
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
心
や
脳
の
中
の
情
報
は
、
私
た
ち
だ
け
の
も
の
で
す
。
思
想
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や
信
条
も
、
私
た
ち
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
誰
か
ら
も
勝
手
に
盗
ま
れ
た
り
、
不
当
に
書
き
換
え
ら
れ
た
り
し

ま
せ
ん
。
知
識
も
経
験
も
、
私
た
ち
の
も
の
で
す
。

だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
が
「
学
ぶ
」
と
い
う
行
為
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

大
学
に
入
っ
た
の
は
い
い
け
れ
ど
、
今
ひ
と
つ
手
応
え
が
な
い
。
な
ん
と
な
く
日
々
を
過
ご
し
て
し
ま
う
と
い
う

声
も
聞
か
れ
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
は
、「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
疑
い
た
く
も
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
に
対
し
て
、私
自
身
は
「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
を
根
本
的
に
良
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
、正
直
な
と
こ
ろ
、

学
ぶ
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
懐
疑
的
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
現
時
点
で
は
、
私
に
は

二
つ
の
答
え
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
社
会
人
の
視
点
か
ら
の
ざ
っ
く
り
し
た
答
え
、
も
う
一
つ
は
、
今
日
の
聖

書
箇
所
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
視
点
か
ら
の
は
っ
き
り
し
た
答
え
で
す
。

ま
ず
、
ざ
っ
く
り
し
た
答
え
の
方
で
す
が
、
私
た
ち
が
学
ぶ
の
は
、
私
た
ち
が
他
人
に
簡
単
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

さ
れ
た
り
、
意
に
反
し
て
支
配
さ
れ
た
り
、
不
当
に
利
用
さ
れ
た
り
、
搾
取
さ
れ
な
い
た
め
で
す
。
私
た
ち
の
心

や
体
は
、
私
た
ち
の
も
の
で
す
。
自
分
と
い
う
存
在
の
自
由
、
自
治
、
自
立
を
守
る
た
め
に
、
教
養
や
知
識
、
批

判
的
に
考
え
る
力
、
絶
え
ず
学
ん
で
い
く
姿
勢
が
必
要
な
の
で
す
。

次
に
は
っ
き
り
し
た
答
え
の
方
で
す
が
、
聖
書
に
「
怠
ら
ず
に
励
み
、
霊
に
燃
え
て
、
主
に
仕
え
な
さ
い
」
と

あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
が
学
ぶ
意
味
は
「
主
に
仕
え
る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
主
と
か
神
と
い
う
言
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葉
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
、「
人
」
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。
人
は
神
の
作
品
で
す
か
ら
、
人
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
、

神
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
人
に
仕
え
る
こ
と
な
し
に
、
神
に
仕
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の

で
す
。
私
た
ち
が
学
ぶ
の
は
、「
他
者
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
」
で
す
。

面
白
い
こ
と
に
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
的
な
考
え
方
で
は
、
私
た
ち
が
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
己
を
よ
り
高
め
よ
う
と

す
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
、
己
を
よ
り
低
く
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
な
の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
、
私
た
ち
の
心
や
体

は
ま
ず
「
私
た
ち
の
も
の
だ
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
的
な
考
え
で
は
、
私
た
ち
の
存
在
は
、
究
極

的
に
は
神
に
帰
属
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
、
単
に
「
私
」
と
い
う
人
間
の
自
己
実
現
で
あ

る
よ
り
も
、
何
ら
か
の
使
命
の
た
め
に
神
か
ら
一
時
的
に
お
預
か
り
し
て
い
る
「
私
」
と
い
う
存
在
を
、
よ
り
良

く
用
い
よ
う
と
す
る
信
仰
の
発
露
、
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

私
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
育
っ
た
教
会
で
は
、「
喜
び
仕
え
る
霊
を
与
え
て
、
私
を
支
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
詩
篇

の
一
節
を
旋
律
に
の
せ
て
唱
え
ま
す
。
喜
ん
で
お
仕
え
で
き
る
私
に
な
り
た
い
。
で
も
、
自
力
で
は
そ
う
な
れ
ま

せ
ん
。
な
の
で
、
喜
ん
で
お
仕
え
で
き
る
者
に
な
れ
る
よ
う
に
、
私
を
日
々
新
し
く
変
え
て
く
だ
さ
い
と
神
様
に

祈
り
ま
す
。

大
学
で
学
ぶ
こ
と
の
意
味
は
、
実
際
に
は
も
っ
と
色
々
あ
る
と
思
い
ま
す
。
お
ひ
と
り
お
ひ
と
り
が
じ
っ
く
り

見
つ
け
て
い
け
る
は
ず
で
す
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
的
な
考
え
方
で
は
「
仕
え
る
た
め
」
だ
と
い
う
こ
と
も
、
皆
さ
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ん
に
と
っ
て
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
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模
範
と
す
べ
き
方

大
学
宗
教
主
任　

吉　

田　
　
　

新

ペ
ト
ロ
の
手
紙
一
　
第
一
章
一
三
～
一
六
節

13
だ
か
ら
、
い
つ
で
も
心
こ
こ
ろ
を
引ひ

き
締し

め
、
身み

を
慎
つ
つ
し
ん
で
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
現
あ
ら
わ
れ
る
と
き
に
与あ
た

え
ら

れ
る
恵め
ぐ

み
を
、
ひ
た
す
ら
待ま

ち
望の
ぞ

み
な
さ
い
。
無む

知ち

で
あ
っ
た
こ
ろ
の
欲よ
く

望ぼ
う

に
引ひ

き
ず
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

従じ
ゅ
う

順じ
ゅ
んな
子こ

と
な
り
、
召め

し
出だ

し
て
く
だ
さ
っ
た
聖せ
い

な
る
方か
た

に
倣な
ら

っ
て
、
あ
な
た
が
た
自じ

身し
ん

も
生せ
い

活か
つ

の
す
べ

て
の
面め
ん

で
聖せ
い

な
る
者も
の

と
な
り
な
さ
い
。
16
「
あ
な
た
が
た
は
聖せ
い

な
る
者も
の

と
な
れ
。
わ
た
し
は
聖せ
い

な
る
者も
の

だ

か
ら
で
あ
る
」
と
書か

い
て
あ
る
か
ら
で
す
。

サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
見
て
い
ま
す
と
、
ピ
ッ
チ
を
走
り
回
る
選
手
た
ち
と
共
に
審
判
員
の
動
き
も
視
界
に
入
り

ま
す
。
審
判
員
は
公
平
さ
を
重
視
し
、
時
に
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
す
る
選
手
を
な
だ
め
、
試
合
の
秩
序
を
保
つ
た
め
に

大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
勝
つ
か
負
け
る
か
の
勝
負
に
全
力
で
望
む
選
手
た
ち
の
な
か
で
、
彼
、
彼
女
ら
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と
共
に
走
り
つ
つ
も
距
離
を
持
っ
て
客
観
視
す
る
審
判
は
、
い
か
な
る
時
も
冷
静
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
、
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
な
ど
の
国
際
試
合
を
ジ
ャ
ッ
チ
す
る

審
判
員
に
は
複
数
の
能
力
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
ま
ず
「
走
力
」
で
す
。
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
の
主
審
は
、
一
試
合

あ
た
り
約
一
一
か
ら
一
三
キ
ロ
の
距
離
を
走
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
試
合
を
す
る
選
手
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
距

離
で
す
。
次
に
語
学
力
で
す
。
国
際
試
合
の
場
合
、
英
語
だ
け
で
は
な
く
対
戦
す
る
両
国
の
言
葉
も
頭
に
入
れ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
白
熱
す
る
選
手
を
落
ち
着
か
せ
、
な
ご
ま
せ
る
言
葉
を
審
判
は
特
に
覚
え
る
そ
う
で
す
。
さ

ら
に
大
切
な
の
は
、
正
し
い
ジ
ャ
ッ
チ
を
下
す
た
め
に
常
に
プ
レ
ー
の
近
く
に
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ボ
ー
ル

を
追
い
か
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
選
手
と
同
じ
よ
う
に
試
合
の
流
れ
を
予
測
す
る
力
、
つ
ま
り
先
を
読
む
力
も
求

め
ら
れ
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
時
の
人
間
力
も
審
判
に
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
先
程
、
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、

審
判
は
常
に
冷
静
で
、
安
心
で
き
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
白
熱
す
る
選
手
た
ち
は
審
判
の
姿
を

見
て
、
自
身
の
冷
静
さ
を
取
り
戻
せ
ま
す
。
審
判
員
は
選
手
た
ち
に
模
範
を
示
す
存
在
で
あ
り
、
選
手
た
ち
は
審

判
員
に
倣
っ
て
無
事
に
プ
レ
ー
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

サ
ッ
カ
ー
の
試
合
に
お
け
る
選
手
と
審
判
員
の
関
係
か
ら
、
先
ほ
ど
、
皆
さ
ん
と
共
に
読
み
し
ま
し
た
聖
書
の

箇
所
を
理
解
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
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本
日
の
聖
書
個
所
の
一
五
節
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
召
し
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
聖
な
る
方
に
倣
っ

て
、
あ
な
た
が
た
自
身
も
生
活
の
す
べ
て
の
面
で
聖
な
る
者
と
な
り
な
さ
い
。」

皆
さ
ん
に
は
こ
の
人
の
姿
に
倣
っ
て
、
自
分
は
生
き
て
い
る
と
い
う
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
ご
両
親
、

ま
た
は
大
学
や
高
校
の
先
生
方
、
友
達
、
先
輩
、
恋
人
、
ま
た
は
バ
イ
ト
先
の
店
長
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
が
冷

静
さ
を
失
っ
た
時
、
私
た
ち
に
は
模
範
と
す
べ
き
存
在
が
い
る
こ
と
を
聖
書
は
伝
え
ま
す
。「
聖
な
る
方
」、
つ
ま

り
神
が
私
た
ち
の
模
範
と
す
べ
き
存
在
で
す
。

で
は
、「
聖
な
る
方
」「
聖
な
る
者
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。「
聖
な
る
」
と
は
世
俗
的
な
も
の
か
ら
「
切
り
離
す
」

「
分
離
す
る
」
と
い
う
意
味
が
根
本
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
聖
な
る
方
」「
聖
な
る
も
の
」
と
は
他
の
も

の
と
は
分
け
ら
れ
た
、
違
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
生
活
の
す
べ
て
の
面
で
聖
な
る
も
の
」「
あ
ら
ゆ

る
行
い
、
振
舞
い
で
聖
な
る
も
の
」
に
な
る
と
は
、「
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
生
活
、
行
い
、
振
舞
い
を
す
る
、
そ

の
よ
う
な
生
き
方
を
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
と
は
違
う
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
箇
所
の
冒
頭
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
心
を
引

き
締
め
、
身
を
慎
み
」、「
無
知
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
欲
望
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
な
い
」
生
き
方
で
す
。「
身
を
慎
み
」

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
原
文
か
ら
直
訳
し
ま
す
と
「
し
ら
ふ
で
い
る
」「
酒
に
酔
っ
た
状
態
で
は
な
い
」
と
い
う

意
味
で
す
。
こ
こ
か
ら
転
じ
て
「
ま
じ
め
」「
勤
勉
」
と
い
う
意
味
に
も
受
け
取
れ
ま
す
。
こ
の
箇
所
は
単
に
酒
に
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酔
う
な
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
比
喩
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
周
囲
の
状
況
に
飲

み
こ
ま
れ
ず
、
一
人
、
目
覚
め
て
い
な
さ
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
に
と
て
も
印
象
的
な
言
葉
が

あ
り
ま
す
。「
心
を
引
き
締
め
」
で
す
。
直
訳
し
ま
す
と
「
あ
な
た
が
た
の
心
の
腰
に
帯
を
締
め
」
な
さ
い
で
す
。

だ
ら
だ
ら
し
た
姿
勢
で
は
な
く
、
背
筋
を
正
し
て
い
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

聖
書
を
教
育
の
中
心
に
置
く
東
北
学
院
で
学
ぶ
私
た
ち
は
、
聖
な
る
も
の
に
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で

と
は
違
っ
た
生
き
方
を
送
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
。
ま
ず
、身
を
慎
む
こ
と
。

つ
ま
り
、
し
ら
ふ
で
い
る
、
周
囲
の
状
況
に
飲
み
こ
ま
れ
ず
、
一
人
、
目
覚
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
心
の
腰
に
帯

を
締
め
る
こ
と
。
背
筋
を
伸
ば
し
、
生
活
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
言
い
ま
す
と
、
私
が
最
初
に
述

べ
ま
し
た
サ
ッ
カ
ー
の
審
判
の
よ
う
な
存
在
に
思
え
て
き
ま
す
ね
。

ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
し
た
選
手
が
審
判
を
見
て
、
冷
静
さ
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
な
か
で
、

大
小
の
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
落
ち
込
ん
だ
り
、
冷
静
さ
を
失
っ
た
り
、
怒
り
に
身
を
任
せ
た
時
、
私
た
ち
と
共
に

動
き
、
一
緒
に
走
り
、
私
た
ち
の
生
き
方
を
よ
く
観
察
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
に
倣
っ
て
生
き
る
こ
と
を
学
ん

で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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神
の
前
に
豊
か
に
な
る
生
き
方
と
は

総
合
人
文
学
科
長
　
出　

村　

み
や
子

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
　
第
十
二
章
一
三
～
二
一
節
　

13
群ぐ
ん

衆し
ゅ
うの
一ひ
と

人り

が
言い

っ
た
。「
先せ
ん

生せ
い

、
わ
た
し
に
も
遺い

産さ
ん

を
分わ

け
て
く
れ
る
よ
う
に
兄
き
ょ
う

弟だ
い

に
言い

っ
て
く
だ

さ
い
。」
14
イ
エ
ス
は
そ
の
人ひ
と

に
言い

わ
れ
た
。「
だ
れ
が
わ
た
し
を
、
あ
な
た
が
た
の
裁さ
い

判ば
ん

官か
ん

や
調
ち
ょ
う

停て
い

人に
ん

に

任に
ん

命め
い

し
た
の
か
。」
15
そ
し
て
、
一い
ち

同ど
う

に
言い

わ
れ
た
。「
ど
ん
な
貪ど
ん

欲よ
く

に
も
注
ち
ゅ
う

意い

を
払は
ら

い
、
用よ
う

心じ
ん

し
な
さ
い
。

有あ

り
余あ
ま

る
ほ
ど
物も
の

を
持も

っ
て
い
て
も
、
人ひ
と

の
命
い
の
ち
は
財ざ
い

産さ
ん

に
よ
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。」 

16
そ
れ
か
ら
、
イ
エ
ス
は
た
と
え
を
話は

な

さ
れ
た
。「
あ
る
金か

ね

持も

ち
の
畑

は
た
け

が
豊ほ

う

作さ
く

だ
っ
た
。
金か

ね

持も

ち
は
、

『
作さ
く

物も
つ

を
し
ま
っ
て
お
く
場ば

所し
ょ

が
な
い
』
と
思お
も

い
巡め
ぐ

ら
し
た
が
、
18
や
が
て
言い

っ
た
。『
こ
う
し
よ
う
。
倉く
ら

を
壊こ
わ

し
て
、
も
っ
と
大お
お

き
い
の
を
建た

て
、
そ
こ
に
穀こ
く

物も
つ

や
財ざ
い

産さ
ん

を
み
な
し
ま
い
、
19
こ
う
自じ

分ぶ
ん

に
言い

っ
て

や
る
の
だ
。「
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
先さ
き

何な
ん

年ね
ん

も
生い

き
て
行い

く
だ
け
の
蓄
た
く
わ
え
が
で
き
た
ぞ
。
ひ
と
休や
す

み
し
て
、
食た

べ
た
り
飲の

ん
だ
り
し
て
楽た
の

し
め
」
と
。』
20
し
か
し
神か
み

は
、『
愚お
ろ

か
な
者も
の

よ
、
今こ
ん

夜や

、
お
前ま
え

の
命
い
の
ち
は
取と

り
上あ
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げ
ら
れ
る
。
お
前ま
え

が
用よ
う

意い

し
た
物も
の

は
、
い
っ
た
い
だ
れ
の
も
の
に
な
る
の
か
』
と
言い

わ
れ
た
。
21
自じ

分ぶ
ん

の

た
め
に
富と
み

を
積つ

ん
で
も
、
神か
み

の
前ま
え

に
豊ゆ
た

か
に
な
ら
な
い
者も
の

は
こ
の
と
お
り
だ
。」

勉
強
に
読
書
に
ス
ポ
ー
ツ
に
、
絶
好
の
秋
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
本
日
お
読
み
し
た
聖
書
の
箇
所
は
、
福
音

書
に
数
多
く
記
さ
れ
た
主
イ
エ
ス
の
語
ら
れ
た
譬
え
話
の
ひ
と
つ
で
、
学
生
時
代
に
大
学
礼
拝
で
初
め
て
耳
に
し

た
時
に
大
変
印
象
深
く
聞
い
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
譬
え
は
、
群
衆
の
一
人
が
イ
エ
ス
に
対
し
、
い
わ
ば

兄
弟
間
の
遺
産
相
続
を
め
ぐ
る
争
い
を
調
停
し
て
欲
し
い
と
求
め
た
の
に
対
し
、
イ
エ
ス
が
い
っ
た
ん
こ
れ
を
退

け
ら
れ
た
後
に
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
譬
え
で
す
。
あ
る
金
持
ち
の
畑
が
豊
作
で
、
そ
れ
ら

の
収
穫
物
を
し
ま
う
場
所
が
な
い
ほ
ど
の
沢
山
の
収
穫
を
得
た
の
で
、
今
よ
り
も
っ
と
大
き
な
蔵
に
建
て
替
え
、

今
後
は
仕
事
を
休
み
に
し
て
飲
み
食
い
し
、
楽
し
も
う
と
言
っ
た
。
こ
の
金
持
ち
に
対
し
て
神
は
、「
愚
か
な
者
よ
、

今
夜
、
お
前
の
命
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
お
前
が
用
意
し
た
者
は
、
い
っ
た
い
誰
の
も
の
に
な
る
の
か
」
と
告
げ

た
と
い
う
話
で
す
。
皆
さ
ん
は
主
イ
エ
ス
の
語
ら
れ
た
こ
の
譬
え
話
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
ら
れ
た
で
し
ょ

う
か
。

主
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
こ
の
譬
え
話
が
語
ら
れ
た
当
の
依
頼
者
は
、
果
た
し
て
貪
欲
な
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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聖
書
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
こ
の
人
は
、
兄
弟
に
遺
産
を
独
り
占
め
さ
れ
て
し
ま
い
、
気
の
毒

な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
な
ぜ
イ
エ
ス
が
こ
の
人
の
依
頼
を
退
け
た
の
か
、
疑
問
に
思

う
方
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
こ
の
短
い
譬
え
話
が
、
一
五
節
の
「
ど
ん
な
貪
欲
に
も
注
意
を
払
い
、

用
心
し
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
と
、
二
一
節
の
「
自
分
の
た
め
に
富
を
積
ん
で
も
、
神
の
前
に
豊
か
に
な
ら
な
い

者
は
こ
の
と
お
り
だ
」
と
い
う
主
イ
エ
ス
に
よ
る
貪
欲
に
対
す
る
二
つ
の
言
葉
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
さ

ら
に
こ
れ
ら
の
警
告
と
譬
え
が
調
停
を
依
頼
し
た
当
人
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
一
同
に
対
し
て
も

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

結
局
主
イ
エ
ス
は
、
こ
の
依
頼
者
の
求
め
に
応
じ
て
遺
産
相
続
の
調
停
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

こ
の
箇
所
か
ら
私
た
ち
は
、
こ
の
世
の
富
と
関
わ
る
際
に
留
意
す
べ
き
点
が
永
遠
の
地
平
か
ら
、
い
わ
ば
問
い
と

し
て
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
二
〇
節
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
神
は
「
愚
か
な
者
よ
、
今
夜
、

お
前
の
命
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
お
前
が
用
意
し
た
物
は
、
い
っ
た
い
誰
の
も
の
に
な
る
の
か
」
と
問
い
か
け
て

い
ま
す
。
こ
の
神
の
問
い
か
け
を
聞
い
て
は
っ
と
し
た
人
は
、
昔
も
今
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の

問
い
は
永
遠
の
地
平
か
ら
、
私
た
ち
が
日
頃
重
大
に
深
刻
に
考
え
て
い
る
こ
の
世
の
様
々
な
営
み
や
価
値
が
、
人

間
の
思
い
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
の
無
い
、
命
の
有
限
さ
と
い
う
厳
粛
な
定
め
の
前
に
、
突
如
と
し
て
色
あ
せ
て
し

ま
う
ほ
ど
の
衝
撃
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。



−98−

こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
現
代
日
本
の
文
脈
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
富
と
の
適
切
な
関
わ
り
方

が
欠
如
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
神
の
似
像
（im

ago D
ei

）
と
し
て
創
造
さ
れ
た
人
と
し
て
の
尊
厳
あ
る
生
き
方
が
見

失
わ
れ
て
し
ま
う
の
み
な
ら
ず
、
人
と
人
と
の
関
係
も
崩
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
世
界
的

規
模
で
現
在
進
行
し
て
い
る
途
上
国
の
貧
困
と
飢
餓
の
問
題
は
、
一
部
の
先
進
国
に
よ
る
富
の
独
占
と
思
い
や
り

の
無
さ
が
原
因
で
す
。
ま
た
今
日
で
は
、金
銭
欲
の
犠
牲
と
な
っ
て
職
を
失
い
、家
庭
崩
壊
を
招
い
て
し
ま
う
人
や
、

他
者
の
財
産
や
、
あ
る
い
は
人
命
す
ら
奪
っ
て
し
ま
う
事
件
は
絶
え
な
い
の
で
す
。

こ
こ
で
旧
約
聖
書
の
有
名
な
族
長
物
語
に
含
ま
れ
た
ヨ
セ
フ
の
物
語
（
創
世
記
三
七
―
五
〇
章
）
に
触
れ
た
い

と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
学
の
授
業
で
お
聞
き
に
な
っ
た
学
生
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ル
カ
福
音
書
の

譬
え
話
の
愚
か
な
金
持
ち
と
は
違
い
、
ヨ
セ
フ
も
豊
作
の
時
に
巨
大
な
倉
庫
を
建
て
ま
す
が
、
そ
れ
を
人
々
の
命

の
危
機
を
救
う
こ
と
に
役
立
て
た
人
物
と
し
て
、
ま
た
過
去
に
憎
み
合
っ
た
兄
弟
た
ち
と
の
和
解
を
果
た
し
た
人

物
と
し
て
旧
約
聖
書
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
さ
な
こ
ろ
か
ら
自
分
の
夢
解
き
の
才
能
を
自
慢
に
し
て
い
た
ヨ
セ

フ
は
、
と
う
と
う
お
兄
さ
ん
た
ち
の
妬
み
を
受
け
て
エ
ジ
プ
ト
行
き
の
商
隊
に
売
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し

ヨ
セ
フ
は
自
ら
の
夢
占
い
の
才
能
を
活
用
し
て
た
く
ま
し
く
エ
ジ
プ
ト
社
会
で
生
き
延
び
、
来
た
る
べ
き
飢
饉
の

時
を
予
告
し
て
、
巨
大
な
倉
庫
を
建
て
る
こ
と
を
王
に
進
言
し
て
食
料
を
備
蓄
さ
せ
、
エ
ジ
プ
ト
の
食
糧
長
官
と

し
て
民
の
危
機
を
救
う
の
で
す
。
近
隣
諸
国
か
ら
も
食
料
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
人
々
の
中
に
、
か
つ
て
ヨ
セ
フ



−98−−99−

を
売
り
渡
し
た
兄
た
ち
も
い
ま
し
た
。
ヨ
セ
フ
は
そ
の
兄
た
ち
と
の
数
奇
な
巡
り
合
わ
せ
に
驚
き
な
が
ら
も
、
兄

弟
た
ち
の
危
機
を
救
い
、
兄
た
ち
と
心
か
ら
の
和
解
を
す
る
と
い
う
物
語
で
す
。
過
去
の
ヨ
セ
フ
に
対
す
る
仕
打

ち
を
悔
い
る
兄
た
ち
に
対
し
て
、
ヨ
セ
フ
は
「
あ
な
た
が
た
は
わ
た
し
に
悪
を
た
く
ら
み
ま
し
た
が
、
神
は
そ
れ

を
善
に
変
え
、
多
く
の
民
の
命
を
救
う
た
め
に
、
今
日
の
よ
う
に
し
て
下
さ
っ
た
の
で
す
」
と
優
し
く
語
り
か
け

ま
し
た
。
父
祖
ヨ
セ
フ
は
、
イ
エ
ス
の
譬
え
話
の
金
持
ち
と
は
違
い
、
自
分
の
た
め
に
蔵
を
建
て
た
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
ヨ
セ
フ
は
そ
の
豊
か
な
才
能
を
人
々
の
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
を
徐
々
に
学
ん
で
行
っ

た
人
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
世
と
の
適
切
な
関
わ
り
や
貪
欲
へ
の
警
告
は
、
聖
書
全
体
が
様
々
な
形
で
告
げ
て
い
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
す
。
今
日
お
読
み
し
た
ル
カ
福
音
書
の
テ
ク
ス
ト
の
次
に
続
く
記
事
の
末
尾
に
は
「
擦
り
切
れ
る
こ
と

の
な
い
財
布
を
作
り
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
富
を
天
に
積
み
な
さ
い
。
そ
こ
は
、
盗
人
も
近
寄
ら
ず
、
虫
も
食
い

荒
ら
さ
な
い
。
あ
な
た
が
た
の
富
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
あ
な
た
が
た
の
心
も
あ
る
の
だ
」（
一
二
章
三
三
節
）
と
い

う
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
一
六
章
三
節
に
も
「
あ
な
た
が
た
は
、
神
と
富
と
に
兼
ね
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

い
う
主
イ
エ
ス
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
そ
の
後
の
古
代
地
中
海
世
界
に
お
け
る
様
々
な
禁
欲

主
義
運
動
や
修
道
制
の
成
立
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
五
年
前
の
国
連
の
会
議
で
行
っ
た
演
説
で
「
世
界
一
貧
し
い
大
統
領
」
と
し
て
注
目
を
集
め
、
今
で
は
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質
素
な
農
園
暮
ら
し
を
楽
し
ん
で
い
る
ウ
ル
グ
ア
イ
前
大
統
領
の
ホ
セ
・
ム
ヒ
カ
氏
の
言
葉
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

「
私
が
思
う
貧
し
い
人
と
は
、
限
り
な
い
欲
を
持
ち
、
い
く
ら
あ
っ
て
も
満
足
し
な
い
人
の
こ
と
で
あ
る
」。

ム
ヒ
カ
氏
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
、
人
は
物
を
お
金
で
買
っ
た
気
で
い
る
が
、
実
は
そ
の
金
を
稼
ぐ
た
め

に
費
や
し
た
人
生
と
い
う
時
間
で
買
っ
た
の
だ
。
買
い
物
と
引
き
換
え
に
人
生
の
残
り
時
間
が
目
減
り
す
る
な
ら

元
も
子
も
な
い
。
そ
の
点
で
私
は
質
素
な
だ
け
で
、
貧
し
く
は
な
い
の
だ
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ワ
ー
ク
・
バ
ラ

ン
ス
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
何
の
た
め
の
労
働
か
を
私
た
ち
に
深
く
考
え
さ
せ
る
言
葉
で
す
。

も
う
一
度
ル
カ
福
音
書
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
イ
エ
ス
に
兄
弟
の
遺
産
争
い
の
調
停
を
依
頼
し
た
人
は
、

主
イ
エ
ス
の
こ
の
譬
え
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
後
、
遺
産
を
巡
っ
て
争
い
を
し
て
い

た
兄
弟
と
は
う
ま
く
話
し
合
い
が
つ
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
人
は
主
イ
エ
ス
と
の
一
度
限
り
の
出
会
い
を
通

し
て
、
そ
の
後
に
生
き
方
が
ど
の
よ
う
に
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
秋
の
豊
か
な
収
穫
の
時
を
迎
え

る
た
び
に
、
私
は
こ
の
印
象
的
な
譬
え
話
を
通
じ
て
、
神
の
前
に
豊
か
に
な
る
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
色
々
と

考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
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互
い
に
愛
す
る
と
き
に

経
営
学
部
教
授　

松　

村　

尚　

彦

ヨ
ハ
ネ
の
第
一
の
手
紙
　
第
四
章
十
一
～
十
二
節

11
愛あ
い

す
る
者も
の

た
ち
、
神か
み

が
こ
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
を
愛あ
い

さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
も
互た
が

い
に

愛あ
い

し
合あ

う
べ
き
で
す
。
12
い
ま
だ
か
つ
て
神か
み

を
見み

た
者も
の

は
い
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
が
互た
が

い
に
愛あ
い

し
合あ

う

な
ら
ば
、
神か
み

は
わ
た
し
た
ち
の
内う
ち

に
と
ど
ま
っ
て
く
だ
さ
り
、
神か
み

の
愛あ
い

が
わ
た
し
た
ち
の
内う
ち

で
全
ま
っ
と
う
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。」

先
ほ
ど
お
読
み
し
た
聖
書
の
最
後
の
所
に
は
、
と
て
も
面
白
い
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

「
い
ま
だ
か
つ
て
神
を
見
た
者
は
い
ま
せ
ん
。」

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、「
へ
え
～
、
見
た
こ
と
も
な
い
神
様
を
ど
う
や
っ
て
信
じ
る
の
～
」
と
思
っ
た
方
も
い
る
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
私
自
身
も
神
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
神

様
を
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
、神
様
を
信
じ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、あ
る
い
は
神
様
を
信
じ
た
時
に
、

ど
ん
な
こ
と
が
起
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
例
を
交
え
な
が
ら
お
話
し
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
日
本
語
で
「
信
じ
る
」
と
い
う
と
、一
般
的
に
は
「
目
に
見
え
な
い
、だ
か
ら
良
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
、

心
の
中
で
正
し
い
こ
と
だ
と
思
い
込
む
こ
と
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
新
約
聖
書
に
あ
る
元
の
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
意
味
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
ギ

リ
シ
ャ
語
で
は
、
信
じ
る
と
は
、
日
本
語
で
言
う
「
信
じ
る
」
と
い
う
意
味
に
加
え
て
、「
あ
た
か
も
、
そ
う
で

あ
る
か
の
よ
う
に
や
っ
て
み
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
聖
書
の
文
脈
に
即
し
て
言
い
か

え
れ
ば
、
信
じ
る
と
は
「
あ
た
か
も
、
そ
こ
に
神
の
愛
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て
、
隣
人
に
接
し
て
み
る
こ
と
」

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
に
信
じ
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
つ
ま
り
あ
た
か
も
、
そ
こ
に
神
の

愛
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て
、
人
に
接
し
続
け
て
い
る
と
、
そ
の
相
手
の
人
も
、
あ
た
か
も
そ
こ
に
神
の
愛
が

あ
る
か
の
よ
う
に
私
に
接
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
周
り
に
い
る
多
く
の
人
も
、
そ
の
愛
に
感
化
さ
れ

て
だ
ん
だ
ん
と
変
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
私
た
ち
が
互
い
に
愛
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
愛
と
い
う
素
晴
ら
し

い
恵
み
は
、
ど
ん
ど
ん
増
え
て
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
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も
う
何
年
か
前
の
こ
と
で
す
が
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
ら
、
た
ま
た
ま
そ
ん
な
場
面
に
出
く
わ
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
、
少
し
そ
の
話
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

そ
れ
は
米
国
の
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
で
の
決
勝
戦
で
の
こ
と
で
し
た
。
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
を
勝
ち
残
っ
て
き
た

オ
レ
ゴ
ン
大
学
と
ワ
シ
ン
ト
ン
大
が
、
０
対
０
で
迎
え
た
二
回
表
、
オ
レ
ゴ
ン
大
学
の
ト
ホ
ル
ス
キ
ー
と
い
う
選

手
が
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。

　

ト
ホ
ル
ス
キ
ー
選
手
は
、人
生
初
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
だ
っ
た
た
め
に
、喜
び
勇
ん
で
塁
を
回
り
始
め
た
の
で
す
が
、

あ
ま
り
に
浮
か
れ
て
い
た
た
め
か
、
一
塁
ベ
ー
ス
を
踏
ま
な
い
ま
ま
、
二
塁
に
進
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
に
気
付
い
た
彼
女
は
、
あ
わ
て
て
１
塁
へ
戻
ろ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
、
彼
女
は
、
無
理
に
体
を
捻
っ
て
、

右
足
の
靭
帯
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
場
に
う
ず
く
ま
っ
て
立
て
な
く
な
っ
た
ト
ホ
ル
ス
キ
ー
選
手
に
、
一
塁
コ
ー
チ
が
駆
け
寄
ろ
う
と
し
ま

す
が
、
味
方
の
選
手
の
体
に
触
っ
た
ら
ア
ウ
ト
に
な
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
オ
レ
ゴ
ン
大
学
の
監
督
は
、

あ
わ
て
て
代
走
を
出
そ
う
と
す
る
も
の
の
、
主
審
か
ら
は
「
打
者
自
身
が
ホ
ー
ム
を
踏
め
な
い
場
合
は
、
本
塁
打

で
は
な
く
シ
ン
グ
ル
ヒ
ッ
ト
に
な
る
」
と
注
意
さ
れ
ま
す
。

チ
ー
ム
メ
ー
ト
が
手
助
け
を
し
た
な
ら
、
ホ
ー
ム
ラ
ン
は
取
り
消
さ
れ
て
ア
ウ
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

も
し
監
督
が
ピ
ン
チ
ラ
ン
ナ
ー
を
立
て
た
な
ら
、
ホ
ー
ム
ラ
ン
は
シ
ン
グ
ル
ヒ
ッ
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
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困
惑
の
な
か
で
、
監
督
、
コ
ー
チ
、
審
判
た
ち
が
、
立
ち
往
生
し
な
が
ら
、
時
間
だ
け
が
経
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

そ
の
時
、
対
戦
相
手
の
一
塁
手
で
あ
る
ホ
ル
ト
マ
ン
と
い
う
選
手
が
、
塁
審
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
て
、
こ
ん

な
こ
と
を
言
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

「
あ
の
～
、
彼
女
の
チ
ー
ム
メ
ー
ト
で
は
な
く
、
も
し
私
た
ち
が
、
彼
女
を
運
ん
だ
ら
、
ど
う
な
り
ま
す
か
？
」

こ
の
思
い
が
け
な
い
問
い
に
、
塁
審
は
あ
わ
て
て
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
が
、
対
戦
相
手
の
選
手

が
走
者
を
助
け
る
こ
と
を
禁
じ
る
ル
ー
ル
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
ホ
ル
ト
マ
ン

選
手
は
、
も
う
一
人
の
選
手
と
協
力
し
て
、
ツ
ル
ス
キ
ー
選
手
を
持
ち
上
げ
て
、
各
塁
を
踏
ま
せ
て
あ
げ
な
が
ら
、

一
歩
一
歩
慎
重
に
ゆ
っ
く
り
と
進
み
、
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
ま
で
運
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
時
、
私

が
見
て
い
た
テ
レ
ビ
の
画
面
に
は
、
観
客
が
総
立
ち
で
拍
手
を
し
て
い
る
な
か
、
二
人
の
選
手
に
抱
え
ら
れ
て
、

ツ
ル
ス
キ
ー
選
手
が
ホ
ー
ム
イ
ン
す
る
姿
が
写
し
だ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
は
こ
の
テ
レ
ビ
の
画
面
を
見
て
い
た
と
き
、
私
た
ち
を
超
え
た
も
の
、
何
か
「
善
良
な
る
も
の
」
と
し
か
呼

び
よ
う
の
な
い
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
の
働
き
に
よ
っ
て
、
戦
っ
て
い
た
２
つ
の
チ
ー
ム
の
選
手
た
ち
、
審
判
た
ち
、

そ
し
て
観
客
ま
で
も
が
、結
び
付
け
ら
れ
、一
体
と
な
る
、そ
ん
な
「
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
愛
」
を
経
験
し
て
い
る
、

そ
の
よ
う
に
思
え
て
と
て
も
感
動
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

神
様
と
い
う
と
、
も
し
か
す
る
と
抵
抗
を
感
じ
る
人
が
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
何
か
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私
た
ち
を
超
え
た
「
善
良
な
る
も
の
」
の
働
き
に
よ
っ
て
、
人
々
が
一
体
と
な
っ
て
喜
び
を
分
か
ち
合
う
経
験
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
人
が
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
か
、
い
な
い
か
は
別
と
し
て
、
そ
こ
に
は
、
い
つ
も
神
様

が
お
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
神
様
は
、
何
か
目
に
み
え
る
よ
う
な
姿
か
た
ち
を
も
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
知
識
や
修
行

を
積
ん
で
悟
り
を
得
な
け
れ
ば
神
様
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
私
た
ち
か
ら
遠
く
離
れ
た
存
在

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
で
は
な
く
、
今
日
の
聖
書
の
箇
所
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
神
様
の
本
質
は
愛
で
あ
り
、
私
た
ち
が
身
近
な

人
と
互
い
に
愛
し
合
う
と
き
に
、
神
様
は
そ
こ
に
留
ま
り
、
さ
ら
に
豊
か
に
愛
を
育
て
増
や
し
て
く
だ
さ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
も
、
そ
の
こ
と
を
信
じ
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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誠
の
命
に
あ
ず
か
る
た
め
に

法
学
部
教
授　

横　

田　

尚　

昌

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
　
第
九
章
四
二
節
、
四
九
～
五
〇
節

42
「
わ
た
し
を
信し
ん

じ
る
こ
れ
ら
の
小ち
い

さ
な
者も
の

の
一ひ
と

人り

を
つ
ま
ず
か
せ
る
者も
の

は
、
大お
お

き
な
石い
し

臼う
す

を
首く
び

に
懸か

け

ら
れ
て
、
海う
み

に
投な

げ
込こ

ま
れ
て
し
ま
う
方ほ
う

が
は
る
か
に
よ
い
。  

49
人ひ
と

は
皆み
な

、
火ひ

で
塩し
お

味あ
じ

を
付つ

け
ら
れ
る
。
50
塩し
お

は
良よ

い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
塩し
お

に
塩し
お

気け

が
な
く
な
れ
ば
、

あ
な
た
が
た
は
何な
に

に
よ
っ
て
塩し
お

に
味あ
じ

を
付
け
る
の
か
。
自じ

分ぶ
ん

自じ

身し
ん

の
内う
ち

に
塩し
お

を
持も

ち
な
さ
い
。
そ
し
て
、

互た
が

い
に
平へ
い

和わ

に
過す

ご
し
な
さ
い
。」

い
ま
お
読
み
し
ま
し
た
聖
書
箇
所
の
う
ち
、
ま
ず
着
目
し
た
い
の
は
四
二
節
に
あ
る
「
つ
ま
ず
か
せ
る
」
に
つ

い
て
で
す
。「
つ
ま
ず
く
」
と
い
う
言
葉
は
、
聖
書
に
よ
く
出
て
来
る
重
要
な
言
葉
の
一
つ
で
す
。
そ
れ
は
、
人
を
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つ
ま
ず
か
せ
る
、
人
の
信
仰
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
人
が
神
を
信
じ
て
生
き
て
い
く
の
を
妨
げ
て
し
ま

う
と
い
う
意
味
で
す
。

で
は
、
そ
の
小
さ
な
者
を
つ
ま
ず
か
せ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
に
わ
か
に
は
信

じ
が
た
い
こ
と
で
す
が
、
信
仰
者
の
交
わ
り
の
中
で
起
る
の
で
す
。
信
仰
に
お
い
て
強
い
者
で
あ
り
た
い
と
願
い
、

信
仰
者
の
中
で
人
よ
り
も 

よ
り
大
き
な
者
、
立
派
な
者
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
人
が
、
信
仰
に
自
信
の
な
い

者
、
弱
い
者
、
小
さ
な
者
を
つ
ま
ず
か
せ
て
し
ま
う
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
が
強
い
者
、
大
き
な
者
、
立
派

な
者
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
自
分
の
周
囲
に
、
弱
い
者
、
小
さ
な
者
を
見
出
だ
し
が
ち
だ
か
ら
で
す
。

イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
も
、
そ
う
い
う
過
ち
に
陥
っ
て
い
た
時
が
あ
り
ま
し
た
。
マ
ル
コ
九
・
三
三
～
三
四
に
、「
一

行
は
カ
フ
ァ
ル
ナ
ウ
ム
に
来
た
。
家
に
着
い
て
か
ら
、
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
、『
途
中
で
何
を
議
論
し
て
い
た
の

か
』
と
お
尋
ね
に
な
っ
た
。 

彼
ら
は
黙
っ
て
い
た
。
途
中
で
だ
れ
が
い
ち
ば
ん
偉
い
か
と
議
論
し
合
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
弟
子
た
ち
は
誰
が
一
番
強
い
者
か
、
大
き
い
者
か
、
立
派
な
者
か
と
、
互

い
を
見
て
比
較
し
合
っ
て
い
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
自
分
が
強
く
て
大
き
く
立
派
な
者
で
あ
り
た
い
と
願
う
こ
と
自
体
は
、
人
間
の
当
然
の
欲
求
で
あ
っ

て
責
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
そ
の
願
い
の
達
成
度
を
、
他
人
と
の
比
較
に
お
い
て
確
か
め

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
弟
子
た
ち
は
、
自
分
よ
り
小
さ
な
者
、
弱
い
者
を
見
出
し
て
相
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対
的
に
自
分
は
大
き
く
て
強
い
者
だ
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
点
が
問
題
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の

弟
子
た
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
道
し
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
は
、
小
さ
な
者
、
弱
い
者
を
み
つ
け

て
、
自
分
は
彼
ら
よ
り
も
大
き
く
て
強
い
、
だ
か
ら
彼
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
て
や
っ
て
救
っ
て
あ
げ
る
ん
だ
、

と
考
え
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
上
か
ら
目
線
の
伝
道
を
受
け
た
弱
い
者
、
小
さ
な
者
が
、
つ
ま
ず
い
て

し
ま
う
の
は
必
定
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
残
念
な
こ
と
は
、
弟
子
た
ち
は
、
人
を
つ
ま
ず
か
せ
よ
う
な
ど
と
は
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
思
っ

て
も
い
な
い
点
で
す
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
自
分
が
よ
り
良
い
者
、
よ
り
信
仰
の
深
い
者
と
な
っ
て
、
人
々
に
よ
り

熱
心
に
奉
仕
す
る
者
に
な
ろ
う
と
努
力
し
て
い
た
の
で
す
。
で
も
、
そ
の
姿
勢
が
か
え
っ
て
人
を
つ
ま
ず
か
せ
る

結
果
と
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
信
仰
と
は
、
望
ん
で
い
る
事
柄
を

確
信
し
、
見
え
な
い
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
だ
と
ヘ
ブ
ラ
イ
一
一
・
一
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
尽
き
ま
す
。
信

仰
な
く
し
て
、
不
確
定
な
こ
と
を
確
定
的
に
確
信
す
る
こ
と
な
ど
、
人
間
の
力
だ
け
で
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

だ
か
ら
、
人
は
他
人
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
で
も
っ
て
確
信
し
た
気
持
ち
に
な
ろ
う
と
し
が
ち
な
の
で
す
。

い
ま
述
べ
た
弟
子
た
ち
も
、
お
そ
ら
く
伝
道
に
自
信
が
も
て
な
か
っ
た
、
信
仰
が
ゆ
ら
い
で
い
た
か
ら
こ
そ
互

い
に
比
較
し
合
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
ら
自
身
も
信
仰
に
つ
ま
ず
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
は
一

般
的
に
み
て
も
、
我
々
の
生
活
の
中
で
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
で
す
。
だ
と
し
た
ら
、
私
た
ち
は
ど
う
し
た
ら
よ



−108−−109−

い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
ル
コ
九
・
四
九
は
、「
人
は
皆
、
火
で
塩
味
を
つ
け
ら
れ
た
者
と
し
て

生
き
な
さ
い
」
と
教
え
ま
す
。
ま
た
、
コ
ロ
サ
イ
四
・
六
に
は
、「
い
つ
も
、
塩
で
味
付
け
さ
れ
た
快
い
言
葉
で
語

り
な
さ
い
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
「
快
い
」
と
は
、
原
文
で
は
「
恵
み
に
お
け
る
」
と
い
う
意
味

だ
そ
う
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
塩
で
味
付
け
さ
れ
た
言
葉
と
は
、
神
か
ら
の
恵
み
に
お
け
る
言
葉
と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
神
か
ら
の
恵
み
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
マ
ル
コ
九
・
四
九
の
「
火
」
の
意

味
を
た
ず
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
火
」
と
は
、
自
分
で
は
償
い
得
な
い

重
い
罪
を
犯
し
た
私
た
ち
に
対
す
る
神
の
裁
き
の
火
、
地
獄
の
火
の
こ
と
を
指
す
そ
う
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
本

来
で
あ
れ
ば
私
た
ち
は
こ
の
火
に
よ
っ
て
焼
か
れ
て
し
ま
う
は
ず
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
な
る
前
に

神
は
一
人
子
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
地
上
に
お
遣
し
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
主
イ
エ
ス
は
、
私
た
ち
に
代
っ

て
そ
の
裁
き
火
、
地
獄
の
火
を
お
受
け
に
な
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
自
身
で
は
償
う
こ
と
の
で
き
な
い

重
い
罪
に
対
す
る
神
の
裁
き
を
、
主
イ
エ
ス
は
引
き
受
け
て
下
さ
り
、
し
か
も
、
そ
こ
か
ら
復
活
さ
れ
た
の
で
す
。

十
字
架
の
死
と
復
活
に
よ
る
贖
い
で
す
。
こ
れ
が
神
か
ら
の
恵
み
で
あ
り
、
こ
の
恵
み
を
神
か
ら
授
か
る
と
い
う

こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「
火
で
塩
味
を
付
け
ら
れ
る
」
こ
と
の
意
味
と
な
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
私
た
ち
は
、
そ
の

恵
み
に
よ
っ
て
罪
許
さ
れ
、
義
と
み
な
さ
れ
て
再
び
神
と
の
ふ
さ
わ
し
い
関
係
が
回
復
さ
れ
ま
し
た
。
主
イ
エ
ス
・
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キ
リ
ス
ト
に
よ
る
こ
の
救
い
を
受
け
、神
の
恵
み
の
塩
味
を
付
け
ら
れ
た
私
た
ち
は
、も
は
や
、自
分
の
働
き
、業
績
、

立
派
な
奉
仕
な
ど
に
よ
っ
て
自
分
の
人
生
を
味
付
け
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
。
人
と
の
相
対
的
な
関
係
の
中
で

自
分
の
価
値
を
確
認
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
。
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
神
の
救
い

の
恵
み
が
、し
っ
か
り
と
私
た
ち
を
捉
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
こ
と
を
信
じ
る
だ
け
で
よ
い
の
で
す
。
そ
し
て
、

自
分
に
ど
ん
な
力
が
あ
る
か
、
ど
ん
な
立
派
な
奉
仕
が
で
き
る
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
に
依
り
頼
む
の
は
や
め
て
、

神
の
御
手
に
身
を
委
ね
れ
ば
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
、
そ
の
一
人
子
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
と

復
活
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
犯
し
た
重
い
罪
か
ら
贖
い
だ
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
神

は
私
た
ち
の
こ
と
を
愛
し
、
慈
し
み
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
神
が
、
私
た
ち
に
益
と
な
ら
な
い
、
た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
を
用
意
し
て
お
ら
れ
る
は
ず
が
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
覚
え
て
、
困
難
な
課
題
に
ひ
た
す
ら
真
摯
に
取
り
組
む
姿
勢
を
貫
け
ば
、
ど
ん
な
に
小
さ

く
て
弱
い
者
で
も
、
所
期
の
成
果
が
得
ら
れ
る
と
確
信
し
て
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
、
失
敗
に

終
わ
っ
た
な
と
思
え
る
と
き
で
も
、
そ
の
失
敗
の
経
験
か
ら
少
し
で
も
多
く
を
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
れ
ば
、

神
は
、
き
っ
と
そ
こ
に
大
き
な
収
穫
を
用
意
し
て
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
で
も
、
自
分
を
大
き
く
見
せ
よ
う
と
し

た
り
、
自
分
は
人
よ
り
強
い
と
思
い
込
ん
だ
り
し
て
い
る
者
に
、
そ
の
よ
う
な
収
穫
が
得
ら
れ
る
は
ず
が
あ
り
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
失
敗
に
対
す
る
人
々
の
視
線
が
気
に
な
っ
て
、
取
り
繕
い
に
走
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
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す
。
取
り
繕
え
ば
、
失
敗
か
ら
学
ぶ
機
会
は
失
せ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
弱
い
者
、
小
さ
な
者
は
、

小
さ
く
て
弱
い
か
ら
こ
そ
、
身
の
丈
を
わ
き
ま
え
た
真
摯
な
努
力
を
し
ま
す
。
失
敗
を
受
け
入
れ
、
必
死
で
改
善

し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
戦
い
を
好
ま
ず
、
平
和
に
暮
ら
そ
う
と
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
自
分
が
生

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
を
忘
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
ず
と
塩
で
味
付
け
さ
れ
た
快
い
言
葉
で
語
る
こ

と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
か
く
し
て
、
ま
こ
と
の
命
に
あ
ず
か
る
道
が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
す
。

お
祈
り
を
し
た
し
ま
す
―
―
―
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主
の
顕
現

　

　
　

工
学
部
准
教
授　

長　

島　

慎　

二

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
　
第
二
章
一
～
十
二
節

 

1
イ
エ
ス
は
、
ヘ
ロ
デ
王お
う

の
時じ

代だ
い

に
ユ
ダ
ヤ
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
お
生う

ま
れ
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
占せ
ん

星せ
い

術じ
ゅ
つの
学が
く

者し
ゃ

た
ち
が
東
ひ
が
し
の
方ほ
う

か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
に
来き

て
、

2
言い

っ
た
。「
ユ
ダ
ヤ
人じ
ん

の
王お
う

と
し
て
お
生う

ま
れ
に

な
っ
た
方か
た

は
、
ど
こ
に
お
ら
れ
ま
す
か
。
わ
た
し
た
ち
は
東と
う

方ほ
う

で
そ
の
方か
た

の
星ほ
し

を
見み

た
の
で
、
拝お
が

み
に
来き

た
の
で
す
。」

3
こ
れ
を
聞き

い
て
、
ヘ
ロ
デ
王お
う

は
不ふ

安あ
ん

を
抱い
だ

い
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
人ひ
と

々び
と

も
皆み
な

、
同ど
う

様よ
う

で
あ
っ

た
。

4
王お
う

は
民た
み

の
祭さ
い

司し

長ち
ょ
うた
ち
や
律り
っ

法ぽ
う

学が
く

者し
ゃ

た
ち
を
皆み
な

集あ
つ

め
て
、
メ
シ
ア
は
ど
こ
に
生う

ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
か
と
問と

い
た
だ
し
た
。

5
彼か
れ

ら
は
言い

っ
た
。「
ユ
ダ
ヤ
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
す
。
預よ

言げ
ん

者し
ゃ

が
こ
う
書か

い
て
い
ま
す
。

6
『
ユ
ダ
の
地ち

、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
よ
、

お
前ま
え

は
ユ
ダ
の
指し

導ど
う

者し
ゃ

た
ち
の
中な
か

で

決け
っ

し
て
い
ち
ば
ん
小ち
い

さ
い
も
の
で
は
な
い
。
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お
前ま
え

か
ら
指し

導ど
う

者し
ゃ

が
現
あ
ら
わ
れ
、

わ
た
し
の
民た
み

イ
ス
ラ
エ
ル
の
牧ぼ
く

者し
ゃ

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。』」

7
そ
こ
で
、
ヘ
ロ
デ
は
占せ
ん

星せ
い

術じ
ゅ
つの
学が
く

者し
ゃ

た
ち
を
ひ
そ
か
に
呼よ

び
寄よ

せ
、
星ほ
し

の
現
あ
ら
わ
れ
た
時じ

期き

を
確た
し

か
め
た
。

8
そ
し
て
、「
行い

っ
て
、
そ
の
子こ

の
こ
と
を
詳く
わ

し
く
調し
ら

べ
、
見み

つ
か
っ
た
ら
知し

ら
せ
て
く
れ
。
わ
た
し
も

行い

っ
て
拝お
が

も
う
」
と
言い

っ
て
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
へ
送お
く

り
出だ

し
た
。

9
彼か
れ

ら
が
王お
う

の
言こ
と

葉ば

を
聞き

い
て
出で

か
け
る
と
、

東と
う

方ほ
う

で
見み

た
星ほ
し

が
先さ
き

立だ

っ
て
進す
す

み
、
つ
い
に
幼
お
さ
な

子ご

の
い
る
場ば

所し
ょ

の
上う
え

に
止と

ま
っ
た
。
10
学が
く

者し
ゃ

た
ち
は
そ
の

星ほ
し

を
見み

て
喜
よ
ろ
こ
び
に
あ
ふ
れ
た
。
11
家い
え

に
入は
い

っ
て
み
る
と
、
幼
お
さ
な

子ご

は
母は
は

マ
リ
ア
と
共と
も

に
お
ら
れ
た
。
彼か
れ

ら
は

ひ
れ
伏ふ

し
て
幼
お
さ
な

子ご

を
拝お
が

み
、
宝
た
か
ら
の
箱は
こ

を
開あ

け
て
、
黄お
う

金ご
ん

、
乳
に
ゅ
う

香こ
う

、
没も
つ

薬や
く

を
贈お
く

り
物も
の

と
し
て
献さ
さ

げ
た
。
12
と

こ
ろ
が
、「
ヘ
ロ
デ
の
と
こ
ろ
へ
帰か
え

る
な
」
と
夢ゆ
め

で
お
告つ

げ
が
あ
っ
た
の
で
、
別べ
つ

の
道み
ち

を
通と
お

っ
て
自じ

分ぶ
ん

た
ち

の
国く
に

へ
帰か
え

っ
て
行い

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
度
の
旭
ケ
岡
寄
宿
舎
に
お
け
る
夕
礼
拝
は
、
今
日
が
最
後
と
な
り
ま
す
。

共
に
み
言
葉
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
神
様
に
感
謝
し
ま
す
。
教
会
で
は
、
い
ま
顕
現
節
の
季
節
を
迎
え
て

い
ま
す
。
顕
現
節
は
一
月
六
日
の
顕
現
日
以
降
、
四
旬
節
の
前
の
季
節
で
す
。
顕
現
と
い
う
の
は
、
は
っ
き
り
と
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現
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
教
会
で
は
神
の
子
が
現
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

わ
た
し
が
通
っ
て
い
る
教
会
で
は
、
こ
の
季
節
の
は
じ
め
の
日
曜
日
は
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
章
一
節
以
下
、

占
星
術
の
学
者
た
ち
が
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
主
キ
リ
ス
ト
の
も
と
を
訪
れ
る
箇
所
を
読
み
ま
す
。

こ
こ
に
登
場
す
る
ヘ
ロ
デ
王
と
い
う
の
は
、
紀
元
前
七
十
三
年
頃
か
ら
紀
元
前
四
年
ま
で
ユ
ダ
ヤ
の
王
と
な
っ
た

ヘ
ロ
デ
大
王
の
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
架
か
っ
た
と
き
に
登
場
す
る
ガ
リ
ラ
ヤ
の
領
主
ヘ
ロ
デ
は
、

そ
の
息
子
で
あ
る
ヘ
ロ
デ
・
ア
ン
テ
ィ
パ
ス
で
す
。

ヘ
ロ
デ
大
王
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
第
二
神
殿
と
よ
ば
れ
る
大
規
模
な
神
殿
再
建
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
神
殿
も
、
西
暦
七
十
年
の
ロ
ー
マ
に
よ
る
エ
ル
サ
レ
ム
陥
落
と
同
時
に
破
壊
さ
れ
、
今
は
、
ニ
ュ
ー

ス
で
も
登
場
す
る
嘆
き
の
壁
と
呼
ば
れ
る
部
分
を
残
す
の
み
で
す
。

一
方
で
、
ヘ
ロ
デ
大
王
は
猜
疑
心
の
強
い
人
で
、
奥
さ
ん
や
息
子
ま
で
も
処
刑
し
て
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
、
わ

た
し
た
ち
の
国
の
隣
国
の
指
導
者
の
よ
う
で
す
。
キ
リ
ス
ト
は
、
民
主
的
で
豊
か
な
国
に
生
ま
れ
た
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。王
自
ら
が
親
族
を
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、恐
怖
が
支
配
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
の
で
す
。

む
し
ろ
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
主
が
来
ら
れ
た
意
味
を
知
る
の
で
す
。

さ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
顕
現
と
い
っ
て
も
、
聖
書
に
記
さ
れ
た
記
事
が
伝
え
る
の
は
、
占
星
術
の
学
者
た
ち
を
通

し
て
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
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「
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
方
は
、
ど
こ
に
お
ら
れ
ま
す
か
。
わ
た
し
た
ち
は
東
方
で
そ
の
方

の
星
を
見
た
の
で
、
拝
み
に
来
た
の
で
す
。」

と
い
う
記
事
で
す
。
占
星
術
は
東
方
で
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
占
い
と
か
霊
媒

と
い
っ
た
も
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
て
、
占
星
術
の
学
者
た
ち
は
ペ
ル
シ
ャ
周
辺
か
ら
旅
を
し
て
き

た
人
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
異
邦
人
で
あ
る
の
で
す
。
主
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
限
ら
ず
、
世
界

の
全
て
の
救
い
の
た
め
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
長
い
間
救
い
主
の
来
る

こ
と
を
待
っ
て
い
た
は
ず
の
多
く
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
た
ち
は
主
の
降
誕
に
気
付
く
こ
と
な
く
、
異
邦
人
で
あ
っ

た
占
星
術
の
学
者
た
ち
や
、
一
部
の
羊
飼
い
た
ち
が
気
付
い
た
の
で
し
た
。

と
は
い
え
、
占
星
術
の
学
者
た
ち
は
、
救
い
主
を
探
す
た
め
に
、
ま
ず
、
ヘ
ロ
デ
大
王
の
も
と
を
訪
ね
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
ヘ
ロ
デ
大
王
を
は
じ
め
と
し
て
、
祭
司
長
た
ち
や
律
法
学
者
た
ち
も
、
占
星
術
の
学
者
た
ち
の
不
思

議
な
体
験
を
聞
い
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
主
だ
っ
た
人
々
が
、
救
い
主
が
生
ま
れ
た
と
い
う
し

る
し
に
接
し
た
の
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
誰
一
人
と
し
て
、
救
い
主
の
も
と
に
は
せ
参
じ
た
者

は
無
か
っ
た
こ
と
を
聖
書
は
伝
え
る
の
で
す
。

そ
の
と
き
の
ヘ
ロ
デ
大
王
の
心
情
に
つ
い
て
、
聖
書
は
「
不
安
を
抱
い
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
祭
司
長
た
ち

や
律
法
学
者
た
ち
も
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
方
で
、
占
星
術
の
学
者
た
ち
は
、
東
方
で
見
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た
星
が
先
立
っ
て
進
み
、
つ
い
に
幼
子
の
い
る
場
所
の
上
に
止
ま
っ
た
の
を
見
て
、
喜
び
に
あ
ふ
れ
た
の
で
す
。

は
た
し
て
、
家
に
入
っ
て
み
る
と
、
幼
子
は
母
マ
リ
ア
と
共
に
お
ら
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は
ひ
れ
伏
し
て
幼
子
を
拝

み
、
宝
の
箱
を
開
け
て
、
黄
金
、
乳
香
、
没
薬
を
贈
り
物
と
し
て
献
げ
た
と
あ
り
ま
す
。
黄
金
、
乳
香
、
没
薬
は
、

占
星
術
の
道
具
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
、
彼
ら
は
、
喜
び
に
あ
ふ
れ
て
、
自
分
を
明
け

渡
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

絶
大
な
権
力
を
手
に
し
な
が
ら
、
家
族
を
も
殺
す
ほ
ど
の
猜
疑
心
に
悩
ま
さ
れ
た
ヘ
ロ
デ
大
王
も
、
神
殿
に
固

執
し
た
祭
司
長
た
ち
も
、
律
法
の
書
に
通
じ
て
い
た
律
法
学
者
た
ち
も
、
自
分
を
明
け
渡
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ベ

ツ
レ
ヘ
ム
に
向
か
う
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
顕
現
の
季
節
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
ひ
と
り
ひ

と
り
が
、
主
の
顕
現
に
お
い
て
喜
び
に
あ
ふ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、
こ
の
世
的
な
権
力
や
立
場
、
地
位
、

お
金
、
健
康
と
い
っ
た
も
の
を
救
い
主
よ
り
も
第
一
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
と
き
に
、

わ
た
し
た
ち
も
、
救
い
主
の
顕
現
に
不
安
を
覚
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
に
よ
り
も
、
主
の
顕
現
が
沸
き
上
が
る

喜
び
な
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
こ
の
新
し
い
一
年
を
過
ご
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。



−116−−117−

あ
る
日
の
音
楽
礼
拝

大
学
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト　

今　

井　

奈
緒
子

六
月
二
十
六
日
（
月
）　

土
樋
ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
礼
拝
堂　

司
会　

野
村　

信 

宗
教
部
長

七
月
十
二
日
（
水
）　

多
賀
城
礼
拝
堂　

司
会　

北　

博 

大
学
宗
教
主
任

［
前　
　

奏
］
Ｊ
．Ｇ
．ヴ
ァ
ル
タ
ー
（
一
六
八
四
〜
一
七
四
八
）
タ
リ
エ
ッ
テ
ィ
氏
の
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
よ
り
第
１
・
２
楽
章

［
讃
美
歌
］（
土
樋
） 

第
二
編 

１
６
１
番　
　
（
多
賀
城
） 

７
５
番 

第
一
節

［
聖
書
箇
所
］（
土
樋
）
詩
編　

第
三
六
篇　

六
〜
一
〇
節　
（
多
賀
城
）
詩
編 

第
一
五
〇
篇
一
〜
六
節

［
讃
美
歌
を
う
た
お
う
］　

讃
美
歌
２
１　

２
２
３
番 

第
１
、２
、４
、７
節

［
オ
ル
ガ
ン
演
奏
］　

Ｊ
．ブ
ラ
ー
ム
ス
（
一
八
三
三
〜
九
七
）
コ
ラ
ー
ル
前
奏
曲｢

わ
た
し
は
心
よ
り
喜
ぶ｣

［
主
の
祈
り
］

［
頌　
　

栄
］　

５
４
４

［
後　
　

奏
］　

Ｊ
．Ｇ
．ヴ
ァ
ル
タ
ー　

タ
リ
エ
ッ
テ
ィ
氏
の
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
よ
り
第
４
楽
章
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梅
雨
を
過
ぎ
れ
ば
、輝
く
ば
か
り
の
夏
が
や
っ
て
来
ま
す
。創
造
主
な
る
神
に
思
い
を
馳
せ
て
讃
美
歌
を
う
た
い
、

オ
ル
ガ
ン
曲
を
聴
き
ま
し
ょ
う
。
讃
美
歌
２
１ 

２
２
３
番
（
讃
美
歌
７
５
番
）
の
歌
詞
は
、
十
二
世
紀
か
ら
十
三

世
紀
を
生
き
た
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
に
よ
る
「
太
陽
の
賛
歌
」
に
拠
っ
て
い
ま
す
。
十
七
世
紀
に
こ

の
旋
律
と
合
わ
さ
れ
て
コ
ラ
ー
ル
（
ド
イ
ツ
語
の
賛
美
歌
）
と
な
り
ま
し
た
。

ブ
ラ
ー
ム
ス
は
、
作
曲
者
不
明
の
十
六
世
紀
成
立
の
コ
ラ
ー
ル
「
わ
た
し
は
心
か
ら
喜
ぶ
」
に
味
わ
い
深
い
編

曲
を
施
し
ま
し
た
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
よ
る
詞
は
「
わ
た
し
は
心
よ
り
喜
ぶ 

愛
す
べ
き
夏
の
季
節
を 

神

が
す
べ
て
を
新
し
く 

永
遠
に
美
し
く
さ
れ
る
こ
の
時
を
。
神
が
天
と
地
と
を
新
し
く
創
造
さ
れ
て
、
す
べ
て
の
創

造
物
が
か
く
も
見
事
に
，
愛
ら
し
く
、
澄
み
き
っ
て
い
る
と
は
！
」（
今
井
訳
）
と
歌
い
ま
す
。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
は『
音
楽
辞
典
』を
著
し
、ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
親
戚
筋
の
バ
ッ
ハ
と
共
に
働
き
ま
し
た
。
多
く
の
コ
ラ
ー

ル
編
曲
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

七
月
二
十
六
日
（
水
）　

泉
礼
拝
堂　

司
会　

阿
久
戸
義
愛 
大
学
宗
教
主
任

［
前　
　

奏
］
Ｗ
． 

ボ
イ
ス
（
一
七
一
〇
〜
七
九
）
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
組
曲 

ハ
長
調

［
讃
美
歌
］
５
４
６
番
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［
聖
書
箇
所
］
詩
編　

第
九
六
篇　

一
〜
三
節

［
オ
ル
ガ
ン
演
奏
］　

Ｇ
．コ
レ
ッ
ト
（ca.

一
六
七
〇
〜
一
七
三
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
第
八
旋
法
の
ミ
サ
》
よ
り
「
ヴ
ォ
ワ
・
ユ
メ
ー
ヌ
の
対
話
」

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｗ
． 

ボ
イ
ス　

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー　

二
長
調

［
主
の
祈
り
］

［
頌　
　

栄
］　

５
４
１

☆ 

リ
ー
ド
管
の
響
き

オ
ル
ガ
ン
の
パ
イ
プ
は
、
概
し
て
発
音
の
仕
組
み
の
異
な
る
「
フ
ル
ー
管
」
と
「
リ
ー
ド
管
」
の
二
種
類
に
大

別
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
泉
キ
ャ
ン
パ
ス
礼
拝
堂
の
オ
ル
ガ
ン
の
正
面
に
見
え
て
い
る
、
整
然
と
並
ん
だ
パ
イ
プ
群
は

「
フ
ル
ー
管
」
の
仲
間
で
、
そ
の
後
方
に
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
状
の
フ
ル
ー
管
た
ち
に
加
え
て
、
豊
か
な
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
を
持
っ
た
リ
ー
ド
管
た
ち
が
控
え
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
・
ケ
ル
ン
社
製
の
こ
の
オ
ル
ガ
ン
に
は
、
リ
ー

ド
管
の
仲
間
が
第
一
手
鍵
盤
に
４
列
、
第
二
手
鍵
盤
に
２
列
、
第
三
手
鍵
盤
に
３
列
、
そ
し
て
ペ
ダ
ル
鍵
盤
に
４
列
、

計
13
列
（
種
類
）
も
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
今
朝
の
礼
拝
で
は
、
こ
れ
ら
リ
ー
ド
管
の
中
か
ら
、
性
格
の
異
な
る
二

種
類
の
音
色
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
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コ
レ
ッ
ト
は
、泉
礼
拝
堂
オ
ル
ガ
ン
の
故
郷
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
。
ヴ
ォ
ワ
・
ユ
メ
ー
ヌVox H

um
aine

は
「
人

間
の
声
」
と
い
う
名
前
を
持
つ
音
色
で
す
…
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
独
特
の
声こ
わ

音ね

を
持
っ
た
人
も
居
ま
す
よ
ね
？

対
照
的
な
、
フ
ル
ー
管
の
や
さ
し
い
響
き
と
か
け
合
う
曲
で
す
。

ボ
イ
ス
は
英
国
国
教
会
の
作
曲
家
で
す
。
金
管
楽
器
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
音
を
ま
ね
て
作
ら
れ
て
い
る
、
オ
ル
ガ

ン
の
「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
」
管
が
活
躍
す
る
曲
を
聴
い
て
く
だ
さ
い
。
前
奏
も
、ボ
イ
ス
作
曲
の
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
（
英

国
国
教
会
の
礼
拝
で
用
い
ら
れ
て
き
た
奏
楽
曲
）、
そ
し
て
後
奏
で
は
リ
ー
ド
管
を
用
い
ず
、
フ
ル
ー
管
の
仲
間
を

沢
山
組
み
合
わ
せ
た
賑
や
か
な
行
進
曲
で
、
皆
さ
ん
を
送
り
出
し
ま
す
。

一
一
月
二
日
（
木
）　

泉
礼
拝
堂　

司
会　

中
川
郁
太
郎 

宗
教
音
楽
研
究
所
特
任
准
教
授

［
前　
　

奏
］Ｍ
． 

プ
レ
ト
リ
ウ
ス（
一
五
七
一
／
二
〜
一
六
二
一
） 

コ
ラ
ー
ル
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー「
神
は
わ
が
堅
き
砦
」

［
讃
美
歌
］
讃
美
歌
２
１　

５
７
５
番
「
球
根
の
中
に
は
」（
プ
リ
ン
ト
参
照
）

［
聖
書
箇
所
］
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
第
一
六
章
二
二
節

［
オ
ル
ガ
ン
演
奏
］　

Ｈ
． 

イ
ザ
ー
ク
（
一
五
一
七
没
）
／
ア
メ
ル
バ
ッ
ハ
編
曲 「
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
よ
、さ
ら
ば
」

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｊ
．Ｓ
． 

バ
ッ
ハ
（
一
六
八
五
〜
一
七
五
〇
）
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コ
ラ
ー
ル
唱
「
誰
が
あ
な
た
を
か
く
も
打
ち
据
え
た
の
か
？
」BW

V244/37
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ラ
ー
ル
編
曲
「
起
き
よ
、
と
呼
ば
わ
る
物
見
ら
の
声
」BW

V645
［
主
の
祈
り
］

［
讃
美
歌
］　

５
４
４

［
後　
　

奏
］　

Ｊ
．Ｓ
．バ
ッ
ハ
「
喜
び
と
平
安
も
て 

わ
れ
は
逝
く
」BW

V616

☆ 

讃
美
歌
を
歌
う

一
〇
月
三
一
日
の
、
５
０
０
年
目
の
ル
タ
ー
宗
教
改
革
記
念
日
に
つ
い
て
は
、
大
学
礼
拝
の
説
教
と
讃
美
、
そ

れ
に
基
づ
い
た
前
奏
・
後
奏
の
曲
で
繰
り
返
し
耳
に
し
、
皆
さ
ん
理
解
を
深
め
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今
日

の
前
奏
は
ル
タ
ー
の
コ
ラ
ー
ル
「
神
は
わ
が
堅
き
砦
」
に
よ
る
、
プ
レ
ト
リ
ウ
ス
の
編
曲
で
す
。

『
讃
美
歌
２
１
』
は
一
九
九
七
年
に
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
讃
美
歌
委
員
会
か
ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
か

ら
「
球
根
の
中
に
は
」
を
歌
い
ま
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
音
楽
家
ナ
タ
リ
ー
・
ス
リ
ー
ス
（
一
九
三
〇
〜
九
二
）

が
作
詞
作
曲
し
た
こ
の
讃
美
歌
は
、
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の
よ
う
な
親
し
み
や
す
さ
を
持
ち
、
３
節
の
は
じ
め
に
あ

る
「
い
の
ち
の
終
わ
り
は
、
い
の
ち
の
始
め
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
心
に
響
い
て
き
ま
す
。
最
近
は
大
学
礼
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拝
で
も
良
く
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

コ
ラ
ー
ル
は
ド
イ
ツ
語
の
讃
美
歌
で
す
が
、
そ
の
素
材
と
な
っ
た
の
は
、
古
く
か
ら
歌
わ
れ
て
き
た
ラ
テ
ン
語

聖
歌
や
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
世
俗
歌
曲
で
し
た
。
当
時
の
民
衆
に
よ
く
知
ら
れ
歌
わ
れ
て
い
た
旋
律
が
、
コ
ラ
ー

ル
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
例
を
、
中
川
先
生
の
歌
で
お
聴
き
く
だ
さ
い
。

宗
教
改
革
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
は
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
者
に
は
「
死
」
を
越
え
た
永

遠
の
「
生
」
が
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
親
し
い
家
族
や
友
人
た
ち
と
、
神
の
御
国
で
ふ
た
た
び
会
う
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
「
未
知
の
喜
び
」
を
教
え
て
い
ま
す
。
次
の
日
曜
日
一
一
月
五
日
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
召
天

者
を
記
念
す
る
礼
拝
を
守
り
ま
す
。
バ
ッ
ハ
の
オ
ル
ガ
ン
曲
「
起
き
よ
、
と
呼
ば
わ
る
物
見
ら
の
声
」
は
、
一
六

世
紀
の
末
、
ペ
ス
ト
の
大
流
行
で
全
人
口
の
三
分
の
一
を
失
っ
た
ド
イ
ツ
の
町
、
ウ
ン
ナ
の
牧
師
で
あ
っ
た
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ニ
コ
ラ
イ
が
作
詞
作
曲
し
た
コ
ラ
ー
ル
の
編
曲
で
す
。
こ
の
歌
に
よ
っ
て
人
々
に
、
天
国
に
希
望
が
あ

る
こ
と
を
力
強
く
説
い
た
の
で
す
。
後
奏
に
は
、
召
天
者
を
覚
え
る
こ
の
月
に
ち
な
ん
で
「
シ
メ
オ
ン
の
賛
歌
」

を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
死
と
永
世
の
コ
ラ
ー
ル
「
喜
び
と
平
安
も
て 

わ
れ
は
逝
く
」
を
弾
き
ま
す
。

一
二
月
四
日
（
月
）　

土
樋
ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
礼
拝
堂　

司
会　

野
村　

信 

宗
教
部
長
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［
前　
　

奏
］
Ｈ
．シ
ャ
イ
デ
マ
ン (ca.

一
五
九
六
〜
一
六
六
三) 

第
８
旋
法
に
よ
る
マ
ニ
フ
ィ
カ
ト
よ
り
第
１
・
２
節

［
讃
美
歌
］
９
５

［
聖
書
箇
所
］
イ
ザ
ヤ
書　

三
十
五
章
第
１
〜
４
節

［
オ
ル
ガ
ン
演
奏
］　

Ｍ
． 

ヴ
ェ
ッ
ク
マ
ン
（
一
六
二
一
〜
七
四
）
第
２
旋
法
に
よ
る
マ
ニ
フ
ィ
カ
ト
よ
り
第
１
〜
３
節

［
主
の
祈
り
］

［
讃
美
歌
］　

５
４
０

［
後　
　

奏
］　

Ｍ
．ヴ
ェ
ッ
ク
マ
ン　

第
２
旋
法
に
よ
る
マ
ニ
フ
ィ
カ
ト
よ
り
第
４
節

ア
ド
ヴ
ェ
ン
ト
（
待
降
節
）
第
一
週
を
迎
え
ま
し
た
。
皆
さ
ん
と
歌
う
は
じ
め
の
讃
美
歌
９
５
番
に
は
、「
マ

リ
ア
の
賛
歌
」
に
一
九
世
紀
の
メ
ロ
デ
ィ
を
つ
け
た
も
の
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
マ
リ
ア
の
賛
歌
と
は
、
天
使
ガ

ブ
リ
エ
ル
か
ら
受
胎
告
知
を
受
け
た
マ
リ
ア
が
当
惑
の
あ
ま
り
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
を
身
ご
も
っ
て
い
た
エ
リ
サ
ベ

ト
の
も
と
を
訪
れ
た
際
に
、
神
の
な
さ
る
不
思
議
な
み
業わ
ざ

を
悟
り
神
を
讃
え
た
言
葉
で
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
第

一
章
４
６
〜
５
５
節
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
旋
律
が
つ
け
ら
れ
て
聖
歌
と
な
り
、
九
世
紀
頃
か

ら
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
盛
ん
に
歌
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
宗
教
改
革
後
は
「M

eine Seele erhebt den 
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H
errn

わ
が
心
、
主
を
あ
が
め
」
の
コ
ラ
ー
ル
と
も
な
り
ま
し
た
。
Ｊ
．Ｓ
．バ
ッ
ハ
の
出
現
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

教
会
の
音
楽
家
達
は
旧
教
新
教
を
問
わ
ず
こ
ぞ
っ
て
、
こ
の
旋
律
「
私
の
霊
は
救
い
主
で
あ
る
神
を
喜
び
讃
え
ま

す
。」
に
編
曲
を
施
し
て
歌
い
、
オ
ル
ガ
ン
で
演
奏
し
ま
し
た
。
マ
ニ
フ
ィ
カ
ト
の
旋
律
は
、（
教
会
）
旋
法
の
違

い
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
一
六
〜
一
七
世
紀
、
北
ド
イ
ツ
に
花
開
い
た
オ
ル
ガ
ン
楽
派
の
強
力
な

担
い
手
、
シ
ャ
イ
デ
マ
ン
と
ヴ
ェ
ッ
ク
マ
ン
の
作
品
で
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
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人
生
を
変
え
る
秘
訣

教
養
学
部
准
教
授　

大　

澤　

史　

伸

ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
　
六
章
九
節

 

1
た
ゆ
ま
ず
善ぜ
ん

を
行
お
こ
な
い
ま
し
ょ
う
。
飽あ

き
ず
に
励は
げ

ん
で
い
れ
ば
、
時と
き

が
来き

て
、
実み

を
刈か

り
取と

る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

み
な
さ
ん
は
、
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
。

み
な
さ
ん
は
、
箱
根
駅
伝
を
見
た
で
し
ょ
う
か
？
私
た
ち
の
東
北
学
院
大
学
と
も
関
係
の
深
い
、
青
山
学
院
大

学
が
箱
根
駅
伝
で
三
連
覇
を
達
成
し
ま
し
た
。
そ
の
青
山
学
院
大
学
の
原
晋
（
は
ら
す
す
む
）
監
督
は
、
現
在
、
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マ
ス
コ
ミ
で
も
引
っ
張
り
だ
こ
で
す
。
原
晋
は
、
広
島
県
出
身
で
、
世
羅
高
校
か
ら
中
京
大
学
に
進
学
し
三
年
時

に
日
本
イ
ン
カ
レ
五
千
メ
ー
ト
ル
三
位
。
中
国
電
力
に
入
社
し
一
九
九
三
年
に
は
主
将
と
し
て
全
日
本
実
業
団
駅

伝
初
出
場
に
貢
献
し
ま
し
た
。

し
か
し
故
障
が
原
因
で
入
社
五
年
目
の
二
七
歳
で
選
手
生
活
を
引
退
、
十
年
間
、
中
国
電
力
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

生
活
を
送
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、二
〇
〇
四
年
に
青
山
学
院
大
学
陸
上
競
技
部
監
督
に
就
任
し
ま
す
。
当
初
は
「
青

山
学
院
大
学
の
陸
上
部
は
箱
根
駅
伝
に
出
て
い
な
い
」
と
の
理
由
で
断
ら
れ
選
手
の
ス
カ
ウ
ト
に
苦
労
を
し
た
り
、

チ
ー
ム
自
体
も
廃
部
寸
前
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
原
監
督
の
地
道
な
指
導
が
実
を
結
び
、
二
〇
一
六

年
の
出
雲
駅
伝
で
二
年
連
続
三
回
目
の
優
勝
を
皮
切
り
に
、
二
〇
一
六
年
全
日
本
大
学
駅
伝
優
勝
、
二
〇
一
七
年

第
九
三
回
箱
根
駅
伝
で
３
年
連
続
優
勝
と
「
大
学
駅
伝
三
冠
」
を
達
成
し
ま
し
た
。

原
晋
監
督
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
は
、
必
ず
し
も
順
調
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
人
は
、
選
手
と
し

て
の
箱
根
駅
伝
の
出
場
経
験
は
な
く
、実
業
団
で
の
選
手
生
命
も
怪
我
の
た
め
、わ
ず
か
５
年
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

彼
は
そ
れ
に
も
負
け
ず
、
地
道
な
努
力
を
重
ね
て
、
よ
う
や
く
実
を
結
ん
だ
と
い
え
ま
す
。
今
日
の
聖
書
の
言
葉

に
も
人
生
に
勝
利
を
す
る
た
め
の
秘
訣
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
共
に
聖
書
の
言
葉
を
学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
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私
た
ち
が
人
生
に
勝
利
す
る
た
め
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、

①
社
会
や
他
の
人
の
た
め
に
良
き
こ
と
を
行
う
こ
と

六
章
九
節
に
は
、「
た
ゆ
ま
ず
善
を
行
い
ま
し
ょ
う
。」
と
あ
り
ま
す
。
七
節
に
は
、「
人
は
、
自
分
の
蒔
い
た
も

の
を
、
ま
た
刈
り
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。」
次
の
八
節
に
は
、「
自
分
の
肉
に
蒔
く
者
は
、
肉
か
ら
滅
び
を
刈

り
取
り
、
霊
に
蒔
く
者
は
、
霊
か
ら
永
遠
の
命
を
刈
り
取
り
ま
す
。」
こ
れ
ら
の
言
葉
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う

と
、「
自
分
の
た
め
に
で
は
な
く
、
社
会
の
為
、
他
の
人
々
の
た
め
に
良
き
こ
と
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
人
の
人
生
を
神
様
は
祝
福
し
て
下
さ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

神
様
と
い
う
言
葉
が
好
き
で
な
い
の
な
ら
、
み
ん
な
だ
っ
て
、
自
分
勝
手
な
こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
人
は
好
き

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
？
自
分
勝
手
な
こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
人
は
最
終
的
に
は
人
々
か
ら
も
い
つ
か
嫌
わ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
反
対
に
、
社
会
の
為
、
人
の
た
め
に
頑
張
っ
て
い
る
人
は
最
初
は
し
ん
ど
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

そ
う
い
う
人
の
周
り
に
は
い
つ
か
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
て
き
て
そ
の
人
を
助
け
て
く
れ
る
の
で
す
。
社
会
や
他

の
人
の
た
め
に
良
き
こ
と
を
行
う
こ
と
が
私
た
ち
自
身
の
人
生
を
祝
福
に
す
る
た
め
の
一
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
に
な

り
ま
す
。
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②
あ
き
ら
め
な
い
で
続
け
る
こ
と

九
節
に
は
、「
飽
き
ず
に
励
ん
で
い
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
今
ま
で
の
人
生
の
中
で
、
良
い

こ
と
を
し
て
も
時
に
は
そ
の
こ
と
に
飽
き
て
し
ま
っ
た
り
、
励
ま
な
く
な
り
、
最
終
的
に
は
や
め
て
し
ま
っ
た
り

し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

あ
る
人
は
、社
会
や
人
の
た
め
に
良
い
と
思
っ
た
こ
と
を
し
て
も
、こ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
無
駄
だ
と
思
っ
た
り
、

誰
か
ら
も
評
価
を
さ
れ
ず
孤
独
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
気
持
ち
が
な
え
て
し
ま
い
、
や
め
て
し
ま
う
の
で
す
。

で
も
、
今
日
の
聖
書
の
言
葉
に
は
、
は
っ
き
り
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
飽
き
ず
に
励
ん
で
い
る
な
ら
ば
」
必
ず

事
は
良
き
方
向
に
変
わ
っ
て
い
く
と
。
皆
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？
「
私
に
は
絶
対
に
無
理
だ
。」
と
思
っ
て
し

ま
い
ま
す
か
、
誰
だ
っ
て
は
じ
め
は
何
も
で
き
な
い
し
、
上
手
く
は
い
か
な
い
も
の
で
す
。「
上
手
く
い
く
た
め
に

は
、上
手
く
い
く
ま
で
や
め
な
い
こ
と
」
で
す
。「
あ
き
あ
ら
め
な
い
で
、続
け
る
こ
と
」「
飽
き
ず
に
励
む
と
き
に
」

あ
な
た
の
人
生
は
変
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

③
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ
な
い
こ
と

次
に
、
聖
書
に
は
、「
時
が
来
て
、
実
を
刈
り
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
注
意

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
す
ぐ
に
」
と
か
、「
自
分
が
良
い
と
思
っ
た
時
に
」
と
は
書
い
て
い
な
い
の
で
す
。
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た
だ
「
時
が
来
て
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
時
が
い
つ
来
る
の
か
は
私
た
ち
に
は
分

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
、「
時
が
来
た
時
に
」
し
っ
か
り
と
そ
の
時
、
チ
ャ
ン
ス
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
が
大
切
に
な
る
の
で
す
。

こ
こ
に
、
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
社
会
や
他
の
人
の
た
め
に
何
を
こ
つ
こ
つ
し
た
と
し
て
も
、
い
つ
結
果
が
出
る

の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
は
誰
に
と
っ
て
も
辛
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
人
は
、
良
い
チ
ャ
ン
ス
に
巡
り
合
っ

た
と
し
て
も
そ
の
チ
ャ
ン
ス
が
分
か
ら
な
い
、あ
る
い
は
、チ
ャ
ン
ス
を
も
の
に
で
き
な
い
人
が
多
い
の
で
す
。チ
ャ

ン
ス
が
過
ぎ
去
っ
て
か
ら
あ
の
時
が
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
遅
い
の
で
す
。

あ
な
た
が
今
、
し
て
い
る
こ
と
は
必
ず
時
が
来
た
ら
、
結
果
が
出
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
信
じ
つ
つ
、
チ
ャ

ン
ス
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

（
結
論
）

最
後
に
、
こ
ん
な
話
を
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
九
七
七
年
の
ア
メ
リ
カ
映
画
で
「
ジ
ョ
ー
イ
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
実
際
に
あ
っ
た
話
を
元

に
し
て
作
ら
れ
ま
し
た
。
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
の
ア
メ
フ
ト
選
手
ジ
ョ
ン
キ
ャ
パ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
平
凡
な
学
生

生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
る
時
、
11
歳
の
弟
の
ジ
ョ
ー
イ
が
白
血
病
と
診
断
さ
れ
ま
す
。
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兄
の
ジ
ョ
ン
は
病
気
の
弟
ジ
ョ
ー
イ
の
た
め
に
何
か
を
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
弟
ジ
ョ
ー
イ
は
兄
の
ジ
ョ
ン

に
答
え
ま
す
。「
次
の
ア
メ
フ
ト
の
試
合
で
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
を
４
回
し
て
欲
し
い
」
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
は
野
球
で
言
う

な
ら
ば
ホ
ー
ム
ラ
ン
、
サ
ッ
カ
ー
な
ら
ば
ゴ
ー
ル
を
決
め
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
一
人
で
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
を
４

回
と
は
ほ
と
ん
ど
無
理
な
お
願
い
で
す
。

し
か
し
、
兄
の
ジ
ョ
ン
は
白
血
病
の
ジ
ョ
ー
イ
の
願
い
を
か
な
え
る
た
め
に
、
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
を
４
回
し
ま

す
。
そ
れ
以
後
も
、
ジ
ョ
ー
イ
の
願
い
を
か
な
え
る
た
め
に
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
を
し
ま
く
る
の
で
す
。
最
終
的
に
は
、

二
六
三
九
ヤ
ー
ド
二
九
の
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
の
記
録
を
残
し
、
一
九
七
三
年
度
の
最
優
秀
選
手
と
し
て
ハ
イ
ン
ズ
マ

ン
・
ト
ロ
フ
ィ
ー
受
賞
者
に
な
り
ま
し
た
。

ジ
ョ
ン
キ
ャ
パ
レ
ッ
テ
ィ
ー
は
自
分
の
た
め
に
ア
メ
フ
ト
を
し
て
い
た
時
に
は
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
な
る
か
、
な

ら
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
ご
く
平
凡
な
選
手
で
し
た
が
、
①
白
血
病
の
弟
の
ジ
ョ
ー
イ
の
た
め
に
、
②
あ
き
ら
め

な
い
で
努
力
を
続
け
、
そ
し
て
、
③
最
終
的
に
は
、
最
優
秀
選
手
に
選
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
す
。

私
た
ち
も
、
今
日
の
聖
書
の
言
葉
の
よ
う
に
、
①
社
会
や
他
の
人
の
た
め
に
良
き
こ
と
を
行
う
こ
と
、
②
あ
き

ら
め
な
い
で
続
け
る
こ
と
、
③
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ
な
い
こ
と
、
を
通
し
て
こ
の
二
〇
一
七
年
度
を
歩
ん
で
い
き
ま

し
ょ
う
。
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十
一
月
六
日
（
月
）
音
楽
礼
拝
（
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
）

宗
教
音
楽
研
究
所
特
任
准
教
授　

中　

川　

郁
太
郎

司
式
お
よ
び
独
唱　

中
川 
郁
太
郎
（
宗
教
音
楽
研
究
所
特
任
准
教
授
）

奏
楽　
　
　
　
　
　

今
井 
奈
緒
子
（
教
養
学
部
教
授
）

［
前　
　

奏
］

［
讃
美
歌
］　

八
五
番
（
一
、二
節
）

［
聖
書
箇
所
］　

列
王
記
上　

第
十
九
章　

八
〜
十
節

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ

十
一
月
九
日
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
の
記
念
日
で
す
が
、
私
が
留
学
し
て
い
た
、
ベ
ル
リ
ン
の
南
二
百
キ
ロ

ほ
ど
の
位
置
に
あ
る
街
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
は
こ
の
日
に
「
光
の
祭
り
」
を
祝
い
ま
す
。
一
九
八
九
年
の
十
月
、
当
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時
は
東
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
中
心
部
に
あ
る
ニ
コ
ラ
イ
教
会
で
、
月
曜
日
毎
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
祈
祷
会
が
大
規
模
な
反
政
府
デ
モ
へ
と
発
展
し
、
一
か
月
後
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
に
繋
が
り
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
を
記
念
す
る
「
光
の
祭
り
」
で
は
、
市
の
中
心
部
の
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
広
場
が
、
集
う
人
々
の
ロ
ウ
ソ
ク
の

光
で
満
た
さ
れ
る
の
で
す
。
あ
の
美
し
い
光
景
は
今
も
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
「
こ
の
日
を
祝

う
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
苦
い
顔
を
し
て
い
た
友
人
（
彼
は
神
学
生
で
し
た
）
の
こ
と
を
、
私
は
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
よ
り
五
十
一
年
前
、
一
九
三
八
年
の
十
一
月
九
日
は
「
水
晶
の
夜
」
と
い
う
、
や
は
り
ド

イ
ツ
全
土
を
巻
き
込
ん
だ
事
件
が
お
こ
っ
た
日
で
し
た
。
パ
リ
の
ド
イ
ツ
大
使
館
職
員
が
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
青
年

に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
「
市
民
の
自
発
的
な
抗
議
行
動
」
と
い
う
名
目
で
時
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
政
権
が

演
出
し
た
、
大
規
模
な
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
行
動
で
す
。
多
く
の
生
命
と
財
産
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
破
壊
さ
れ
た
ユ
ダ

ヤ
人
の
住
居
や
商
店
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
と
呼
ば
れ
る
ユ
ダ
ヤ
教
会
な
ど
の
窓
ガ
ラ
ス
が
飛
び
散
り
、
街
灯
に
照
り
映

え
て
輝
き
ま
し
た
。
こ
れ
が「
水
晶
の
夜
」と
い
う
一
見
美
し
い
呼
称
の
由
来
で
す
。
こ
の
日
の
出
来
事
を「
な
か
っ

た
こ
と
」
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
国
が
再
び
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
だ
け
を
無
邪
気
に
祝
う
の
か
、
と
友
人
は
問
う

た
の
で
す
。

歴
史
か
ら
私
た
ち
は
な
に
を
学
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
神
の
言
葉
を
取
り
つ
ぐ
礼
拝
と
い
う
場
に
お
い
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て
、
歴
史
の
中
の
人
間
の
「
罪
」
を
、
私
た
ち
は
ど
う
捉
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。「
人
間
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、

人
間
の
歴
史
に
進
歩
な
ど
あ
り
得
な
い
」
と
言
っ
て
、
明
日
へ
の
歩
み
を
止
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？
あ
る
い
は

「
神
な
ら
ぬ
人
間
の
す
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
過
ち
が
起
こ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
人
間
が
そ
れ
を
突
き
詰
め

て
考
え
て
も
し
ょ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
て
、
思
考
停
止
、
判
断
停
止
に
陥
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？
こ

の
短
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
な
か
で
答
え
は
出
せ
ま
せ
ん
。
た
し
か
な
こ
と
は
、
私
が
か
つ
て
学
ん
だ
ド
イ
ツ
と
い
う

国
に
は
、
過
去
の
「
罪
」
を
見
つ
め
な
が
ら
、
な
お
神
に
向
か
っ
て
明
日
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
が
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。「
戦
後
か
ら
戦
前
に
大
き
く
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
現
在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
中
心
と
す
る
「
顔
の
見
え
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
主
流
と
な
る
中
で
、
過
去
の
歴
史
や
そ
の
中
に

あ
る
人
間
の
過
ち
か
ら
、
意
識
的
に
顔
を
背
け
よ
う
と
す
る
人
々
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代

に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
考
え
て
み
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
か
ら
演
奏
す
る
曲
は
、
お
手
元
の
プ
リ
ン
ト
の
解
説
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
ア
ハ
ブ

と
そ
の
妃
イ
ゼ
ベ
ル
の
迫
害
を
受
け
て
荒
野
に
逃
れ
た
預
言
者
エ
リ
ヤ
を
天
使
が
励
ま
す
歌
で
す
が
、
こ
の
作
曲

者
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
し
た
の
で
、
先
ほ
ど
お
話
し
た
「
水
晶
の
夜
」
の
時
代
、
つ
ま
り
ナ
チ
ス

時
代
の
ド
イ
ツ
で
は
、こ
の
音
楽
は
演
奏
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。取
り
返
し
の
つ
か
な
い
罪
を
見
つ
め
つ
つ
、

な
お
神
に
向
か
っ
て
祈
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
、
本
日
は
お
聴
き
く
だ
さ
い
。
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［
独　
　

唱
］　

讃
美
歌
第
二
編　

二
〇
八
番
「
主
の
前
に
黙
し
て
耐
え
」

　
　
　
　
　
　
（
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
作
曲　

オ
ラ
ト
リ
オ
《
エ
リ
ヤ
》
よ
り
）

［
祈　
　

祷
］　

［
讃
美
歌
］　

八
五
番
（
三
、四
節
）

［
後　
　

奏
］　
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literary talent, Whittier knew little about hymn singing. This 

was probably due to the fact that Quakers of that time did not 

have singing in their worship services. As Whittier himself 

commented regretfully, “two hundred years of silence ha[d] 

taken all the sing out of the Quakers.” Indeed, unlike some 

other Quakers, Whittier had come to appreciate good hymns 

and their use as effective literary and spiritual mediums. He 

said, “A good hymn is the best use to which poetry can be 

devoted, though I do not claim to have succeeded in writing 

one.” Whittier did not write words specifically for hymns. 

However, editors have produced several hymns by putting 

excerpts of Whittier’s poems to music. No other American poet 

has had more poems used for hymns than Whittier has. 

　　John Greenleaf Whittier died in 1892 and was buried in 

New Hampshire. The funeral was a simple, Quaker ceremony. It 

has been said that Whittier “left upon our literature the stamp 

of genius and upon our religion the touch of sanity.” It is my 

prayer that Whittier’s simply expressed faith will encourage 

each of us to follow Christ and to show God’s love to those 

around us, in simple and sincere ways.
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education. He grew up in a rural home in New England, and his 

family was very poor.

　　Whittier’s poverty, however, did not diminish his literary 

talents. When he was very young, he began to write poetry. 

At one point, his sister sent one of his poems to William 

Lloyd Garrison, the editor of a weekly publication called Free 
Press . Garrison was so impressed by Whittier’s poems that he 

encouraged the young poet to begin preparing to become a 

journalist. Thus, after a two-year course in journalism at the 

Haverhill Academy, Whittier began to work as a journalist. 

His work took him to several major American cities. Both his 

popularity and influence began to increase. Eventually, he was 

even elected to the Massachusetts legislature.　Later on, he 

became the editor of a publication called the Pennsylvania 

Freeman and even developed a relationship with the famous 

magazine, The Atlantic Monthly . With the publication of 

his poem, Snowbound , Whittier became a well-known and 

established American writer.

　　In spite of his success, however, Whittier did not give up 

his simple, Quaker ways. He continued to think, speak, and 

dress like the Quakers among whom he was raised. He even 

continued to speak in the same, older English dialect that was 

used by the Quakers, using the word “thee” instead of “you,” for 

example.

　　It is interesting to note that, though he was a monumental 
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of Mankind”) were written by John Greenleaf Whittier, one of 

America’s greatest poets. Whittier lived in America during the 

nineteenth century. He was part of a group of Christians called 

“Quakers.” Quakers believed that we should approach God and 

worship God simply and sincerely.

　　In nineteenth century America, many Christians gathered 

together at “revival” meetings where people often participated 

in highly emotional activities through which they worshiped 

and expressed their love for God. Quakers, however, rejected 

such highly emotional ways of worshiping God; they preferred 

to express their worship more quietly. When Whittier 

worshiped with his Quaker brothers and sisters, they did 

so sincerely, but quietly. There was no pomp, no ritual, nor 

any highly emotional expressions of personal feeling in their 

worship services. As Whittier explained, our belief in God is 

reflected in the way we use the life we have received from God. 

To believe in God is to love other people. As Whittier said, “O 

brother man! Fold to thy breast thy brother. To worship rightly 

is to love each other, each smile a hymn, each kindly deed a 

prayer.”

　　Whittier was a great author. He ranks with other American 

literary figures of his time, writers like Ralph Waldo Emerson, 

Henry Wadsworth Longfellow, James Russell Lowell, and Oliver 

Wendell Holmes. It is interesting however that, unlike probably 

all of us here today, Whittier was not able to obtain a college 
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“Quiet and Thoughtful Worship”

大学名誉教授　David Murchie
（マーチー　デイビッド）

SCRIPTURE READING : Isaiah 30:15（イザヤ書30章15節）

This is what the Sovereign Lord, the Holy One of 

Israel, says: "In repentance and rest is your salvation, 

in quietness and trust is your strength...."

（訳）まことに、イスラエルの聖なる方  わが主なる神は、こう 

言われた。「お前たちは、立ち帰って  静かにしているならば  救

われる。安らかに信頼していることにこそ力がある」と。

　　The music  of today’s hymn was composed by Frederick 

C. Maker, an accomplished Irish musician. Maker was an 

international person. He lived and traveled in many different 

countries. He became well-known for giving performances in 

areas where many of the people were poor. He was known for 

accepting any kind of support people gave him. One time he 

received 100 sheep and several chickens as payment for his 

concert. Maker also composed the music for the famous hymn, 

“Beneath the Cross of Jesus.” 

　　The words  of our hymn for today (“Dear Lord and Father 
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ま
ば
た
き
の
詩
人
　
水
野
源
三
さ
ん

東
北
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー　

日　

野　
　
　

哲

コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
　
第
一
二
章
九
～
一
〇
節

9
す
る
と
主し
ゅ

は
、「
わ
た
し
の
恵め
ぐ

み
は
あ
な
た
に
十
じ
ゅ
う

分ぶ
ん

で
あ
る
。
力ち
か
ら
は
弱よ
わ

さ
の
中な
か

で
こ
そ
十
じ
ゅ
う

分ぶ
ん

に
発は
っ

揮き

さ
れ
る
の
だ
」
と
言い

わ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
力ち
か
ら
が
わ
た
し
の
内う
ち

に
宿や
ど

る
よ
う
に
、
む
し

ろ
大お
お

い
に
喜よ
ろ
こ
ん
で
自じ

分ぶ
ん

の
弱よ
わ

さ
を
誇ほ
こ

り
ま
し
ょ
う
。
10
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
弱よ
わ

さ
、
侮ぶ

辱じ
ょ
く、
窮
き
ゅ
う

乏ぼ
う

、
迫は
く

害が
い

、
そ
し
て
行い

き
詰づ

ま
り
の
状
じ
ょ
う

態た
い

に
あ
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
満ま
ん

足ぞ
く

し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

わ
た
し
は
弱よ
わ

い
と
き
に
こ
そ
強つ

よ

い
か
ら
で
す
。

私
は
、
こ
の
夏
、
北
海
道
を
一
週
間
ほ
ど
旅
行
い
た
し
ま
し
た
。
訪
れ
た
の
は
、
帯
広
、
根
室
、
別
海
、
阿
寒

と
い
う
主
に
道
東
方
面
で
し
た
が
、
最
後
の
阿
寒
に
宿
泊
中
、
八
月
二
十
九
日
の
早
朝
六
時
ご
ろ
に
突
然
、
あ
の
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北
朝
鮮
か
ら
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
知
ら
せ
る
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
が
鳴
っ
て
、
飛
び
起
き
る
と
い
う
お
ま
け
付
き
で
し
た
。

し
か
も
、
町
の
防
災
無
線
で
は
、「
た
だ
今
、
こ
の
上
空
を
ミ
サ
イ
ル
が
通
過
し
た
模
様
で
す
」
と
い
う
ア
ナ
ウ
ン

ス
で
す
か
ら
、
よ
り
び
っ
く
り
と
い
う
始
末
で
し
た
。

今
回
の
旅
行
は
、
観
光
が
目
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
私
も
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
男
声
カ
ル
テ
ッ
ト
で
、

こ
の
北
海
道
の
道
東
に
あ
る
小
さ
な
教
会
、
伝
道
所
、
集
会
所
を
廻
っ
て
、
礼
拝
や
コ
ン
サ
ー
ト
で
歌
っ
て
応
援

す
る
と
い
う
目
的
で
行
っ
た
も
の
で
す
。
私
た
ち
は
四
人
と
も
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
、
し
か
も
全
員
東
北
学
院
大
学
の

卒
業
生
と
い
う
メ
ン
バ
ー
で
す
。

今
回
、
私
た
ち
が
一
番
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
練
習
に
時
間
を
か
け
、
力
を
注
い
だ
も
の
に
「
十
字

架
の
愛
」
と
い
う
曲
の
シ
リ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
水
野
源
三
さ
ん
と
い
う
方
の
詩
を
基
に
し
た
も
の
で
、

私
た
ち
は
、「
水
野
源
三

：
十
字
架
の
愛
」
と
い
う
、
彼
の
生
涯
を
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
、
詩
の
朗
読
と
、
そ
の
詩

に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
け
た
八
曲
の
歌
と
で
綴
る
約
三
十
分
の
「
詩
と
賛
美
」
の
シ
リ
ー
ズ
を
構
成
し
て
、
各
集
会

で
演
奏
い
た
し
ま
し
た
。

水
野
源
三
さ
ん
は
、「
ま
ば
た
き
の
詩
人
」
と
言
わ
れ
た
方
で
、
小
学
校
四
年
生
の
時
に
集
団
発
生
し
た
赤
痢
の

た
め
に
脳
性
麻
痺
と
な
り
、
手
と
足
の
自
由
と
言
葉
と
を
奪
わ
れ
、
わ
ず
か
に
目
と
耳
の
機
能
だ
け
が
残
さ
れ
ま

し
た
。
彼
の
作
品
に
「
目
と
耳
」
と
い
う
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
。



−140−−141−

　
「
脳
性
麻
痺
の
た
め
に　

す
べ
て
を
奪
わ
れ
た
が

　

神
さ
ま
が　

目
と
耳
だ
け
を
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た　

　

み
言
葉
を
読
む
た
め
に　

み
言
葉
を
聴
く
た
め
に　

　

み
言
葉
に
よ
っ
て
救
う
た
め
に
」

源
三
さ
ん
が
十
四
歳
の
時
に
、
こ
の
町
の
教
会
の
牧
師
と
出
会
っ
た
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
与
え

ら
れ
、感
謝
と
喜
び
の
詩
を
綴
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
詩
を
綴
る
と
言
っ
て
も
、彼
の
場
合
は
〝
あ
い
う
え
お
〟

の
五
十
音
図
を
壁
に
か
け
、
お
母
さ
ん
が
順
に
指
を
指
し
て
い
っ
て
、
彼
が
望
む
字
ま
で
来
た
時
に
ま
ば
た
き
で

合
図
す
る
と
い
う
方
法
で
一
字
一
字
書
き
取
ら
れ
た
も
の
で
す
。

私
が
最
初
に
彼
の
詩
に
出
会
っ
た
の
は
、「
苦
し
ま
な
か
っ
た
ら
」
と
い
う
曲
で
、
そ
の
時
に
は
あ
る
身
障
者
が

作
詞
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
次
の
よ
う
な
詩
で
す
。

　
「
も
し
も
私
が
苦
し
ま
な
か
っ
た
ら　

神
様
の
愛
を
知
ら
な
か
っ
た　

　

多
く
の
人
が
苦
し
ま
な
か
っ
た
ら　

神
様
の
愛
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た　

　

も
し
も
主
イ
エ
ス
が
苦
し
ま
な
か
っ
た
ら　

神
様
の
愛
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
」

そ
の
時
は
ど
ん
な
苦
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
人
が
作
っ
た
詩
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
と
て
も
大

き
な
衝
撃
を
受
け
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
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で
も
、
源
三
さ
ん
の
人
生
に
、
感
謝
と
喜
び
だ
け
で
な
く
、
大
き
な
苦
難
が
訪
れ
ま
す
。
最
も
良
き
理
解
者
で

援
助
者
で
あ
っ
た
最
愛
の
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
の
で
す
。
彼
は
「
主
よ
、
な
ぜ
」
と
神
様
に
問
い
か
け
ま
す
。

　
「
主
よ
、
な
ぜ
で
す
か　

父
に
続
い
て
母
ま
で
も　

み
国
へ
召
さ
れ
た
の
で
す
か

　

涙
が
あ
ふ
れ
て　

主
よ　

主
よ
と　

た
だ
呼
ぶ
だ
け
で　

次
の
言
葉
が
出
て
き
ま
せ
ん

　

主
よ　

あ
な
た
も　

私
と
一
緒
に　

泣
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
か
」

お
母
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
詩
を
作
る
お
手
伝
い
を
す
る
の
は
、
同
居
す
る
弟
の
奥
さ
ん
に
代
わ
り
ま
し
た
。
源

三
さ
ん
の
感
覚
は
さ
ら
に
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
音
や
に
お
い
で
感
じ
た
こ
と
を
詩
に
綴
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
私
は

十
年
ほ
ど
前
の
夏
に
、
源
三
さ
ん
の
故
郷
、
長
野
県
の
坂
城
町
を
一
人
で
訪
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
て
も
暑

い
日
で
し
た
が
、
地
元
の
方
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
と
お
り
お
墓
に
向
か
っ
て
静
か
な
町
を
歩
い
て
行
く
と
、
道

の
途
中
に
一
つ
の
詩
碑
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
源
三
さ
ん
と
、
そ
の
側
に
寄
り
添
う
よ
う
に
笑
顔
を
た

た
え
た
お
母
さ
ん
の
二
人
の
写
真
と
共
に
、「
今
日
一
日
も
」
と
い
う
次
の
よ
う
な
詩
が
刻
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
新
聞
の
に
お
い
に
朝
を
感
じ　

冷
た
い
水
の
う
ま
さ
に
夏
を
感
じ

　

風
鈴
の
音
の
涼
し
さ
に
夕
暮
れ
を
感
じ　

か
え
る
の
声
は
っ
き
り
し
て
夜
を
感
じ

　

今
日
一
日
も
終
わ
り
ぬ

　

一
つ
の
こ
と
、
一
つ
の
こ
と
に　

神
様
の
恵
み
と
愛
を
感
じ
て
」
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源
三
さ
ん
に
と
っ
て
、
恵
み
ど
こ
ろ
か
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
が
苦
し
み
で
あ
り
、
絶
望
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
彼
の
作
っ
た
詩
に
は
そ
ん
な
苦
し
み
よ
り
、
希
望
と
喜
び
、
そ
し
て
感
謝
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
彼
は
「
十
字
架
の
愛
」
と
い
う
詩
で
、
次
の
よ
う
に
そ
の
信
仰
を
表
し
ま
す
。

　
「
主
イ
エ
ス
が
歩
ま
れ
た
道
は　

昔
も
今
も　

誰
も
歩
い
た
こ
と
が
な
い

　

主
イ
エ
ス
が
歩
ま
れ
た
道
は　

私
を
誠
の
道
へ
導
く
た
め　

歩
ま
れ
た

　

十
字
架
の
道
」

今
年
は
、
水
野
源
三
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
三
十
三
年
、
生
ま
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
八
十
年
に
な
り
ま
す
。
彼
の

詩
集
『
我
が
恵
み
、
汝
に
足
れ
り
』
に
は
、
こ
う
し
て
ま
ば
た
き
で
作
ら
れ
た
た
く
さ
ん
の
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
手
に
取
っ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
聖
書
の
箇
所
で
は
、「
我
が
恵
み
、

汝
に
足
れ
り
」
と
い
う
文
語
体
は
「
私
の
恵
み
は
、
あ
な
た
に
十
分
で
あ
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
続
け
て
「
力
は

弱
さ
の
中
で
こ
そ
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
の
だ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
人
生
に
は
、
自
分
が
望
ん
だ
と
お
り
に
な
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
う
で
な
い
こ
と
の
方
が
多
く
あ
り
ま

す
。
自
分
が
望
ん
だ
と
お
り
に
も
の
ご
と
が
進
ん
で
い
る
時
は
、
私
た
ち
に
神
様
は
不
要
な
存
在
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
で
も
、
絶
望
し
た
時
、
自
分
に
限
界
を
感
じ
た
時
に
、
私
た
ち
は
思
わ
ず
「
神
様
」
と
叫
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。

ま
さ
に
、
弱
さ
の
中
で
神
様
を
認
識
し
、
神
様
の
力
が
表
さ
れ
る
こ
と
を
祈
り
求
め
る
瞬
間
で
す
。
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私
た
ち
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
他
の
人
と
比
べ
て
劣
等
感
を
も
っ
た
り
、
優
越
感
を
も
っ
た
り
し
な

が
ら
人
生
を
生
き
る
と
し
た
ら
、
今
ご
紹
介
し
た
水
野
源
三
さ
ん
の
よ
う
な
方
は
絶
望
し
か
も
つ
こ
と
が
で
き
な

い
存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
人
と
人
と
い
う
横
の
関
係
で
は
な
く
、
神
様
と
私
と
い
う
縦
の
関
係
、
こ
ん
な
自
分
に

目
を
と
め
て
く
だ
さ
る
偉
大
な
お
方
が
お
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
く
時
、
絶
望
は
希
望
へ
と
変
え
ら
れ
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
お
祈
り
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

「
神
様
、
私
た
ち
を
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
存
在
と
み
な
し
て
く
だ
さ
る
あ
な
た
の
恵
み
に
感
謝
い
た
し
ま

す
。
今
日
一
日
も
、
あ
な
た
の
恵
み
と
愛
を
感
じ
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
御
導
き
く
だ
さ
い
。
こ
の

祈
り
を
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
を
通
し
て
御
前
に
お
捧
げ
い
た
し
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
」
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編
集
後
記

大
学
宗
教
主
任　

阿
久
戸　

義　

愛

「
大
学
礼
拝
説
教
集
」
第
二
二
号
を
お
届
け
致
し
ま
す
。
東
北
学
院
大
学
で
は
、
年
間
の
授
業
期
間
、
毎
日
礼

拝
が
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
大
学
礼
拝
こ
そ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
拠
っ
て
立
つ
べ
き
東
北
学
院
の
建
学

の
精
神
が
も
っ
と
も
顕
わ
に
さ
れ
る
時
と
場
所
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
説
教
は
、

二
〇
一
七
年
度
に
実
際
に
語
ら
れ
た
説
教
を
文
章
化
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
説
教
集
を
通
し
て
、
東
北
学
院
が
常

に
守
っ
て
き
た
大
学
礼
拝
の
雰
囲
気
を
僅
か
で
も
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

説
教
は
、
決
し
て
単
な
る
原
稿
の
朗
読
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
説
教
者
の
た
し
か
な
声
で
語
ら
れ
、
そ
の
場
に
集
っ

た
会
衆
と
と
も
に
つ
く
ら
れ
て
い
く
「
一
回
的
な
出
来
事
」
で
あ
る
礼
拝
の
説
教
は
、
仮
に
同
じ
内
容
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
常
に
新
し
く
聞
か
れ
、
一
人
ひ
と
り
の
心
に
呼
び
か
け
る
も
の
で
す
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
説
教
も
読

者
に
呼
び
か
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
の
切
な
る
願
い
と
祈
り
は
、
大
学
礼
拝
の
「
場
」
に
お
越
し

い
た
だ
き
、
と
も
に
礼
拝
を
守
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

神
学
者
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
、
説
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
と
は ｢

証
言
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の
過
程｣

で
あ
り
、
ま
た
説
教
と
は
テ
キ
ス
ト
が
辿
る
「
証
言
の
過
程
」
を
、
も
う
一
度
、
会
衆
と
共
に
歩
む
こ

と
で
す
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、「
預
言
者
と
使
徒
た
ち
が
聞
い
た
こ
と
を
、
語
り
直
す
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
試
み

る
べ
き
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
大
切
な
こ
と
は
、
人
間
に
対
し
、
常
に
絶
対
的
に
未
知
の
真
理
で
あ
る
も
の
を
証
し
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
こ
と
に
、 
こ
の
よ
う
な
貧
し
い
証
し
の
奉
仕
に
よ
っ
て
こ
の
真
理
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
真
理
そ
の
も
の

が
語
り
だ
し
、
み
ず
か
ら
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
希
望
と
祈
り
を
も
っ
て
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
が
説
教
の
意
味
と
し
て
不
断
に
く
り
返
し
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
聖
書
の
テ

キ
ス
ト
の
背
後
に
人
間
に
と
っ
て
絶
対
的
に
未
知
で
あ
る
真
理
が
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」（『
神
の
言
葉
の
神

学
の
説
教
学
』）

東
北
学
院
の
大
学
礼
拝
で
の
御
言
葉
の
取
り
次
ぎ
は
、
牧
師
だ
け
で
な
く
信
徒
教
員
も
行
い
ま
す
。
そ
れ
は
決

し
て
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
に
し
っ
か
り
と
向
き
合
い
、
貧
し
い
証
し
の

奉
仕
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
私
た
ち
の
真
摯
な
取
り
組
み
は
、
御
言
葉
を
証
し
す
る
す
べ
て
の
者
が
携
わ
る
べ
き

も
の
で
す
。
聖
書
が
証
し
す
る
も
の
を
、
今
日
的
状
況
の
只
中
で
、
新
た
に
取
り
次
い
で
い
く
私
た
ち
の
説
教
の

「
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
を
、
祈
り
に
お
ぼ
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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一
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〇
二
二
・
二
六
四
・
六
四
二
八

ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
東
北
学
院
礼
拝
堂
の「
キ
リ
ス
ト
昇
天
」の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヒ
ー
ト
ン
・
バ
ト
ラ
ー
＆
バ
イ
ン
工
房
一
九
三
二
年
の
制
作　

4.4
×
3.5
メ
ー
ト
ル

　

一
九
三
二
年
献
堂
の
ラ
ー
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
東
北
学
院
礼
拝
堂
の
正
面
に
設
置
さ
れ
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト

昇
天
の
場
面
を
描
く
。
中
央
上
部
に
天
に
向
か
っ
て
上
っ
て
い
く
キ
リ
ス
ト
。
そ
れ
を
ユ
ダ
を
除
い
て
十
一
人
の
弟
子
た

ち
が
立
ち
会
っ
て
見
上
げ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
す
ぐ
下
で
跪
い
て
い
る
の
は
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
。
中
央
の
奥
に
は
夕
日
を

背
景
に
す
る
エ
ル
サ
レ
ム
が
描
か
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
の
場
所
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
郊
外
の
オ
リ
ブ
山
で
あ
る
か

ら
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
真
西
の
方
向
に
あ
る
。
夕
焼
け
風
景
は
ま
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
で
は
、
後
の
金
地
の
代
わ
り
に

モ
ザ
イ
ク
の
背
景
に
使
わ
れ
、
天
国
を
意
味
し
て
も
い
た
。
昇
天
は
キ
リ
ス
ト
が
神
で
あ
り
尚
か
つ
人
と
し
て
、
こ
の
地

上
と
天
国
を
繋
い
だ
こ
と
を
示
す
出
来
事
で
あ
り
、
現
実
世
界
を
神
に
繋
げ
て
意
味
付
け
る
。

　

こ
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
当
時
の
シ
ュ
ネ
ー
ダ
ー
院
長
が
、
横
浜
の
シ
ン
グ
ル
ト
ン
商
会
を
通
じ
て
、
ロ
ン
ド
ン
の

コ
ヴ
ェ
ン
ト
ガ
ー
デ
ン
の
ヒ
ー
ト
ン
・
バ
ト
ラ
ー
＆
バ
イ
ン
工
房
（H

EATO
N

 BU
TLER &

 BAYN
E

、
以
下
Ｈ
Ｂ
Ｂ
工
房
）

に
注
文
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｈ
Ｂ
Ｂ
工
房
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
バ
イ
バ
ル
（
十
八
世
紀
以
来
の
中
世
復

興
の
傾
向
の
総
称
で
、
そ
の
範
囲
は
文
学
か
ら
美
術
、
建
築
に
及
ぶ
）
の
指
導
的
工
房
で
、
一
八
五
二
年
に
ク
レ
メ
ン
ト
・

ヒ
ー
ト
ン
（Clem

ent H
eaton 1824-82

）
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
一
九
五
三
年
ま
で
存
続
し
て
い
た
工
房
で
あ
っ
た
。

当
学
院
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
一
九
三
二
年
製
で
あ
る
か
ら
、
工
房
の
作
品
と
し
て
は
、
か
な
り
後
期
の
作
品
で
は
あ
る

が
、
密
度
の
高
い
優
品
で
あ
る
。

　

一
九
三
二
年
の
設
置
以
来
八
十
年
以
上
経
過
し
今
や
、
支
え
て
い
た
鉛
桟
が
劣
化
し
、
重
み
に
よ
っ
て
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
全
体
が
た
わ
ん
で
い
た
。
東
日
本
大
震
災
の
揺
れ
に
よ
る
ひ
び
も
少
な
か
ら
ず
生
じ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
は
人
間
の
寿
命
と
同
じ
く
八
十
年
か
ら
百
年
で
修
復
を
し
な
い
と
崩
れ
て
く
る
。

　

今
回
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
修
理
は
、
平
山
健
雄
氏
を
代
表
と
す
る
横
浜
の
光
ス
テ
ン
ド
工
房
に
依
頼
し
た
。
ま
ず
八

月
一
日
に
取
り
外
さ
れ
横
浜
に
運
ば
れ
、
七
ヶ
月
後
の
二
月
二
十
七
日
に
再
び
横
浜
か
ら
仙
台
の
当
学
院
の
礼
拝
堂
に
運

ば
れ
再
設
置
さ
れ
た
。
受
肉
と
そ
れ
に
よ
る
神
化
（
テ
オ
ー
シ
ス
）、
つ
ま
り
学
院
の
建
学
の
精
神
の
源
で
あ
る
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
我
々
の
現
実
と
日
々
の
営
み
を
支
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
八
十
年
間
、
学
院
の
中
心
で
あ
る
礼
拝

堂
の
奥
の
祭
壇
部
分
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
視
覚
的
に
教
化
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
大
学
宗
教
主
任　

鐸
木
道
剛
）

＜表紙の絵について＞
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