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目

だ
れ
も
が
不
安
を
持

っ
て
い
る

人
は
安
心
を
求
め
て
い
る

何
が
本
当
に
大
切
な
こ
と
か

イ

エ
ス
の
言
葉

イ

エ
ス
に
学
ぶ
大
切
な

一
点

一宗
教

一
に
つ
い
て
の
誤
解

宗
教
と
は

「
こ
こ
ろ
根
」
の
教
え

宗
教
及
び
神
の
位
置

イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
関
心

イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
の
生
涯

イ
エ
ス
が
証
示
し
た
こ
と

宗
教
は
道
徳
で
は
な
い

聖
書
は
道
徳
の
書
で
は
な
い

聖
書
は
命
令
の
書
で
は
な
い

次

10886554125 23 21 18 16 15 1



イ
エ
ス
は

「創
造
に
お
け
る
自
然
」

「創
造
に
於
け
る
自
然
」
と
は

を
示
さ
れ
た

万
物
は
生
が
そ
う
と
す
る
配
慮
の
基
に
あ
る

「思

い
悩
む
な
」
と

い
う

こ
と

問
題
は

「自
我
」
に
あ
る

父
親
と
二
人
の
息
子
の
話

イ

エ
ス
は
警
え
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

「讐
え
話
」
の
受
け
取
り
方

神
と
人
間
と
の
関
係

命
に
す
ぎ
た
る
宝
な
し

魂
と
は
何
か

肉
体
と
魂
（心
）

お
ｔ

一身
体
」
は
念
い

霊
の
働
き

霊
と
は
何
か

プ
ネ
ウ

マ

霊

は
創
造
的
な
働
き
と
カ

ブ
ネ

，
一
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

一
　

一
　

ヽヽ
　
＾
　

　

ソ
フ
イ
ア

奎
工
の
働
き
は
創
造
的
な
力
と
智
慧

使
従
達
の
場
合

啓
示
と
理
性

の
日

ま

り

デ
　
●
　
ナ
　
ヽ
　

ス
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パ
ウ
ロ
の
場
合

イ
エ
ス
の
場
合
　
　
γ

イ

エ
ス
と
パ
ウ

ロ
に
共
通
な
る
も
の

「心
を
貧
し
く
」
す

一
心
を
貧
し
く
」
し

る
と

は

さ

ら

に
見
え

て
く

る

こ
と

て
行
く
と
何
が
見
え
る
か

聖
霊
体
験
は
理
性
の
否
定
排
除

０
こ
と
か

聖
霊
体
験
が
生
み
出
す
こ
と

聖
霊
体
験
は
人
間
の
何
を
更
新
さ
せ
る
の
か

イ
エ
ス
と
人
々
と
の
立
脚
点
の
違
い

第

一
の
世
界
と
第
二
の
世
界

も
う

一
つ
の
出
来
事

言
葉
の
出
所
の
違
い

さ
ら
に
、

や
つ

一
つ
の
出
来
事

群
衆
や
弟
子
の
言
葉
の
出
所

10110098 93 90 87 85 81 80 78 76 74 71 70 69



イ
エ
ス
の
言
葉
の
出
所

何
に
も
依
存
し
な
い

本
当
の
拠
り
所
と
は

単
純
で
明
解
な
人
生
の
事
実

樹
を
見
る

日
に
見
え
る
も

の
と
見
え
な

い
も

の

岩

の
上
に
建

て
ら
れ
た
家

岩
は
初
め
か
ら
足
元
に
あ
る

「宗
教
」
と
は

自
我
と
自
己

こ
の
世
の
意
義

生
き
る
秘
訣

自
分
を
捨
て
る
と
は

「自
分

一
に
つ
い
て
考
え
る

本
当

の
自
分
を
求
め
て

第

二
分
冊
　
目
　
次

136132131130129127123122120117116115112109107



再
び

一自
我
と
自
己
」

な
ぜ
自
我
と
自
己
か

パ
ウ
ロ
に
於
け
る
自
我
と
日
己

パ
ウ
ロ
の
直
接
経
験
と
贖
罪
信
仰

（
一
）

パ
ウ
ロ
の
直
接
経
験
と
贖
罪
信
仰

（　
）

パ
ウ

ロ
の
直
接
経
験
と
贖
罪
信
仰

（三
）

パ
ウ
ロ
の
直
接
経
験
と
贖
罪
信
仰

（四
）

パ
ウ
ロ
の
直
接
経
験
と
贖
罪
信
仰

（五
）

キ
リ
ス
ト
教
の
唯

一
絶
対
主
義
と
贖
罪
信
仰

キ
リ
ス
ト
教
の
唯

一
絶
対
主
義
と
贖
罪
信
仰

キ
リ
ス
ト
教
の
唯

一
絶
対
主
義
と
贖
罪
信
仰

贖
罪
の
意
味
―
罪
の
放
棄
と
克
服
―

（
一
）

贖
罪
の
意
味
―
罪
の
放
棄
と
克
服
―

（
二
）

贖
罪
の
意
味
―
罪
の
放
棄
と
克
服
―

（三
）

に

つ
い
て

（
一
）

（
一
）

（
一二
）

2102102031,719018417,11016315,14,144113138



第

三
分
冊
　

目
　
次

自
我
よ
り
深
い
大
い
な
る
命
の
営
み

律
法
主
義
の
庵

よ
く
よ
く
見
な
さ
い

思
い
慣
う
な

イ

ニ
ス
が
証
示
す
る
＝

あ

と

が

き



こ
の
世
と
人
間

ま
こ
と
に

「
人
生
と
は
、
重
荷
を
背
負

っ
て
坂
道
を
行
く
よ
う
な
も
の
」
だ
と
思
う
。

こ
の
世
に
生
き
る
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
欲
望
を
持

つ
身
体
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
い
だ
く
心
を
持

っ
て
生
き

す
０

る
こ
と
。
そ
れ
は
、
凄
ま
じ
い
現
実
で
す
。
こ
の
世
は
い
つ
も
、
私
た
ち
が
望
む
よ
う
に
、
ま
た
順
う
よ
う
に
は

ま
い
り
ま
せ
ん
。

こ
の
世
は
無
常
で
す
。
い
つ
何
が
　
わ
が
身
に
起
こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
思
い
も
か
け
ぬ
出
来
事
に
よ
っ
て

身
体
は
病
み
傷

つ
き
ま
す
。
そ
し
て
歳
と
と
も
に
老
い
、
や
が
て
臥
し
、
こ
の
世
か
ら
消
え
去
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
世
は
無
情
で
す
。
わ
が
心
が
抱
く
願
い
も
充
分
に
か
な
え
ら
れ
ず
、
お
お
く
の
願
い
は
失
望
と
落

あ
さ

ら

胆
と

諦

め
で
お
わ
り
、
最
後
に
　
す
べ
て
は
夢
の
よ
う
に
去
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
人
生
と
は
、
心
身
と
も
に
苦

し
く
辛
い
旅
路
で
す
。

こ
の
よ
う
な
人
間
の
姿
を
聖
書
は
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
ま
す
。

伝
道
者
は
言
う
。

空
の
空
、
空
の
空
、
い
っ
き
い
は
空
で
あ
る
。

日
の
中
で
人
が
労
す
る
す
べ
て
の
労
苦
は
、

そ
の
身
に
何
の
益
が
あ
る
か
。



世
は
去
り
、
世
は
き
た
る
。

し
か
し
地
は
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
。

日
は
昇
り
、
日
は
沈
み
、

そ
の
出
た
と
こ
ろ
に
急
ぎ
行
く
。

風
は
南
に
吹
き
、
ま
た
転
じ
て
、
北
に
向
か
い
、

め
ぐ
り
め
ぐ

つ
て
、
ま
た
そ
の
め
ぐ
る
所
に
帰
る
。

川
は
み
な
、
海
に
流
れ
入
る
。

し
か
し
海
は
満
ち
る
こ
と
が
な
い
。

川
は
そ
の
出
て
き
た
所
に
ま
た
帰

っ
て
行
く
。

す
べ
て
の
こ
と
は
人
を
う
み
疲
れ
さ
せ
る
。

人
は
こ
れ
を
言
い
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ

日
ほ
見
る
こ
と
に
飽
き
る
こ
と
が
な
く
、

耳
は
間
く
こ
と
に
満
足
す
る
こ
と
が
な
い
。

先
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
ま
た
後
に
も
あ
る
。

先
に
な
さ
れ
た
事
は
、
ま
た
後
に
も
な
さ
れ
る
。

日
の
下
に
は
新
し
い
も
の
は
な
い
。

「見
よ
、
こ
れ
が
新
し
い
も
の
だ
」
と

言
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
．

そ
れ
は
わ
れ
ら
の
前
に
あ

っ
た
世
々
に
、

２^



す
で
に
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
。

前
の
者
の
こ
と
は
覚
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
き
た
る
べ
き
者
の
こ
と
も
、

後
に
起
こ
る
者
は
こ
れ
を
覚
え
る
事
が
な
い
。

ま
た
、
聖
書
の

「詩
篇
」
も
次
の
よ
う
に
詩
い
ま
す
。

我
ら
が
年
の
尽
き
る
は
、　
一
息
の
ご
と
し
。

我
ら
が
年
を
経
る
は
七
十
歳
に
過
ぎ
ず
、

あ
る
い
は
健
や
か
に
し
て
八
十
歳
に
い
た
ら
ん
．

さ
れ
ど
そ
の
誇
る
と
こ
ろ
は
、
勤
労
と
悲
し
み
と
の
み
。

そ
の
去
り
ゆ
く
こ
と
速
や
か
に
し
て
、
我
ら
も
ま
た
飛
び
さ
れ
り
。

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
語
り
ま
す
。

あ
な
た
が
た
は
、
明
日
の
こ
と
も
わ
か
ら
ぬ
身
な
の
だ
。
あ
な
た
が
た
の
い
の
ち
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
。

あ
な
た
が
た
は
、
し
ば
し
の
間
あ
ら
わ
れ
て
、
た
ち
ま
ち
消
え
行
く
霧
に
す
ぎ
な
い
。

―
ヤ
コ
プ

の
手
紙
四
章

一
四
節
以
下
―

―
伝
道

の
書

一
章
二
節
以
下
―

―
詩
編
九
十
篇
九
節
以
下
「



だ
れ
も
が
不
安
を
持

っ
て
い
る

聖
書
は
、
こ
の
世
を
殊
更
に
悲
観
的
、
厭
世
的
に
見
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
書
が
語
る
こ
と
は
理
屈

で
は
な
く
、
こ
の
世
の
事
実
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ど
の
人
に
於
い
て
も
現
実
の
こ
と
で
す
。
こ
の

が
な

よ
う
な
人
生
の
空
し
さ
を
、
人
は
背
負
い
、
ま
た
、
引
き
ず
り
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
こ
そ
が
人
間

の
限
界
点
な

の
で
し
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
限
界
内
に
生
き
ぎ
る
を
得
な
い
者
が
人
間
と
し
て
の
私
た
ち
で
す
。

よ
く
落
ち

つ
い
て
、
自
分
の
生
を
思
い
め
ぐ
ら
す
と
き
、
私
た
ち
は
ま
こ
と
に

「は
か
な
い
者
」
で
す
。
先
に

聖
書
は

一あ
な
た
が
た
は
、
し
ば
し
の
間
あ
ら
わ
れ
て
、
た
ち
ま
ち
消
え
行
く
霧
に
す
ぎ
な
い
」
と
教
え
て
く
れ

ま
し
た
が
、
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
は

「根
無
し
草
　
浮
き
草

一
の
よ
う
な
も
の
だ
と
も
言
え
ま
し
よ
う
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
は
自
分
の
生
き
る
支
え
や
根
拠
を
持
た
な
い
ま
ま
で
生
き
て
い
る
者
で
す
。
こ
の
よ
う
な
在
り

方
は
不
安
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
ど
こ
に
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
生
き
る
意
味
は
な
に
な
の
だ
ろ
う
か
。
な
ん
の
た
め
に
生
き

る
の
か
。
本
当
に
自
分
を
文
え
て
く
れ
る
根
拠
が
分
か
ら
な
い
人
生
は
、
文
字
ど
お
り

一頼
り
無
い
人
生
だ
」
と

言
え
ま
す
．

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
自
分
の
存
在
は
、
そ
の
人
が
気
づ
い
て
も
気
づ
か
な
く
て
も
、
結
局
、
根
無
し

草
の
よ
う
な
自
分
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
誰
も
が
、
ど
こ
か
不
安
を
感
じ
、

な
に
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
落
ち

つ
か
ず
、　
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
け
れ
ど
も
生
き
て
い
る
自
分
に
寂
し
さ
を
覚
え
る
、



と
い
う
よ
う
な
感
じ
を
無
意
識
に
も

つ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
を

一
日
に
言
え
ば

「自
分
自
身
の
人
生
の
不

安
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

人

は
安
心
を
求

め

て
い
る

ど
の
人
も
自
分
が
安
心
し
て
生
き
て
行
け
る
な
に
か
を
求
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
分
を
活
き
活
き
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
を
探
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
と
試
行
錯
誤
し
ま
す
。
仕
事
や
趣
味
に
そ
れ

を
求
め
、
酒
に
、
遊
び
に
、
と
き
と
し
て
奉
仕
活
動
に
そ
れ
を
求
め
る
人
も
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
宗
教
団
体
に
そ

れ
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
、
そ
の
人
の
存
在
の
不
安
を
真
底
か
ら
取
り
除
き
安
心
を

与
え
、
こ
こ
ろ
安
ら
か
に
物
事
を
見
、
ま
た
は
考
え
、
深
い
感
謝
と
喜
び
と
愛
を
得
ら
れ
る
保
証
に
な
る
で
し
よ

う
か
。
そ
れ
は
時
間
が
経

つ
に
し
た
が
い
空
し
さ
に
変
わ
り
、
疑
義
の
思
い
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
は
お
よ
そ
安
心

と
は
程
遠
い
、
憎
し
み
や
争
い
や
競
争
、
加
え
て
偏
見
の
持
ち
主
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
と
も
か
ぎ

り
ま
せ
ん
。

何
が
本
当
に
大
切
な

こ
と
か

ど
の
植
物
に
も
そ
れ
を
支
え
て
い
る
根

っ
こ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
植
物
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
は
ど
、
そ
れ
を

支
え
る
根

っ
こ
が

一
層
し
つ
か
り
と
大
地
の
中

へ
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
場
合
、
大
切
な
根

っ
こ



は
見
え
ま
せ
ん
。
で
も
植
物
に
と

っ
て
根

っ
こ
は
最
も
大
切
な
支
え
で
す
。
根

っ
こ
は
植
物
が
存
在
す
る

「
根

拠
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
　
人
々
は
そ
の
植
物
の
根
っ
こ
を
見
な
い
で
、
見
え
る
枝
や
葉
、
花
や
実
ば
か
り
に
関
心

向
け
、
そ
れ
に
よ
つ
て
そ
の
植
物
を
評
価
し
、

「美
し
い
花
、
美
味
し
い
実
」
等
、
し
か
も
自
分
の
好
み
や
趣
味

と
い
っ
た
自
分
勝
手
な
利
得
の
思
い
で
取
扱
い
ま
す
。

人
間
に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。
そ
の
人
が
何
を
自
分
の
根
拠
と
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
本
当
に
又
え
に
な
る

も
の
を
持

っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
人
に
と
っ
て

一
大
事
な
の
で
す
。

「空
の
空
、
空
の
空
」
と
先
に
聖
書
に
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

「根
拠
が
無
い
」

「根

っ
こ
が
無
い
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
ま
た

「あ
な
た
が
た
は
霧
の
よ
う
だ
」
と
言
う
の
も

「何
の
支
え
も
無
い
者
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
生
で
美
し
い
花
を
咲
か
せ
て
多
く
の
人
々
を

「
ア
ツ
一
と
感
嘆
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
立
派
な
実
を
な
ら
せ
て

世
間
に
名
声
を
馳
せ
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
人
が
自
分
を
支
え
る
確
か
な

根

つ
こ
、　
ま
た
は
根
拠
と
し
て
の
上
台
を
持
つ
て
い
な
い
な
ら
、
所
詮
は
浮
草
の
よ
う
な
存
在
、　
一
時
の
徒
花
、

見
か
け
の
果
実
を
つ
け
る
人
生
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
す
べ
て
は
霧
の
よ
う
に
消
え
て
無
く
な
る
だ
け
で
す
。

イ

エ
ス
２

言
葉

人
間
の
存
在
の
根
拠
、
凛
た
ち
の
人
生
の
支
え
に
つ
い
て
、
自
分
の
命
を
か
け
て
証
示
さ
れ
た
方
、
そ
れ
が
イ

エ
ス
で
す
。
イ
エ
ス
の
言
動
の
す
べ
て
は
、
こ
の

一
点
を
証
示
し
て
い
ま
す
。
次
の
言
葉
も
そ
の

一
つ
で
す
。



わ
た
し
の
こ
れ
ら
の
言
葉
を
聞
い
て
行
う
者
を
、
岩
の
上
に
自
分
の
家
を
建
て
た
賢

い
人
に
比
べ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
雨
が
降
り
、
洪
水
が
押
し
寄
せ
、
風
が
吹
い
て
そ
の
家
に
打
ち

つ
け
て
も
、
倒
れ
る
こ
と
は
な
い
。
岩

を
上
台
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
た
し
の
こ
れ
ら
の
言
葉
を
聞
い
て
も
行
わ
な
い
者
を
、
砂
の
上
に

自
分
の
家
を
建
て
た
愚
か
な
人
に
比
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
雨
が
降
り
、
洪
水
が
押
し
寄
せ
、
風
が
吹
い
て
そ

の
家
に
打
ち

つ
け
る
と
、
倒
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
倒
れ
方
は
ひ
ど
い
の
で
あ
る
。

―

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
七
章
二
四
節
以
下
―

イ

エ
ス
は

「岩
を
上
台
と
し
て
家
を
建
て
よ
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
確
か
な
支
え
を
も

つ
て
人
生
を
歩

め
、
と
い
２

とヽ
で
す
。

イ

エ
ス
は

一砂
の
上
に
家
を
建
て
る
な
」
と
言
わ
れ
る
。
砂
の
上
と
は
上
台
が
無
い
と
い
う
こ
と
、
外
見
だ
け

の
も
の
を
生
き
る
上
台
に
す
る
な
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

岩
の
上
に
建
て
た
家
は

「
風
が
吹
き
つ
け
て
も
、
洪
水
が
押
し
寄
せ
て
も
倒
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。
生
き
る

こ
と
は
大
変
だ
。
し
か
し
磐
石
の
上
台
の
上
に
立

つ
人
生
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
立
た
さ
れ
て
も
、
栄
光
に
満
ち

た
者
と
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
る
。

し
か
し
、
砂
の
上
に
建
て
た
人
生
は
、
ど
れ
ほ
ど
そ
の
外
見
が
立
派
で
あ
り
、
内
側
が
整
え
ら
れ
て
い
て
も
、

必
ず
倒
れ
、
外
側
と
内
側
と
が
立
派
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
倒
れ
方
は
ひ
ど
く
、
失
う
も
の
は
多

い
と
言
わ
れ
る
。

自
分
の
人
生
の
足
元
に
確
か
な
土
台
を
持
た
ぬ
も
の
は

「愚
か
な
人
だ
」
と
イ

エ
ス
は
言
わ
れ
る
。



イ

エ
ス
に
学
ぶ
大
切
な

一
点

イ
エ
ス
の
徹
底
し
た
愛
の
言
動
は
、
時
と
所
を
超
え
多
く
の
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
、
同
時
に
人
の
心
を
慰
め
、

苦
し
み
を
癒
し
、
生
き
る
希
望
を
与
え
、
人
類
愛

べ
と
人
々
を
感
化
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
イ
エ
ス
は
偉

う

な
“

大
な
お
方
で
す
。
し
か
し
、
大
切
な
事
は
、
そ
の
よ
う
な
偉
大
な
生
涯

ベ
イ

エ
ス
を

促

し
た
命
は
何
な
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
。　
一
体
、
イ

エ
ス
は
何
を
見
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
自
分
目
身
を
何
処
に
置
い
て
い
た
の
か
。
イ

エ
ス
は
何
処
に
立

っ
て
こ
の
世
を
生
き
て
い
た
の
か
。
こ
の

一
点
が
イ
エ
ス
に
学
ぶ
最
も
大
切
な
事
で
す
。
そ
の

一
点
を

「大
い
な
る
命
の
上
台
」
と
い
う
な
ら
、
聖
書
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
は
、
私
た
ち

一
人

一
人
が
自
分
の
人

生
の
、
そ
し
て
生
活
の

「命
の
上
台
」
を
学
び
、
そ
れ
を
得
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

自
分
が
立

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
分
か
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
、
自
分
が
歩
む
方
向
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
た
だ
日

先
の
こ
と
、
こ
の
世
の
は
か
な
き
夢
を
追

っ
て
、
た
だ
こ
の
世
を
生
き
る
だ
け
な
ら
、

「砂
の
上
に
家
を
建
て
た

愚
か
な
人
」
に
な

っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

「大
い
な
る
命
の
土
台
」
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う

か
。

宗
教

と

は

「
こ
こ
ろ
根
」

の
教
え

「宗
教
」
と
は
何
か
．
多
く
の
説
明
や
解
説
が
あ
つ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
見
解
が
う
る
．
私
に
と

っ
て



「宗
教
」
は
、
と
て
も
地
味
な
も
の
　
つ
ま
り
日
常
生
活
の
表
面
に
日
立

つ
て
現
れ
て
こ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
の

生
き
る
命
の
芯
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「宗
教
」
は
、
　
”私
の
も
の
・
と
し
て
騒
ぎ
た
て
る
も
の
で
は
な
い
、
と
思
う
。
　
Ｅ
不
教
」
と
い
う
漢
字
の

一宗
」
を

「
こ
こ
ろ
ね
（根
ご

と
読
ん
だ
学
者
が
い
る
、
そ
の
読
み
方
に
私
は
共
感
し
て
い
る
。　
つ
ま
り
、

「宗

教
」
と
は

「心
の
根

っ
こ
の
教
え
」
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
れ
を
地
上
に
現
れ
て
い
る
植
物
に
た
と
え
て
み
る
な
ら
、

「根
」
は
地
面
の
下
深
く
に
張

っ
て
い
て
見
え
な

い
。
し
か
し
　
そ
の
根
が
植
物
を
支
え
生
か
し
て
い
る
。
そ
れ
が
証
拠
に
根
を
切
ら
れ
た
植
物
は
忽
ち
枯
れ
て
し

ま
う
．
植
物
に
と
っ
て
根
は
日
立
た
な
い
が
そ
れ
を
活
か
す
命
の
芯
で
あ
る
。
幹
や
枝
、
葉
や
花
、
そ
こ
に
な
る

実
、
そ
れ
ら
の
日
に
見
え
る
部
分
は
、
日
に
見
え
な
い
根
に
よ
つ
て
支
え
活
か
さ
れ
て
い
る
。
根
が
宗
教
の
世
界

で
あ
る
な
ら
、
地
上
に
現
れ
て
い
る
部
分
は
さ
し
ず
め
こ
の
世
の
日
に
見
え
る
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

そ
の
場
合
社
会
的
な
宗
教
現
象

一
般
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。
（社
会
的
な
宗
教
現
象
と
は

「Ｏ
Ｏ
宗
教
」

「
×
ｘ

教
」
の
組
織
、
教
義
、
儀
式
、
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
癒
し
な
ど
の
御
利
益
現
象
を
含
め
て
、
日
に
見
え
る
広

い
意
味
で
の
一
つ
の
文
化
現
象
の
こ
と
で
あ
る
）
つ
ま
り
、
宗
教
と
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
と
の
関
係
は
、
根

と
し
て
の
日
に
見
え
な
い
宗
教
の
世
界
が
第

一
で
、
日
に
見
え
る
世
界
は
第
二
の
事
と
し
て
現
成
す
る
世
界
な
の

で
あ
る
。
私
た
ち
は
見
え
な
い
根

っ
こ
と
し
て
の
宗
教
と
地
上
に
現
象
し
て
い
る
所
謂

「宗
教
」
と
を
混
同
し
て

は
な
ら
な
い
。

し
か
し

一
方
、
植
物
に
お
い
て
は
、
根
だ
け
が
大
切
な
の
で
は
な
く
、
幹
や
枝
か
ら
生
ず
る
葉
も
花
も
実
も
大

切
で
あ
る
。
特
に
葉
は
太
陽
の
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
炭
酸
ガ
ス
と
水
か
ら
澱
粉
を
つ
く
る
所
謂
光
合
成

に
よ
つ
て
根
も
育
て
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
は
、　
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。　
つ
ま
り
、
日
に
見
え
な
い
根



と
日
に
見
え
る
業
と
の
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
は
同
じ
で
は
な
い
が
、
同
時
に
相
補
的
で
別
な
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
。

植
物
の
存
在
に
つ
い
て
の
こ
の
事
実
は
、
日
に
見
え
て
い
る
こ
の
世
と
、
日
に
見
え
な
い
世
界
と
は
別
で
あ
り
な

が
ら
分
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
．

「宗
教
」
に

つ
い
て
の
誤
解

と
き
と
し
て

「宗
教
」
は

「
こ
こ
ろ
の
世
界
」
の
こ
と
と
受
け
取
ら
れ
る
。
■
た
日
に
見
え
な
い
神
や
仏
は
聖

く
、
日
に
見
え
る
世
界
は
俗
で
汚
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
日
に
見
え
な
い
も
の
は
永
遠
で
価
値
が

■
か
０

あ
り
、
見
え
る
も
の
は
傷

き
も
の
で
価
値
無
き
も
の
と
教
え
る
の
が

「宗
教
」
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は

「宗
教
一
に
つ
い
て
の
誤
解
で
あ
る
。

一
方
、
　
コ
示
教
」
は
こ
の
世
の
生
活
に
直
接
利
益
を
も
た
ら
す

”打
ち
出
の
小
槌
・
の
よ
う
に
思

つ
て
い
る
人

が
い
る
。
金
持
ち
に
な
る
、
立
身
出
世
を
す
る
、
病
気
や
苦
難
が
去
る
等
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
祈
願
し
、
願
い
を

叶
え
て
く
れ
る
も
の
が

「宗
教
」
だ
と
思

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も

「宗
教
」
に
つ
い
て
の
誤
解
で
あ
る
。

宗
教
は
本
来
、
日
に
見
え
る
世
界
と
日
に
見
え
な
い
世
界
と
は
、　
一
つ
の
命
に
結
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
を
語
る
。
日
に
見
え
る
世
界
に
宗
教
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
日
に
見
え
な
い
世
界
に
宗
教
が
あ
る
の
で

も
な
い
。
宗
教
は
日
に
見
え
る
世
界
や
日
に
見
え
な
い
世
界
の
す
べ
て
を
超
絶
し
た
人
い
な
る
命
の
た
ぎ
り
と
し

て
、
そ
れ
ら
の
世
界
を
根
元
か
ら
抱
き
か
か
え
て
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
い
る
出
来
事
の
世
界
を
提
示
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず

一見
え
る
世
界
と
見
え
な
い
世
界
」
と
か

「
こ
の
世
と
あ
の
世
」
、
さ
ら
に

「聖
な
る
世
界

10



と
俗
な
る
世
界
」
に
分
け
、
そ
の

一
方
の
立
場
に
立
ち
、
他
方
を
軽
ん
ず
る
考
え
方
を
宗
教
的
な
生
き
方
だ
と
思

っ
て
い
る
人
が
、
宗
教
人
の
な
か
に
も
い
る
。
そ
れ
は
根
だ
け
を
重
ん
じ
て
幹
や
枝
や
案
や
花
を
軽
ん
ず
る
こ
と

と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
、
幹
や
枝
や
葉
や
花
な
ど
の
利
益
だ
け
に
執
わ
れ
て
根

を
軽
ん
じ
る
の
に
似
て
い
る
。
し

か
し
、
樹
が
生
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
に
見
え
る
部
分
と
日
に
見
え
な
い
根
の
部
分
と
は
同
じ
で
は
な
い

が
、
二
つ
は
分
か
た
ず
に
相
補
性
を
保
ち
、
そ
の
樹
と
し
て
在
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宗
教
及
び
神

の
位
置

「宗
教
」
を
問
う
と
は
、
自
分
が
生
き
て
行
く
本
当
の
拠
り
所
を
聞
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
自
分
の
存
在
の
真

実
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
、
大
い
な
る
命
の
土
台
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

一
般
で
は

「神

を
求
め
る
」
と
言
い
、
そ
の
神
を
信
じ
る
事
を

「信
仰
」
と
言
つ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

「宗
教
」
の
内
容
は
神

と
人
間
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
　
ど
不
教
」
を
間
う
こ
と
は
自
分
が
生
き
る
な
か
で
の
神
の

位
置
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。

イ
エ
ス
は

「天
は
神
の
玉
座
一
で
あ
り

「
こ
の
世
は
神
の
足
台
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
。

（
マ
タ
イ
に
よ
る
福

音
書
五
章
三
四
節
以
下
）
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
は
、
神
は
天
と
地
に
命
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
旧
約
聖

書
の
信
仰
人
は
神
を
次
の
よ
う
に
賛
美
し
た
。

も
ろ
も
ろ
の
人
は
神
の
栄
光
を
あ
ら
わ
し
、

11



大
空
は
そ
の
御
手
の
わ
ざ
を
し
め
す
。

こ
の
日
、
言
葉
を
か
の
日
に
つ
た
え
、

こ
の
一孜
、
知
識
を
か
の
一楔
に
お
く
る
。

語
ら
ず
言
わ
ず
、
そ
の
声
き
こ
え
ぎ
る
に

そ
の
ひ
び
き
は
全
地
に
あ
ま
ね
く
。

そ
の
言
葉
は
地
の
は
で
に
ま
で
お
よ
ぶ
．

即
ち
、
神
の
命

の
た
ぎ
り
は
波
動
し
て
大
地
に
お
よ
び
、
す
べ
て
は
神
の
命
の
反
映
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相

応
し
く
存
在
す
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
神
の
命
の
た
ぎ
る
現
実
を
ヤ

コ
ブ
は
、
い
み
じ
く
も
、
次
の
よ
う
に
看

破
し
た
。

愛
す
る
兄
弟
た
ち
よ
。
思
い
違
い
を
し
て
は
い
け
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
良
い
贈
り
物
、
あ
ら
ゆ
る
完
全
な
賜
物
は
、

上
か
ら
、
光
の
父
（神
）
か
ら
下
つ
て
来
る
。
父
（神
）
に
は
、
変
化
と
か
回
転
の
影
も
な
し
。

―
ヤ

コ
ブ
の
手
紙

一
章

一
七
節
―

聖
書
に
於
い
て
は
天
も
地
も
、
見
え
な
い
世
界
も
見
え
る
世
界
も
す
べ
て
神
が
創
造
し
、
し

つ
ら
え
て
く
だ
さ

っ
た
人
い
な
る
命
の
た
ぎ
る
場
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
の
命
の
た
ぎ
り
か
ら
言
え
ば
、
も
は
や
、
こ
の
世

も
あ
の
世
も
な
い
。
ま
た
聖
も
俗
も
無
い
。
有
限
も
無
限
も
無
い
。
あ
る
の
は
神
の
大
い
な
る
命
の
た
ぎ
り
だ
け

で
あ
る
。
ま
さ
に
神
は
、
絶
対
の
愛
と
恵
み
と
化
し
て
天
地
宇
宙

を
ま
る
抱
え
、
命
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

―
詩
編

一
九
篇
―
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神
の
命
の
た
ぎ
り
の
事
栗
を
ヤ
コ
ブ
は

「神
に
は
回
転
の
影
も
な
し
」
と
賛
美
し
た
。
こ
れ
を
イ

エ
ス
は
次
の
よ

う
に
語
る
。

か

つ
て
パ
ウ

ロ
が
身
を
置
い
て
い
た
宗
教
は

，律
法
殖
持
破
済
主
義
宗
教
・
と
も
言
え
る
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
教
で

あ

っ
た
。
神
が
与
え
た
戒
律
（律
法
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
遵

守
す
る
こ
と
で
神
の
救
済
に
あ
ず
か
る
と
い
う
宗
教

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
救
い
は
到
達
点
に
あ

っ
て
、
そ
の
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
て
律
法

（戒
律
）
を

一
所
懸
命
に
守
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
自
力
信
仰
の
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
パ
ウ

ロ
は
、
彼
自
身
の
激
烈
な
努
力
に
よ

つ
て
完
全
遵
守
し
た
。

父
（神
）
は
、
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
の
ぼ
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
な
い
者
に
も
雨
を
降
ら
せ
て
く

だ
さ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
市
四
五
節
―

す
べ
て
の
善
悪
に
先
立

っ
て
先
ず

”神
の
命
の
た
ぎ
り
が
あ
る
・
。
人
間
が
計
ら
う
以
前
に
神
の
回
転
の
影
も

な
い
絶
対
の
愛
と
恵
み
と
が
、
ど
の
人
の
基
に
も
来
て
い
る
、
だ
か
ら
ど
の
人
も
生
き
て
い
ら
れ
る
の
だ
。
こ
れ

こ
そ
が
ま
さ
に

「命

の
上
台
」
な
の
で
あ
る
。

使
徒
パ
ウ

ロ
の
場
合
、
こ
の
神
の
愛
と
恵
み
な
る

「命
の
土
台
」
を
悟

っ
た
そ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
　
　
１３

出
て
く
る
の
だ
。

神
が
お
造
り
に
な

つ
た
も
の
は
す
べ
て
良
い
も
の
で
あ
り
、
感
謝
し
て
受
け
る
な
ら
ば
、
何

一
つ
捨
て
る
も
の

は
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
テ
モ
テ
ヘ
の
手
紙
Ｉ
四
章
四
節
―



け
い
一
言
吟
¨
喘
課
郡
』
』
』
衛
酎

脚
卸
時
¨
評
磁
妊
罐
「
い
轟
六
″
師
競
¨
は
「
け
帥^
い
は
申
鯨
わ
れ
一
鋼
棚

自
分
を
自
党
す
る
こ
と
で
、
律
法
遵
守
救
済
主
義
宗
教
に
ひ
そ
む

，魔
‘
を
見
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
自
分

の
内
に
救
い
が
た
い

「罪
人
性
一
の
い
つ
そ
う
の
深
ま
り
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

パ
ウ

ロ
が
そ
れ
ま
で
身
を
置
い
た

ユ
ダ
ヤ
教
で
は

，自
分
の
熱
烈
な
努
力
に
よ

つ
て
到
達
す
る
こ
と
で
得
る
救

い
・
が
イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
於
い
て
は
、
　

，自
分
の
努
力
と
は
関
係
な
く
、
努
力
以
前
に
す
で
に
自
分

が
生
き
て
い
る
現
場
に
救
済
が
あ

っ
た
・
と
い
う
こ
と
に
開
眼
し
た
の
で
あ
る
。　
つ
ま
り
、
到
達
点
に
で
は
な
く
、

・出
発
点
に
す
で
に
救
済
が
あ

つ
た
・
の
だ
。
そ
れ
は
、
自
分
が
努
力
を
す
る
も
し
な
い
も
な
い
。
自
分
が
救
わ

れ
る
か
滅
び
る
か
で
は
な
い
。
自
分
が
律
法
を
遵
守
す
る
か
否
か
で
は
な
い
。
自
分
の
善
悪
で
は
な
い
。
自
分
の

一
切
の
計
ら
い
に
先
立

つ
て
、
す
で
に
満
ち
て
い
る
神
の
愛
に
包
ま
れ
て
い
る
自
分
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

人
は
だ
れ
で
も
人
間
と
し
て
充
実
し
た
人
生
を
お
く
り
た
い
と
願

つ
て
い
る
。
そ
の
願
い
を
現
実
の
も
の
と
す

る
も
の
は
何
で
あ
り
、
何
処
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
人
間
の
聞
い
と
願
い
に
答
え
得
る
唯

一
の
も
の
、
そ
れ

が
宗
教
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
宗
教
は
地
上
に
現
れ
た
文
化
と
し
て
の
特
定
の
宗
教
を
自
我
が
選
択
し
、
そ
の

教
義
を
信
じ
、
そ
の
組
織
に
属
し
信
徒
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
真
の
宗
教
は
そ
の
人
が
生

き
る
足
元
に
あ
る
。
そ
の
人
の
思
い
に
先
立

つ
て
、
そ
の
者
の
命
を
根
抵
か
ら
成
り
立
た
せ
生
死
を
超
え
て
支
え

て
い
る
大
い
な
る
命
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。

一神
の
国
（神
の
お
恵
み
の
働
き
）
は
、
見
え
る
形
で
来
な
い
。　
で

，
）
に
あ
る
」

『
あ
そ
こ
に
あ
る
』
と
言
え

る
も
の
で
も
な
い
。
実
に
神
の
国
（神
の
お
恵
み
の
働
き
）
は
あ
な
た
が
た
の
直
中
に
あ
る
の
だ
―
」
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―
ル
カ
に
よ
る
福
音
書

一
七
章
二

一
節
―

私
が
イ
エ
ス
か
ら
受
け
、
パ
ウ
ロ
か
ら
示
さ
れ
た
宗
教
と
神
を
語
る
な
ら
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。

イ

エ
ス

。
キ
リ

ス
ト

ヘ
の
関
心

イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
と
言
う
と
、

「キ
リ
ス
ト
教
の
教
祖
だ
」
と
思
う
人
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、

一わ
た
し
の
家
は
仏
教
（又
は
神
道
）
で
す
か
ら
、
イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
に
関
心
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

「
日
本
に
は

仏
教
や
神
道
な
ど
立
派
な
宗
教
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
わ
た
し
は
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
は
関
係
あ
り

ま
せ
ん
」
と
言
う
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
怪
率
な
考
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

わ
た
し
に
と

つ
て
、
イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト

ヘ
の
関
心
は
、
所
謂

「キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う

・宗
教
・
以
前
に
、

イ
エ
ス
が
こ
の
世
を
ど
の
よ
う
に
見
て
、
自
分
の
人
生
を
生
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ

つ
て
、

，キ
リ
ス
ト
教
徒
・
に
な
る
た
め
に

「キ
リ
ス
ト
教
」
を
学
ぶ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
勿
論
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に

な
り
た
い
の
で
学
ぶ
人
も
い
る
で
し
よ
う
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
泊
分
を
殺
害
す
る
者
の
た
め
に
、
神
の
赦
し
を

十
宇
架
上
で
祈
り
な
が
ら
死
ん
で
行

っ
た

，イ
エ
ス
の
徹
底
し
た
愛
の
生
き
方
・
に
心
が
ひ
か
れ
る
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。

つ
ま
り
、
イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、

「キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
宗
教
の
信
徒
に
な

る
か
否
か
、
又
は
、
そ
の
宗
教
が
西
洋
の
宗
教
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
よ
り
良
く
生
き
た
い
と
願
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う

一
人
の
人
間
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
生
き
方
が
理
屈
ぬ
き
で
心
の
芯
に
響
い
て
来
る
何
か
が
あ
る
。
ま
つ
た
く
無

関
心
で
は
す
ま
せ
ら
れ
な
い
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
自
分
の
人
生
に
と
っ
て
大
切
な
何
か
が
あ
る
の
で
は
と

思
う
、
人
と
し
て
の
思
い
が
、
時
代
や
民
族
の
差
を
超
え
て
多
く
の
人
々
を
し
て
イ

エ
ス
に
関
心
を
い
だ
か
せ
て

き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

イ

エ
ス

・
キ
リ

ス
ト

の
生
涯

イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
知
る
た
め
の
唯

一
の
手
が
り
は
現
在
で
は

「新
約
聖
書
」
の
中
の

「福
音
書
」

と
言
わ
れ
て
い
る
書
物
だ
け
で
す
。
も
と
も
と
イ
エ
ス
は
何
も
書
き
残
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
弟
子
た
ち

が
イ

エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
に
出
会
い
、
共
に
生
活
す
る
な
か
で
見
て
、
感
じ
、
知

っ
て
見
出
し
た
神
さ
ま
の
命
の
世

界
、
―
そ
れ
は
人
間
の
本
当
の
安
ら
ぎ
、
失
望
に
終
わ
ら
な
い
確
か
な
希
望
、
こ
の
世
に
は
多
く
の
歎
難
や
苦
労

が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
生
き
て
い
こ
う
、
生
き
て
行
け
る
、
生
き
て
行
く
の
だ
、
と
い
う
本
当
の
人
生
の
救
い
―

に
日
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
イ
エ
ス
が
身
を
も

っ
て
証
示
さ
れ
、
自
分
が
身
を
も
つ
て
受
け

た
神
の
有
り
難
き
命
の
世
界
を
、
書
き
記
し
た
の
が

「福
音
書
」
（
福

い
な
る
音
便
の
書
）
と
な

っ
た
の
で
す
。

「新
約
聖
書
」
に
は
福
音
書
を
記
し
た
四
人
の
名
前
に
よ
る
四
つ
の

「福
音
書
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

，
マ

タ
イ
に
よ
る
福
音
書
・
　
，
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
・
　
，
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
・
　
，
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
・
で
す
。

先
に
も
言
い
ま
し
た
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
記
し
た
文
章
は
四
つ
の
福
音
書
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
福
音
書
は
、
イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
克
明
に
記
録
し
た
、
所
謂

「イ
エ
ス
の
伝
記
」

０́



で
は
な
く
　
イ
エ
ス
に
規
し
く
接
し
た
人
（弟
子
）
、
ま
た
は
人
達
（原
始
教
団
）
が
、
イ

エ
ス
と
は
ど
の
よ
う
な
お

方
だ

っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
イ
エ
ス
の
言
動
を
語
る
こ
と
で
信
仰
的
に
告
自
し
た
文
章
な
の
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
私
た
ち
現
代
に
生
き
る
者
が
福
音
書
を
読
ん
で
、
イ
エ
ス
が
な
さ

っ
た
不
思
議
な
こ
と
、　
つ
ま
り
奇

跡
な
ど
に
接
し
て
、
　
コ

，
″
な

，お
と
ぎ
噺
‘
の
よ
う
な
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
思
わ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は

，は
や
と
ち
り
・
と
い
う
も
の
で
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
　
一奇
跡
云
々
」
で
は
な
く
、
そ
の
出
来
事

を
通
し
て
証
示
さ
れ
て
い
る
、
　

，ど
の
人
に
と

つ
て
も
生
き
る
こ
と
に
於
い
て
極
め
て
大
切
な
事
・
を
そ
こ
か
ら

受
け
と
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
生
活
の
な
か
で
き
ま
ざ
ま
な

「事
」
に
出
会
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
出
会

っ
た

「出
来
事
」

。そ

の
事
・
だ
け
に
囚
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
そ
の

「出
来
事
」
に
於
い
て
了
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
本
当

の

「
こ
と
」
を
見
失

っ
て
し
ま
い
　
表
面
的
な

「出
来
事
云
々
」
ば
か
り
を
議
論
し
て
、
賛
成
　
反
対
、
肯
定
　
否

定
、
の
空
し
い
論
議
に
明
け
暮
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
愚
か
な
こ
と
、
馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら

　

「福
舌
書
」
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
奇
跡
と
言
う

「出
来
事
」
を
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
論
じ
る
な
ら
、

お
よ
そ
福
音
書
の
記
者
が
イ

エ
ス
に

つ
い
て
証
示
し
よ
う
と
し
た

，ど
の
人
に
と

っ
て
も
大
切
な
事
・
を
見
失
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
勿
論

「イ

エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
は
神
の
子
な
の
だ
か
ら
、
奇
跡
な
ど
は
簡
単
に
お
出
来
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
を
信
じ
な
い
の
は
不
信
仰
で
す
」
と
い
つ
た
熱
心
な
？
論
理
は
、
私
は

，ど
う
か
な
あ
・
と
思
い
ま

す
。
ま
し
て
や
、
二
千
年
も
音
の
、
そ
し
て
日
本
と
は
異
な
る
精
神
的

（文
化
的
）
■

つ
自
然
的
風
上
の
中
で
生
活

し
た
人
達
の
言
動
を
通
し
て
語
ら
れ
た
事
柄
を
、
そ
の
ま
ま
そ
つ
く
り
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
受
け
入
れ
る
こ

と
を
、
　

，聖
書
的
信
仰
・
と
い
う
な
ら
、
そ
の
聖
書
的
信
仰
は
極
め
て
合
理
的
、
表
面
的
な
信
仰
だ
と
言
え
な
い

で
し
ょ
う
か
。
人
を
見
る
に
そ
の
人
の
外
見
云
々
で
は
な
く
、
そ
の
人
の

，精
神
の
志

，
を
知
る
こ
と
が
肝
要
な
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の
と
同
じ
で
す
。

イ

エ
ス
が
証
示
し
た

こ
と

イ
エ
ス
が
身
を
も
っ
て
証
示
し
た

，ど
の
人
に
と
つ
て
も
大
切
な
こ
と

，
と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
よ
う
か
。
そ

れ
に
つ
い
て
イ
エ
ス
は
明
解
に
事
実
を
も
つ
て
語
ら
れ
ま
し
た
。
先
に
も
紹
介
し
ま
し
た
次
の
提
示
で
す
。

父
（神
）
は
、
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
の
ば
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
な
い
者
に
ぎ
雨
を
降
ら
せ
て
く

だ
さ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
四
五
節
―

こ
の
イ
エ
ス
の
提
示
は
、
イ
エ
ス
が
こ
の
世
を
ど
の
よ
う
に
見
、
人
生
を
如
何
に
生
き
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う

こ
と
の
根
本
の
提
示
で
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
人
間
と
し
て
生
き
る
た
め
の
最
低
の
心
得
な
の
で
す
。

こ
の
イ
エ
ス
の
提
示
は
、
理
屁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
が
考
え
出
し
た
理
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
が
生

き
て
い
る
と
い
う
出
来
事
の
現
場
で
、
そ
の
人
が
何
か
を
考
え
思
い
、
行
動
す
る
以
前
に
、
既
に
そ
の
人
に
無
条

件
に
備
え
与
え
ら
れ
て
　
そ
の
人
を
生
か
し
て
い
る
神
の
大
い
な
る
命
の
提
示
な
の
で
す
。
こ
の
提
示
を
さ
ら
に

詳
し
く
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
言
っ
て
お
く
。
自
分
の
命
の
こ
と
で
何
を
食
べ
よ
う
か
何
を
飲
も
う
か
と
、
ま
た
自
分
の
体
の
こ
と



で
何
を
着
よ
う
か
と
思
い
悩
む
な
。
命
は
食
べ
物
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
体
は
衣
服
よ
り
も
大
切
で
は
な
い
か
。

空
の
鳥
を
よ
く
見
な
さ
い
。
種
も
蒔
か
ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
倉
に
納
め
も
し
な
い
、
だ
が
、
あ
な
た
が
た
の

天
の
父
（神
）
は
島
を
養

っ
て
く
だ
さ
る
。
あ
な
た
が
た
は
、
鳥
よ
り
も
価
値
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
あ
な
た
が

た
の
う
ち
だ
れ
が
、
思
い
悩
ん
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
寿
命
を
わ
ず
か
で
も
延
ば
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
な
ぜ

衣
服
の
こ
と
で
思
い
悩
む
の
が
．
野
の
花
が
ど
の
よ
う
に
し
て
育

つ
か
、
注
意
し
て
見
な
さ
い
。
働
き
も
せ
ず

紡
ぎ
も
し
な
い
。
し
か
し
、
言

っ
て
お
く
、
栄
華
を
究
め
た
ノ
ロ
モ
ン
王
で
さ
え
、
こ
の
花
の

一
つ
ほ
ど
に
も
着

飾

っ
て
い
な
か
っ
た
。
今
日
は
生
え
て
い
て
、
明
日
は
炉
に
投
げ
込
ま
れ
る
野
の
草
で
き
え
、
神
は
こ
の
よ
う
に

装

っ
て
く
だ
さ
る
。
ま
し
て
、
あ
な
た
が
た
に
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
信
仰
の
薄
い
者
た
ち
よ
。
だ

か
ら

　

「何
を
食
べ
よ
う
か
」

「何
を
飲
も
う
か
」

「何
を
着
よ
う
か
」
と
言

っ
て
、
思
い
悩
む
な
。
そ
れ
は
み

な
、
異
邦
人
（神
を
知
ら
な
い
者
）
が
切
に
求
め
て
い
る
も
の
だ
。
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
（神
）
は
、
こ
れ
ら
の
も

の
が
み
な
あ
な
た
が
た
に
必
要
な
こ
と
を
ご
存
じ
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
神
の
国
（神
の
お
恵
み
の
支
配
）
と

神
の
義
（神
が
必
ず
実
現
し
て
く
だ
さ
る
正
し
さ
）
と
を
求
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
み
な
加

え
て
与
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
明
日
の
こ
と
ま
で
　
思
い
悩
む
な
。
明
日
の
こ
と
は
明
日
が
目
分
で
思
い
悩
む
。

そ
の
日
の
苦
労
は
　
そ
の
日
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
　
　
　
　
―

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
六
章
二
五
節
以
下
―

イ

エ
ス
は
人
生
を
語
り
つ
つ
、
神
を
語

っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
生
を
深
く
見
つ
め
て
い
ま
す
と
、
神
を

仰
が
ぎ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
地
に
在

っ
て
本
当
に
力
強
く
生
き
よ
う
と
す
る
な
ら
、
天
に
日
を
向

け
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
地
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
天
の
裏
付
け
な
く
し
て
あ
り
得
ず
　
人

は
初
め
か
ら
神
な
く
し
て
人
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
人
間
は
限
り
が
あ
る
者
だ
か
ら
で
す
。
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空
の
鳥
や
野
の
花
が
ど
の
よ
う
で
あ
れ
、
空
や
地
、
鳥
や
花
は
そ
れ
自
体
で
在
る
の
で
は
な
く
、
先
ず
空
と
し

て
、
地
と
し
て
、
鳥
と
し
て
、
花
と
し
て
　
神
に
し

つ
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
　
空
と
し
て
、
地
と
し
て
、

鳥
と
し
て
、
花
と
し
て
在
り
得
る
の
で
す
。
こ
の
事
実
は
、
私
た
ち
人
間
に
於
い
て
も
同
じ
で
す
。
そ
の
人
が
食

べ
る
こ
と
、
着
る
こ
と
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
思
い
悩
み
　
考
え
努
力
し
、
も
の
を
作
り
行
動
で
き
る
こ

と
に
先
だ

つ
て
、
神
が
人
に
生
き
る
場
を
し
つ
ら
え
、
生
き
る
命
を
そ
れ
ぞ
れ
に
備
え
、
知
恵
を
与
え
て
互
い
に

親
し
み
助
け
合

っ
て
生
き
る
よ
う
に
し
て
下
さ

つ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
人
は
生
き
る
事
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
神
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。
そ
れ
ど
こ
こ
ろ
か
、
人
が
老
い
衰
え
、
や

が
て
死
ね
る
よ
う
に
も
し
て
下
さ

つ
て
い
る
の
で
す
。　
つ
ま
り
人
は
神
の
命
の
支
え
と
許
し
の
も
と
で
生
ま
れ
る

こ
と
も
生
き
る
こ
と
も
、
死
ぬ
こ
と
も
出
来
る
者
と
し
て
在
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
人
は

，死
ん
で
も
生

き
て
も
神
の
中
‘
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
イ

エ
ス
は
そ
の
神
の
大
い
な
る
命
の
そ
こ
で
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら

一
あ
な
た
が
た
は
思
い
悩
む

な
」
と
発
語
な
さ
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
　
・思
い
悩
む
人
間
の
計
ら
い
の
場
・
か
ら

「思
い
悩
む
な
』
と
言

っ
て
お

ら
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。　
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
人
も

，思
い
悩
む
人
・
に
向
か

つ
て

一思
い
悩
む
な
」
と

は
決
し
て
言
え
な
い
の
で
す
。
ど
の
よ
う
な
人
も
、
思
い
悩
ま
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
悩
み
か
ら

一
歩
、
半
歩
た
り

と
も
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
限
界
を
持

つ
者
な
の
で
す
か
ら
。

し
か
し
、
人
は
自
ら
の
存
在
の
限
界
を
わ
き
ま
え
ず
、
人
が
生
み
出
し
た
何
か
を
最
後
の
拠
り
所
と
し
て
、
そ

れ
に
頼

つ
て

「思
い
悩
み
」
か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
ま
す
。
で
も
そ
れ
は
出
来
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
自

分
自
身
に
と

っ
て
自
分
が
最
後
の
拠
り
所
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

自
分
に
と

つ
て
自
分
自
身
が
最
後
の
拠
り
所
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
と

つ
て
有
り
難
い
こ
と
な
の



で
す
。
イ
エ
ス
は
、

「明
日
の
こ
と
ま
で
思
い
悩
む
な
。
明
日
の
こ
と
は
明
日
自
ら
が
思
い
悩
む
．
そ
の
日
の
苦

労
は
、
そ
の
日
だ
け
で
十
分
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
。　
つ
ま
り
、
人
は

，今
日
・
の
主
人
で
も
な
い
　
ま
し
て
や

●明
日
・
の
主
人
で
は
な
い
。
　

，今
日
と
明
日
‘
の
主
人
は

，今
日
と
明
日
・
と
を
人
の
た
め
に
し

つ
ら
え
た
大

い
な
る
命
の
神
で
あ
り
、
し
た
が

つ
て
　
人
は
し
つ
ら
え
ら
れ
た
安
心
の

，今
‘
と
い
う
場
を
、
目
分
の
力
の
限

り
を
尽
く
し
て
生
き
よ
、
と
促
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
場
で
自
党
的
に

，今
・
を
生
き
る
と
き
、
人
は
本

当
に
人
と
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら

「何
よ
り
も
神
の
恵
み
の
支
配
を
求
め
な
さ
い

（開
眼
し
な
さ
い
）
」
と
イ

エ

ス
は
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
、
自
分
の
根
拠
は
自
分
で
あ
る
。
人
間
の
根
拠
は
人
間
で
あ
り
、
人
間
の
理

性
で
も

っ
て
無
限
に
今
日
も
明
日
も
切
り
開
い
て
前
進
出
来
る
と
確
信
し
て
歩
ん
で
き
た
。
が
、
人
間
に
も
と
も

と
自
分
の
根
拠
な
ど
無
い
の
に
、
自
分
に
あ
る
と
確
信
す

れ
ば
す
る
は
ど
人
は
生
き
る
不
安
と
悩
み
が
倍
珈
ｔ
、

今
や
人
間
で
あ
る
こ
と
の
上
台
が
根
抵
か
ら
崩
れ
か
け
て
い
る
危
機
的
状
況
が
現
代
で
す
。
イ

エ
ス
の
証
示
に
は

単
に

「宗
教
」
を
超
え
て
、
す
べ
て
の
人
間
が
真
面
日
に
傾
聴
す
べ
き
真
実
が
あ
り
ま
す
。

宗
教

は
道
徳

で
は
な

い

「宗
教
」
は

「道
徳
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
と
道
徳
と
を
混
同
し
て
し
ま
つ
て
い
る
人
が
い
ら
つ
し
や
い

ま
す
。「ご

一
緒
に
礼
拝
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
」
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ｌ
ｌ
ｌ

「
イ
ヤ
ー
、
わ
た
し
み
た
い
な
人
間
は
、
教
会
な
ど

へ
行
け
ま
せ
ん
よ
。
も
う
少
し
き
れ
い
な
心
が
も
て
る
よ

う
に
な
っ
た
ら
、
よ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
で
も
ネ
、
現
実
は
き
び
し
い
で
す
か
ら
ね
え
　
；
」

「
ハ

ア

「道
徳
」
と
い
う
言
葉
を
国
語
辞
典
で
ひ
い
て
み
ま
す
と
、
　
一人
の
ふ
み
行
う
べ
き
正
し
い
道
」

「社
会
生
活

の
秩
序
を
保
つ
た
め
に
、　
一
人
ひ
と
り
が
守
る
べ
き
、
行
為
の
基
準
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
簡
単
に
言

え
ば
、
悪
い
こ
と
は
し
な
い
で
、
よ
い
お
こ
な
い
を
す
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「人
の
ふ
み
行
う
べ
き
正
し
い
道
」
を
守

っ
て
生
き
る
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
そ
の
意
味
で
道

徳
を
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
と
お
も
い
ま
す
。

一
方

「宗
教
」
と
い
う
言
葉
を
先
の
同
じ
国
語
辞
典
で
ひ
い
て
み
ま
す
と
、

「心
の
空
洞
を
癒
す
も
の
と
し
て
、

必
要
な
時
、
常
に
頼
れ
る
絶
対
者
を
求
め
る
根
源
的
、
精
神
的
な
営
み
」
と
、
す
こ
し
む
ず
か
し
い
言
い
方
で
説

明
し
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
国
語
辞
典
の
説
明
を
見
て
も
宗
教
と
道
徳
と
が
同
じ
で
は
な
い
こ
と
が
少
し

は
わ
か
り
ま
す
。
結
局
、
道
徳
と
宗
教
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
辞
典
の
説
明
か
ら
で
も
分
か
る
と

お
り
、
道
徳
は
人
間
の
生
き
方
の
現
れ
た
部
分
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宗
教
は
人
間
の
心
の
も
っ
と
も
深
い
内
面

に
関
わ
る
事
と
言
え
ま
す
。



聖
書
は
道
徳

の
書

で
は
な

い

一
１１
に
言
え
ば
、
聖
書
は
宗
教
の
書
で
あ
つ
て
、
道
徳
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
道
徳
の
書
と
し
て

読
む
な
ら
、
聖
書
が
示
す
世
界
を
正
し
く
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
し
よ
う
。
勿
論
、
そ
の
よ
う
に
聖
書
を
読
ん

で
も
、
そ
の
内
容
は
道
徳
訓
と
し
て
立
派
な
人
間
の
生
き
方
を
示
し
て
あ
り
有
益
な
書
で
す
。
し
か
し
、
本
当
に

聖
書
が
示
す
こ
と
を
得
た
い
と
願
う
な
ら
、
宗
教
の
書
と
し
て
接
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
聖
書
に
次
の
よ
う
な

イ
エ
ス
の
教
え
が
あ
り
ま
す
。

あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り

「
日
に
は
日
を
」

「歯
に
は
歯
を
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た

し
は
言
っ
て
お
く
、
悪
人
に
手
向
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
か
が
あ
な
た
の
右
の
頬
を
打
つ
な
ら
た
の
頬
を
も

向
け
な
さ
い
。
あ
な
た
を
訴
え
て
下
着
を
取
ろ
う
と
す
る
者
に
は
、
上
着
を
も
取
ら
せ
な
さ
い
。
だ
れ
か
が

一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
行
く
よ
う
に
強
い
る
な
ら

一
緒
に
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
行
き
な
さ
い
．
求
め
る
者
に
は
与
え
な
さ
い
。

あ
な
た
か
ら
借
り
よ
う
と
す
る
者
に
背
を
む
け
て
は
な
ら
な
い
．
‥
―
わ
た
し
は
言
つ
て
お
く
、
敵
を
愛
し
、
自

分
を
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
析
り
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
（神
）
の
子
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

―

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
二
人
節
以
下
―

こ
の
イ
エ
ス
の
教
え
は
、
道
徳
訓
の
極
致
と
も
言
う
べ
き
立
派
な
教
え
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
教
え
を
、

Ｚ^



そ
の
文
字
ど
お
り
に
道
徳
訓
と
し
て
受
け
取
り
、
行
い
の
基
準
と
し
て
実
行
す
る
な
ら
、
そ
の
人
は
最
後
に
自
分

の
命
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
悪
人
に
手
向
か
わ
ず
、
右
の
頬
を
打
た
れ
る
と
き
、
自
ら
左

の
頬
も
出
し
、
上
着
を
奪
お
う
と
す
る
人
に
、
自
ら
下
着
も
差
し
出
し
、
求
め
て
来
る
者
に
何

一
つ
拒
む
こ
と
な

く
与
え
続
け
る
な
ら
、
そ
の
人
は
最
後
に
何
も
無
く
な
っ
て
し
ま
い
、
死
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
確

か
に
、
求
め
て
来
る
人
に
、
徹
底
的
に
自
分
を
与
え
尽
く
す
こ
と
は
道
徳
的
に
最
高
に
称
贅
さ
れ
る
行
為
だ
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
誰
も
が
出
来
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
に
社
会
生
活
を
し
い
る
人
に
積
極
的
に
勧
め

ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
よ
う
。
と
す
る
と
、
聖
書
は
、
人
間
の
願
望
と
し
て
の
理
想
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に

思
え
て
き
ま
す
。
あ
ま
り
に
も
現
実
と
離
れ
す
ぎ
て
い
る
教
え
に
思
え
て
来
ま
す
。
先
に
紹
介
し
た
会
話
に
あ
り

ま
し
た
よ
う
に
、

「
で
も
ね
、
現
実
は
厳
し
い
で
す
か
ら
ね
え
」

と
い
う
皮
肉
を
含
ん
だ
答
え
が
返

っ
て
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
　
聖
書
は
現
実
に
は
実
行
出
来
そ
う
も
な
い
、
し
か
し
　
そ
う
あ
れ
ば
よ
い
の
に
と
い
う
人
間
の

願
望
や
あ
こ
が
れ
を
語
つ
て
い
る
よ
う
に
人
々
は
思
っ
て
し
ま
う
で
し
よ
う
。

「聖
書
に
は
、
善
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
な
あ
」
と
い
う
そ
れ
だ
け
で
終
わ

っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
上
に

何
も
な
い
、
た
だ
の
書
い
教
え
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
よ
う
。



聖
書

は
命
令

の
書

で
は
な

い

聖
書
は
命
令
の
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
は

「
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

「な
に
な

に
の
こ
と
を
行
い
な
さ
い
」
と
い
う
よ
う
に
聖
書
の
言
葉
を

一命
令
の
言
葉
」
と
し
て
受
け
取
り
ま
す
。
そ
の
結

果
命
令
に
従
っ
て
そ
れ
が
出
来
る
人
は
立
派
な
人
で
、
出
来
な
い
人
は
ダ
メ
人
間
の
よ
う
に
思
つ
て
し
ま
う
。　
つ

ま
り
、
出
来
る
か
、
出
来
な
い
か
　
従
う
か
否
か
、
と
単
純
に
受
け
取
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
聖
書
に
は
そ
の
よ

う
な
命
令
の
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（聖
書
の
中
に

，命
令
形
・
の
単
語
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
）

わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
、
だ
れ
で
も
、
情
欲
を
い
だ
い
て
女
を
見
る
者
は
、
心
の
中
で
す
で
に
姦
淫
を
し
た
の

で
あ
る
。
も
し
あ
な
た
の
右
の
目
が
罪
を
犯
さ
せ
る
な
ら
　
そ
れ
を
抜
き
出
し
て
捨
て
な
さ
い
。
五
体
の
一
部
を

失
っ
て
も
、
全
身
が
地
獄
に
投
げ
入
れ
ら
れ
な
い
方
が
、
あ
な
た
に
と

っ
て
益
で
あ
る
。

―

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
二
七
節
以
下
―

こ
れ
ら
の
聖
書
の
言
葉
を
命
令
の
言
葉
と
受
け
取
っ
た
多
く
の
誠
実
な
人
達
は
、
そ
の
内
容
の
高
潔
さ
と
、
厳

し
さ
に
、
自
分
を
ど
う
対
応
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
と
苦
し
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
い
ろ

い
ろ
と
、
解
釈
し
て
　
あ
る
意
味
で
は
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
合
理
的
理
由
づ
け
の
解
釈
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
に
、
こ
れ
ら
の
聖
書
の
言
葉
そ
の
も
の
が
　
ど
の
人
に
と
つ
て
も
難
題
だ

っ
た
と
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い
う
証
拠
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
結
局
そ
れ
は
、
聖
書
の
言
葉
を
、
道
徳
的
な
言
葉
、
命
令
的
な
言
葉

（律
法
）

と
受
け
取

っ
た
か
ら
で
す
。

こ
こ
で
、
誠
実
な
人
達
が
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
聖
書
の
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
で
受
け
取

っ
た
か
、
即
ち

解
釈
し
た
か
、
そ
の
代
表
的
な

一
つ
が
が
、
イ

エ
ス
は
人
間
に
、
人
の
罪
深
さ
を
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ

っ
て
人
間
が
、
イ
エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
十
字
架
の
噴
い
に
よ
る
救
い
を
信
じ
受
け
入
れ
る
た
め
で
あ
る
、

と
い
う
解
釈
で
す
。　
つ
ま
り
人
間
は
根
本
的
に
神
の
教
え
に
従
い
得
な
い
者
と
し
て
の

，的
は
ず
れ
な
者
・
　
・救

い
が
た
く
歪
め
ら
れ
た
者
・
　
・神
に
裁
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
者
“
即
ち

「罪
人
」
で
あ
る
こ
と
を
、
人
間
に

深
く
自
党
さ
せ
る
た
め
に
厳
し
い
教
え
（律
法
）
を
与
え
た
。
そ
れ
は
、
イ

エ
ス
　
キ
リ
ス
ト
の
十
宇
架
に
よ
る

贖

罪
が
人
間
を
（罪
深
い
自
分
を
）
救
う
た
め
の
神
の

一
方
的
な
愛
の
行
為
で
あ
る
こ
と
（福
音
）
を
信
じ
、
受
け

入
れ
（信
仰
に
よ

っ
て
）
救
わ
れ
る
た
め
だ
、
と
い
う
解
釈
で
す
。
即
ち
、
先
の
イ

エ
ス
の
教
え
を

一律
法
」
と
し

て
解
釈
し
た
の
で
す
．

し
か
し
、
イ

エ
ス
の
示
し
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
パ
ウ

ロ
の
解
釈
を
イ

エ
ス
に
当
て
は
め
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
イ

エ
ス
の
お
考
え
に
即
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
見
解
に
立

つ
人
が
新
約
聖
書
を
研
究
す
る
世
界

で
は
多
数
を
し
め

つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。

た
し
か
に
、
先
の
よ
う
な
所
謂

「律
法
と
福
音
」
と
い
う
関
係
で
の
解
釈
は
、
パ
ウ
ロ
の
立
場
で
す
。
パ
ウ
ロ

は

，律
法
に
よ

っ
て
罪
の
自
覚
が
生
じ
る
・
。
だ
か
ら

「律
法
は
、
わ
た
し
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
（十
字
架
の
贖
罪
）

の
も
と

へ
導
く
養
育
係
だ
」
と
言
う
（ガ
ラ
テ
ヤ
人

へ
の
手
紙
三
章
二
四
節
）
。
こ
の
立
場
は
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー

に
引
き
継
が
れ
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会

の
正
統
的
信
仰
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
解
釈
に
立

つ
人
や
教
会

は
多
い
。
こ
の
福
音
理
解
を
パ
ウ

ロ
は

「
ロ
ー

マ
人

へ
の
手
紙
二
章
」

「ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒

へ
の
手
紙
三
章
」
等



で
熱
心
に
語
つ
て
い
ま
す
．
是
非
　
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
．

さ
ら
に
今

一
つ
興
味
を
引
く
解
釈
は
　
イ
エ
ス
当
時
、
世
の
終
わ
り
、　
つ
ま
り
神
の
審
判
に
よ
り
神
の
国
の
到

来
が
近
い
　
と
い
う
終
末
論
的
な
状
況
の
も
と
で
こ
そ
、
通
用
し
理
解
で
き
る
教
え
で
あ
る
、
と
い
う
シ
ュ
ヴ
ァ

イ
ツ
ア
ー
の
解
釈
で
す
。
シ
■
フ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
領
ア
フ
リ
カ
の
ラ
ン
パ
レ
ネ
で
原
住
民
の
た
め
の
医

療
と
伝
道
に
失
人
と
と
も
に
献
身
し
た
人
と
し
て
有
名
で
す
が
、
彼
は
医
者
で
あ
る
と
同
時
に
ド
イ
ツ
の
神
学
者

で
あ
り
哲
学
者
、
バ
ッ
ハ
の
有
る
な
解
釈
者
、
オ
ル
ガ
ン
演
奏
家
で
し
た
。
こ
う
し
た
研
究
者
の
解
釈
の
紹
介
は
、

こ
こ
で
は
特
に
必
要
で
な
く
、
ま
た
私
の
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
パ
ウ
ロ
で
な
く
、
イ
エ
ス
は
そ
こ
で
何

を
人
び
と
に
提
示
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
が
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

イ

エ
ス
は

「創
造

に
お
け
る
自
然
」
を
示
さ
れ
た

そ
こ
で
　
福
音
書
の
イ
エ
ス
か
ら
頂
い
た
私
の
イ
エ
ス
理
解
を
語
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

既
に
、
イ
エ
ス
の
言
葉
は

，道
徳
の
言
葉
‘
や

，命
令
の
言
葉
・　
つ
ま
り
、

「律
法
の
言
葉
」
で
は
な
い
と
中

し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
イ
エ
ス
の
言
葉
は
ど
う
い
う
言
葉
な
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
　
”創
造
に
於
け
る
自
然

を
提
示
し
た
言
葉
・
だ
と
私
は
受
け
取
り
解
釈
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
突
然
に

「創
造
に
於
け
る
自
然
」
な
ど
と
言
い
ま
し
て
も
、
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

で
も
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
素
直
に
福
音
書
か
ら
聞
き
取
る
と
き
　
わ
た
し
の
場
合
は
そ
の
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
イ
エ
ス
の
言
葉
の
中
身
が
ｒ
解
で
き
る
と
、
パ
ウ
ロ
が
イ
エ
ス
を
通
し
て
い
た
だ
い
た
福
音
の
中
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身
も
、
私

の
場
合
よ
く
分
か
る
よ
う
に
な
り
、
　

Ｅ
不
教
と
人
生
」
と

の
関
係
が

一
層
に
大
切
な

こ
と
で
あ
る
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

イ
エ
ス
は

一
体
何
を
私
た
ち
に
語
り
示
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

一創
造
に
お
け
る
自
然
」
と
い
う
観
点
か
ら

ご

一
緒
に
学
ん
で
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

「創
造

に
於
け
る
自
然
」
と
は

私
た
ち
は

「何
か
の
た
め
に
」
生
き
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
の
に
、
人
は
、

「何
々
の
た
め
に
」
と

い
う
目
的
を
作

つ
た
り
、
持

っ
た
り
し
て
行
動
し
ま
す
。
ま
た
　
そ
の
よ
う
な
目
的
を
持
た
な
い
と
生
き
る
価
値

や
意
味
が
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。

勿
論
、
自
分
の
身
体
的
な
健
康
を
維
持
す
る

・た
め
に
・
適
当
な
運
動
を
す
る
と
か
、
ま
た
外
国
人
と
交
わ
り
、

そ
の
国
の
事
を
記
し
た
書
物
を
読
む

，た
め
に
・
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
は
大
切
な
事
で
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の

「何
々
の
た
め
に
努
力
す
る
」
必
要
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
人
間
が
存
在
し
て
い
る
　
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
自
体
に
、

「何
か
の
目
的
や
意
味

を
」
特
別
に
作
ら
な
く
て
も
よ
い
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

「生
き
る
目
的
も
意
義
も
持
た
な
い
人
生
な
ど
、
わ
た
し
に
は
あ
り
え
な
い
。
自
分
の
人
生
に
生
き
る
目
的
と

意
義
と
を
、
し
つ
か
り
持
っ
て
生
き
る
と
こ
ろ
に
人
間
ら
し
い
生
き
方
が
あ
る
の
だ
。
人
間
は
大
や
猫
の
よ
う
に
、

た
だ
生
き
る
だ
け
で
は
だ
め
だ
―
一



と
い
う
お
叱
り
の
声
が
聞
こ
え
て
来
そ
う
で
す
。
ま
た

　

「
そ
う
だ
、
そ
う
だ
‐
」
と
仰
る
声
も

一
方
か
ら
間

こ
え
て
き
そ
う
で
す
。
し
か
し
　
そ
う
簡
単
に
否
定
や
賛
成
を
し
て
い
た
だ
い
て
は
困
り
ま
す
。
私
が
中
し
上
げ

た
い
こ
と
は
、
私
た
ち
が
自
分
の
人
生
に
目
的
や
意
義
を
自
分
で
作
ろ
う
と
し
な
く
て
も
、
そ
れ
以
前
に
、
私
た

ち
の
生
き
る
根
っ
こ
に
は

一生
き
て
も
よ
い
。
生
か
そ
う
。
生
き
な
さ
い
」
と
い
う

”人
い
な
る
命
・
の
恵
み
が

し
つ
ら
え
ら
れ
て
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
命
の
事
実
を

「創
造
に
於
け
る
自
然
」
と
私
は
言

っ
て

い
ま
す
。

万
物
は
生

か
そ
う
と
す

る
配
慮

の
基
に
あ
る

ど
の
人
も
、
自
分
の
配
慮
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
以
上
の
大
い
な
る
命
の
営
み
の
基
で
、
生

き
る
よ
う
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
人
生
と
い
う
場
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
が
知
恵
を
働
か
せ
て
生

き
る
よ
う
に
創
造
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

イ
エ
ス
は
あ
る
と
き
、
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。

「神
の
国
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
が
上
に
種
を
蒔
い
て
、
夜
昼
、
寝
起

き
し
て
い
る
う
ち
に
、
種
は
芽
を
出
し
て
成
長
す
る
が
、
ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か
、
そ
の
人
は
知
ら
な
い
。
上

は
ひ
と
り
で
に
実
を
結
ば
せ
る
の
で
あ
り
、
ま
ず
茎
、
次
に
穂
、
そ
し
て
そ
の
穂
に
は
豊
か
な
実
が
で
き
る
。
実

が
熟
す
と
、
早
速
、
鎌
を
入
れ
る
。
収
穫
の
時
が
来
た
か
ら
で
あ
る
。
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―

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
四
章
二
六
節
以
下
―

イ
エ
ス
は
理
屈
を
語
ら
れ
な
い
。
事
実
を
示
し
て
お
ら
れ
る
だ
け
で
す
。
こ
の
イ
エ
ス
の
提
示
は
説
明
す
る
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
え
て
　
説
明
的
に
語
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

一神
の
Ｅ
」
即
ち
、
　

，神
の

一
方
的
な
お
恵
み
の
命
の
働
き
・
が
ど
の
よ
う
な
事
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
、

人
が
上
に
種
を
蒔
い
て
、
そ
の
ま
ま
夜
昼
、
寝
起
き
し
て
い
る
間
に
、
蒔
い
た
種
は
芽
を
出
し
て
成
長
し
て
行
く

よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
人
の
決
定
や
努
力
と
は
関
係
な
い
大
い
な
る
命
の
営
み
で
す
。
土
は
ひ
と
り
で
に

〈自
然
に
）
種
に
実
を
結
ば
せ
ま
す
。
最
初
に
茎
、
次
に
穂
が
、
そ
し
て
最
後
に
豊
か
に
実
が
で
き
る
。
そ
し
て

実
が
熟
す
と
　
早
速
、
人
は
刈
り
入
れ
を
し
ま
す
。
そ
の
時
が
来
た
か
ら
で
す
。

勿
論
、
今
日
的
農
法
で
言
え
ば
、
良
質
な
種
に
改
良
選
定
し
、
必
要
な
肥
料
を
上
に
入
れ
、
水
や
光
や
病
害
虫

駆
除
の
管
理
を
し
て
、
よ
り
多
く
、
よ
り
良
い
質
の
実
を
収
穫
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
よ
う
。

し
か
し
　
こ
こ
で
イ

エ
ス
が
語

っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
種
が
上
に
於
い
て
成
長
す
る
命
の
基
本
的
な
不
思
議

な
様
子
に
つ
い
て
で
す
。
人
が
努
力
し
い
ろ
い
る
と
配
慮
す
る
以
前
に
、
す
で
に
種
は
土
に
於
い
て
成
長
で
き
る

よ
う
に
、
す
べ
て
が
し
つ
ら
え
ら
れ
て
あ
る
、
と
い
う

一
方
的
な
恵
み
と
し
て
の
命
の
躍
動
の
事
実
、
そ
の
原
事

実
の
提
示
な
の
で
す
。

上
が
あ
り
、
種
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
配
慮
以
前
の
事
実
な
の
で
す
。
そ
し
て
上
と
種
と
が
関
わ
り
、

そ
の
他
の
必
要
な
、
例
え
ば
太
陽
の
光
、
天
か
ら
雨
等
々
が
用
意
さ
れ
て
、
芽
を
出
し
、
茎
を
も
ち
、
葉
を
な
ら



せ
て
遂
に
実
を
結
ぶ
、
そ
の
為
に
虫
や
風
が
用
意
さ
れ
て
い
る
、
良
く
観
察
し
な
い
と
見
え
な
い
、
物
事
の
関
わ

り
と
そ
の
順
序
等
の
働
き
は
、
ま
さ
に

，人
が
昼
夜
、
寝
起
き
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
ひ
と
り
で
に

（自
然
に
）

実
を
結
ば
せ
る
・
創
造
に
於
け
る
自
然

の
命

の
た
ぎ
り
の
現
象
な
の
で
す
。

こ
こ
で
言
う

「自
然
」
と
は
、
自

お^
の
ず
か
ら
）
然

〈し
か
る
）
と
い
う
意
味
の
原
事
実
と
し
て
の
命
の
た
ぎ
り
そ
の
事
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
命
の
た
ぎ
り
の
原
事
実
の
そ
こ
に
於
い
て
は
　
人
間
の
知
恵
や
努
力
に
よ
る
配
慮

な
ど
入
る
余
地
は
無
い
の
で
す
。
そ
れ
は
人
の
配
慮
以
前
の
、
人
の
限
界
を
超
え
た
人
い
な
る
命

の
世
界
で
す
。

そ
の
命
の
働
く
世
界

を
イ

エ
ス
は

「神
の
国
」
（神
の
支
配
）
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
命
の
原
事
実
の
現

場
、
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
命
の
根

っ
こ
か
ら
語
ら
れ
た
イ

エ
ス
の
教
え
が

「思
い
悩
む
な
」
と
い
う
提
示
で
す
。

そ
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
み
ま
し
よ
う
。

「
思

い
悩

む
な
」

と

い
う

こ
と

だ
か
ら
言
っ
て
お
く
。
命
の
こ
と
で
何
を
た
べ
よ
う
か
、
体
の
こ
と
で
何
を
着
よ
う
か
と
思
い
悩
む
な
。
命
は

食
べ
物
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
体
は
衣
よ
り
も
大
切
だ
。
鳥
の
こ
と
を
考
え
て
み
な
さ
い
。
種
を
蒔
か
ず
、
刈
り

入
れ
を
せ
ず
、
納
屋
も
合
も
持
た
な
い
。
だ
が
　
神
は
鳥
を
養

つ
て
く
だ
さ
る
。
あ
な
た
が
た
は
、
鳥
よ
り
ヽ
ど

れ
は
ど
価
値
が
あ
る
こ
と
か
。
あ
な
た
が
た
の
う
ち
の
だ
れ
が
、
思
い
悩
ん
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
寿
命
を
わ
ず
か

で
も
延
ば
す
事
が
で
き
よ
う
か
。

こ
ん
な
ご
く
小
さ
な
事
さ
え
で
き
な
い
の
に
、
な
ぜ
、
ほ
か
の
事
ま
で
思
い
悩

む
の
か
。
野
原
の
花
が
ど
の
よ
う
に
育

つ
か
を
考
え
て
み
な
さ
い
。
働
き
も
せ
ず
紡
ぎ
も
し
な
い
。
し
か
し
、
言

31



っ
て
お
く
、
栄
華
を
究
め
た
ソ
ロ
モ
ン
王
で
き
え
、
こ
の
花
の

一
つ
ほ
ど
に
も
着
飾

っ
て
は
い
な
か

っ
た
。
今
日

は
野
に
あ

っ
て
、
明
日
は
炉
に
投
げ
込
ま
れ
る
草
で
さ
え
神
は
こ
の
よ
う
に
装

っ
て
く
だ
さ
る
。
ま
し
て
、
あ
な

た
が
た
に
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
の
薄
い
者
た
ち
よ
。
あ
な
た
が
た
も
何
を
食
べ
よ
う
か
、
何
を
飲

も
う
か
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
思
い
悩
む
な
。
そ
れ
は
み
な
、
世
の
異
邦
人
（神
の
命
の
原
事
実
に
気

づ
か
な
い
人
）
が
せ

つ
に
求
め
て
い
る
も
の
だ
。
あ
な
た
た
ち
の
父
（神
）
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
あ
な
た
が
た
に

必
要
な
こ
と
を
ご
存
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
神
の
国
（神
の

一
方
的
な
お
恵
み
の
命
の
働
き
）
を
求
め
な
さ
い
。
そ
う

す
れ
ば
　
こ
れ
ら
の
も
の
は
加
え
て
与
え
ら
れ
る
．
小
さ
な
群
れ
よ
、
恐
れ
る
な
。
あ
な
た
が
た
の
父
（神
）
は
喜

ん
で
神
の
国
（恵
み
に
満
ち
た
大
い
な
る
命
の
働
き
）
を
く
だ
さ
る
．

―

ル
カ
に
よ
る
福
音
書

一
二
章
二
二
節
以
下
―

イ

エ
ス
は

「食
べ
る
こ
と
」
や

「着
る
こ
と
」
に
つ
い
て

「思
い
悩
む
な
」
と
言

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
．

今
日
の
食
事
の
献
立
を
何
に
し
よ
う
か
、
出
か
け
る
と
き
に
、
何
を
着
て
行
こ
う
か
。
と
私
た
ち
は
あ
れ
こ
れ
と

思
案
し
ま
す
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
何
も
し
な
い
で
食
事
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
必
要
な
着
る
物
が

天
か
ら
舞
い
降
り
て
は
来
ま
せ
ん
。

イ
エ
ス
が
言
わ
れ
る

「思
い
悩
む
な
」
と
は
、
あ
な
た
は
、
自
分
の
知
恵
や
努
力
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
の
で

は
な
い
。
知
恵
や
努
力
に
よ
る

，自
分
に
つ
い
て
の
配
慮
・
が
自
分
を
生
か
し
、
文
え
る
最
後
の
拠
り
所
で
は
な

い
。
人
間
の
究
極
の
拠
り
所
、
支
え
手
は
、
そ
の
人
の
知
恵
や
努
力
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
す
で
に
有
り
、
現
に

働
き
、
ど
の
人
も
そ
の
大
い
な
る
命
の
現
場
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

「鳥
の
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
な
さ
い
。
種

を
蒔
か
ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
納
屋
も
合
も
持
た
な
い
。
だ
が
、
神
は
鳥
を
養

っ
て
く
だ
さ
る
…
…
今
日
は
野



に
あ

つ
て
、
明
日
は
炉
に
投
げ
込
ま
れ
る
草
で
さ
え
、
神
は
装

っ
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
一
こ
の
事
実
は
、
存
在
の

根
源
的
な
命
の
働
き
の
証
示
で
す
。

「ま
し
て
　
あ
な
た
が
た
に
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

一

「ぁ
な
た
の

神
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
あ
な
た
が
た
に
必
要
な
こ
と
を
ご
存
じ
で
あ
る
」
だ
か
ら
、
神
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
人
生

の
現
場
で
、　
一
生
懸
命
に
自
分
の
分
を
生
き
な
さ
い
。
神
は
ど
の
人
も
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

っ
て
い

る
の
で
す
。
と
イ

エ
ス
は
言
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
自
分
の
計
ら
い
で
自
分
を
支
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
計
ら
う
自
分
を
、
そ
の
ま
ま
支
え
て
い
る
根

源
的
な
命
が
、
自
分
の
牛
を
生
た
ら
し
め
て
い
る
、
そ
の
命
の
現
場
か
ら
イ

エ
ス
は

「思
い
悩
む
な
」
と
語
ら
れ

る
の
で
す
。
イ

エ
ス
は
人
が

，思
い
悩
む
以
前
に
・
は
じ
め
か
ら
、
人
の
足
元
に
あ

つ
て
人
を
人
た
ら
し
め
生
か

し
て
い
る

「脚
下
の
恵
み
」
の
そ
こ
で
は

「思
い
悩
み
」
は
無
い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
そ
の
根
源
的
な
命
の
現
場
に
日
々
立

つ
こ
と
を
許
さ
れ
て
生
き
て
い
る
、
と
い
う
本
当

の
自
分
の
存
在

の
事
実
に
日
覚
め
ず
、
気
づ
か
ず
、
ま
た
、
気
．つ
こ
う
と
も
し
な
い
で
、

「
自
分
が
、
自
分
を
支

え
な
く
て
は
、
自
分
は

一
時
も
生
き
て
は
お
れ
な
い
一
と
思
い
込
ん
で
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
が
描
い
た
幻

想
で
あ
り
、
自
我
が
生
み
出
す
傲
慢
で
す
．

そ
れ
に
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
心
の
深
み
で
、
目
分
で
自
分
の
生
を
保
証
し
支
え
切
れ
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

ひ
そ
か
に
予
感
し
て
い
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
、
誰
も
が
自
分
の
存
在
に
つ
い
て
危
倶
、
懸
念
、
憂
慮
と
い
っ
た
不

安
を
引
き
ず
り
　
何
か
満
足
感
、
充
足
感
を
欠
い
た
ま
ま
本
当
に
落
ち

つ
い
た
安
心
を
持
て
ず
に
過
ご
し
て
い
る

の
で
す
。
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問
題
は

「自
我
」
に
あ
る

一人
は
パ
ン
だ
け
で
生
き
る
も
の
で
は
な
い
一
と
イ
エ
ス
が
悪
魔
に
言
わ
れ
た
と
聖
書
に
記
し
て
あ
り
ま
す
。

（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
四
章
四
節
）
そ
れ
に
つ
づ
い
て

「神
の
日
か
ら
出
る

一
つ
一
つ
の
言
葉
で
生
き
る
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
イ
エ
ス
の
教
え
の
中
心
は
、　
一
日
に
言
え
ば
、
人
間
は
自
分
の
知
恵
や
努
力
で
生
き
て
い
る

者
で
な
く
、
神
の
大
い
な
る
命
の
元
で
生
か
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
大
切
な
イ
エ
ス
の
提
示
を

聞
か
な
い
ま
ま
で
、

「
人
間
は
生
き
て
行
く
の
に
パ
ン
も
必
要
だ
が
神
の
支
え
も
必
要
だ
」
な
ど
と
説
明
す
る
な

ら
、
そ
の
人
は
イ
エ
ス
の
言
葉
を
何

一
つ
聞
い
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間
の
常
識
の
レ
ベ
ル
、
自
我
の

Ｌ
ベ
ル
で

，う
わ

つ
っ
て

，
い
る
だ
け
で
す
。

こ
こ
で
言
う

「自
我
」
と
は
、
　
，自
分
は
自
分
に
よ

つ
て
自
分
で
あ
る
・
と
信
じ
、
　

，自
分
の
根
拠
を
自
分
白

身
に
お
い
て
い
る
・
自
分
。
ま
た
は
、
　

，自
分
の
拠
り
所
は
自
分
だ
け
で
あ
る
ヽ
と
す
る
自
分
の
こ
と
で
す
。
そ

の
よ
う
な
自
我
は
、

「神
」
も

一宗
教
」
も

「信
仰
」
も

「聖
書
一
も
目
我
の
次
元
で
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
の
で

す
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
Ａ
さ
ん
の
事
を
語
る
の
に
、
自
分
の
思
い
、
考
え
　
、感
じ
で
語
り
、
そ
れ
で
、
Ａ
さ
ん

の
す
べ
て
を
語
っ
た
と
思
い
込
ん
て
い
る
人
と
同
じ
で
す
。
そ
の
場
合
結
局
、
Ａ
さ
ん
を

一
言
も
語
ら
ず
、
た
だ

自
分
の
主
観
で
理
解
し
た
自
分
勝
手
な
、
Ａ
さ
ん
像
を
語
つ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
語
ら
れ
た
Ａ
さ
ん
は

「
ヤ
メ
テ

ク
レ
‐
」
と
叫
び
た
く
な
り
ま
し
ょ
う
。
と
、
考
え
て
来
る
と
、
ど
の
人
の
足
元
に
も
現
に
あ
り
、
そ
の
人
を
生

か
し
て
い
る
根
源
的
な
命
の
事
実
、
即
ち

「神
の
支
配
」

「創
造
に
お
け
る
命
の
自
然
」
を
見
え
な
く
し
て
い
る



の
は
、
人
間
の

「自
我

一
の
働
き
に
よ
る
こ
と
が

ハ
ッ
キ
リ
し
て
き
ま
す
。
問
題
の
根
は
自
我
の
在
り
方
に
あ
る

よ
う
で
す
。

一
般
に

一日
我

一
と
は
、
他
人
と
区
別
し
て
い
る
自
分
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
　
そ
の
自
分
が
、
何
か
と
開
わ

る
こ
と
で
感
じ
、
考
え
、
行
動
す
る
、　
つ
ま
り
い
ろ
い
ろ
と
経
験
す
る
当
の
自
分
を
、
自
分
だ
と
す
る
自
分
が

「自
我
」
と
い
う
こ
と
で
す
．

で
す
か
ら
　
こ
の
よ
う
に
自
分
を
目
分
だ
と

ハ
ツ
キ
リ
自
覚
す
る
こ
と
　
即
ち
、
自
我
を
意
識
す
る
こ
と
は
、

個
と
し
て
の
自
分
の
確
立
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
の

一
員
と
し
て
の
責
任
を
持

つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
．

一
般
に

「成
人
式
」
は
、
そ
の
目
党

を
当
人
に
促
す
社
会
的
通
過
儀
礼
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ど
の
人
に
と

っ
て
も
日
分
を
自
分
だ
と
す
る
自
我
意
識
を
し
っ
か
り
持

っ
て
生
き
て
こ
そ
、
社

会
の

一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
自
我
の
確
立
は
人
間
と
し
て
大
切
な
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
を
自
分
だ
と
意
識
し

て
い
る
自
分
が
（自
我
が
）
、
自
分
自
身
の
本
当
の
支
え
手
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
．

Ｘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

ル
ネ

・
デ
カ
ル
ト
２

五
九
六
～

一
六
五
〇
）
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
は
、
す
べ
て
の
学
問
の
基
礎
に
絶
対

に
確
か
な
出
発
点
を
求
め
て
、
そ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
考
え
の
基
礎
と
な

つ
て
い
る
事
柄
を

「方
法
的
懐
疑
」
と

い
う
手
法
で
徹
底
的
に
疑
い
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
ど
う
し
て
も
疑
う
こ
と
が
出
来
な
い

一
つ
に
た
ど
り

つ

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
疑

っ
て
い
る
当
の

「私
一
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
疑
う
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
発
見
し

た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、
彼
は

「私
は
考
え
る
、
ゆ
え
に
、
私
は
存
在
す
る
」
と
言
い
表
し
た
の
で
す
。

そ
れ
以
後
の
人
び
と
は
、
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
判
断
を
正
し
い
も
の
と
認
め
、

「
私
」
を
、
物
事
を
考
え
る
考
え



方
、
ま
た
は
物
事
と
関
わ
る
関
わ
り
方
の
出
発
点
と
し
た
の
で
す
。
こ
れ
が

一
般
に

「近
代
的
思
考
」
の
形
な
の

で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

「私
」
と
い
う
自
我
を
人
間
の
中
心
に
据
え
、
　
，
自
分
は
日
分
に
よ

っ
て
自
分
で
あ
る
‘

・自
分
の
根
拠
は
日
分
で
あ
る
・
　
，自
分
の
拠
り
所
は
自
分
で
あ
る
・
と
す
る
の
が

「自
我
」
な
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
は
た
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う

一私
」
こ
そ
が
、
人
間
や
世
界
の
究
極
的
な
根
拠
な
の
か
、
と
い
う

こ
と
は
、
も
う

一
度
深
く
反
省
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
現
に
、
近
代
的
思
考
の
矛
盾
と
行
き
詰
ま
り
が
生
し
、

新
し
い
思
考
の
枠
を
求
め
て
現
代
は
苦
悩
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
デ
カ
ル
ト
以
前
の
中
世
的
な
キ
リ

ス
ト
教
が
説
く
、
人
間
の
外
に
神
と
い
う
お
方
を
立
て
て
、
神
こ
そ
人
間
を
支
配
す
る
絶
対
者
だ
と
い
う
わ
け
に

は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
神
も
、
デ
カ
ル
ト
が
言
う

「私
」
（自
我
）
が
生
み
出
し
た
対
象
に

過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
が
下
し
た
確
実
な
判
断
と
し
て
の

「私
は
考

え
る
、
ゆ
え
に
、
わ
た
し
は
存
在
す
る
」
と
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
そ
れ
は

「考
え
る
私
が
、
世
界
を
認
識
す
る

か
ら
、
世
界
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

「考
え
る
私
の
心
の
働

き
（主
観
）
が
、
私
の
外
に
あ
る
も
の
（客
体
）
を
認
識
す
る
（客
観
化
す
る
ご

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
神
や
自
然
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
を
対
象
化
、
客
観
化
し
て
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る

「私
」
の
判
断
と
理
屈
で
証
明
す
る
と
い
う

こ
と
で
、
そ
れ
は

「私
」
の
思
い
の
中
、　
つ
ま
り
、
自
我
の
分
別
で
神
や
自
然
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ

と
に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。
イ

エ
ス
は
そ
の
よ
う
な
神
と
の
関
わ
り
を
フ
ア
リ
サ
イ
派
の
人
達
の
熱
心
な
信
仰
に
見

た
の
で
す
。
ま
さ
に
問
題
は

「自
我
」
の
立
場
か
ら

一
歩
も
出
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。
次
の
イ

エ
ス
の
語
り
は
そ
の
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
指
摘
さ
れ
た

一
つ
で
す
。

自
分
は
正
し
い
人
間
だ
と
う
ぬ
ば
れ
て
、
他
人
を
見
下
し
て
い
る
人
々
に
対
し
て
も
、
イ

エ
ス
は
次
の
よ
う
に



話
さ
れ
た
。

二
人
の
人
が
祈
る
た
め
に
神
殿
に
上

つ
た
。　
一
人
は
フ
ア
リ
サ
イ
派
の
人
で
、
も
う

一
人
は
徴
税
人
だ

っ
た
。

フ
ア
リ
サ
イ
派
の
人
は
立

っ
て
、
心
の
中
で
こ
の
よ
う
に
祈

っ
た
。
　
一神
さ
ま
、
私
は
ほ
か
の
人
た
ち
の
よ
う
に

奪
い
取
る
者
、
不
正
な
者
、
姦
通
を
犯
す
者
で
な
く
、
ま
た
、
こ
の
徴
税
人
の
よ
う
な
者
で
な
い
こ
と
を
感
謝
い

た
し
ま
す
。
私
は
週
に
二
度
断
食
し
、
全
収
人
の
十
分
の

一
を
献
げ
て
い
ま
す
。
」
と
こ
ろ
が
、
徴
税
人
は
遠
く

に
立

つ
て
、
日
を
天
に
上
げ
よ
う
と
も
せ
ず
、
胸
を
打
ち
な
が
ら
言

っ
た
。

「神
さ
ま
、
罪
人
の
私
を
憐
れ
ん
で

く
だ
さ
い
。
」
言

っ
て
お
く
が
、
義
と
さ
れ
て
家
に
帰

っ
た
の
は
、
こ
の
人
で
あ

っ
て
、
あ
の
フ
ア
リ
サ
イ
派
の

人
で
は
な
い
。
だ
れ
で
も
高
ぶ
る
者
は
低
く
さ
れ
、　
へ
り
く
だ
る
者
は
高
め
ら
れ
る
。

―
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
十
人
章
九
節
以
下
―

こ
の
イ
エ
ス
の
語
り
に
は
二
人
の
人
が
登
場
し
ま
す
。　
一
人
は
フ
ア
リ
サ
イ
人
、
も
う

一
人
は
徴
税
人
で
す
。

フ
ア
リ
サ
イ
人
と
は
、　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
中
で
も
、
特
に
神
の
教
え
（律
法
―
聖
書
の
言
葉
）
を
熱
心
に
守

っ
て
生
き

て
い
る
宗
派
の
信
仰
人
で
す
。　
一
方
徴
税
人
と
は
、　
ロ
ー

マ
帝
国
か
ら
税
金
を
集
め
る
権
利
を
委
託
さ
れ
、
そ
の

権
威
で
規
定
以
上
に
税
金
を
取
り
立
て
て
私
腹
を
肥
や
し
て
い
る
、
と

ユ
ダ
ヤ
の
民
衆
か
ら
思
わ
れ

「
ロ
ー

マ
の

大
」
と
人
々
か
ら

蔑

ま
れ
て
い
た
人
で
す
。

こ
こ
で
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
フ
ア
リ
サ
イ
人
に
つ
い
て
の
イ

エ
ス
の
語
り
で
す
。

フ
ア
リ
サ
イ
人
は
立

っ
て
、
心
の
中
で
次
の
よ
う
に
祈

っ
た
。

「神
き
ま
、
私
は
ほ
か
の
人
た
ち
の
よ
う
に
、

奪
い
取
る
者
、
不
正
な
者
、
姦
通
を
犯
す
者
で
な
く
、
ま
た
、
こ
の
徴
税
人
の
よ
う
な
者
で
な
い
こ
と
を
感
謝
い

″′
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た
し
ま
す
。
私
は
週
に
三
度
断
食
し
、
全
収
入
の
十
分
の

一
を
献
げ
て
い
ま
す
。
」

フ
ア
リ
サ
イ
人
の
祈
り
は
、
誰
が
聞
い
て
も

，何
か

ヘ
ン
・
だ
と
思
い
ま
す
。

い
っ
た
い
何
が

，
ヘ
ン
・
な
の

で
し
よ
う
か
。
聖
書
は
、
こ
の
フ
ァ
リ
サ
イ
人
を

「自
分
は
正
し
い
人
間
だ
と
う
ぬ
ば
れ
て
他
人
を
見
下
し
た

人
一
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
イ

エ
ス
が

・
ヘ
ン
・
だ
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
信
仰
や
、
宗
教
、
神
や
律
法

（聖

圭
こ
に

つ
い
て
の
彼
の
型
解
の
仕
方
で
す
。
た
し
か
に
　
フ
ア
リ
サ
イ
人
は

一
見
、
立
派
な
生
き
方
を
し
て
い
ま

す
。
が
、
そ
の
立
派
さ
の
根
拠
は
、

「自
我
」
が
求
め
、
願
望
す
る
自
分
に
な
る
こ
と
で
す
。
彼
は
、
自
分
は
熱

心
に
神
の
教
え
を
守
り
　
正
し
い
生
活
を
し
て
お
り
、
徴
税
人
の
よ
う
な
不
信
仰
な
者
で
な
い
こ
と
を
感
謝
し
ま

す
、
と
胸
を
張

っ
て
祈
り
ま
し
た
。
彼
に
と

っ
て

「信
仰
」
と
は
、
自
我
が
描
く
願
わ
し
い
自
分
に
な
る
こ
と
で

自
我
を
満
足
さ
せ
、
正
し
く
立
派
な
日
我
を
高
揚
す
る
こ
と
で
す
。
彼
は
聖
書
の
言
葉
も
神
も
自
我
高
揚
の
た
め

に
自
我
の
中
に
包
み
込
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
結
局
、
彼
は
、
神
を
賛
美
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
我
を
誇
り
、

自
我
を
贅
美
す
る
た
め
に
、
聖
書
の
教
え
も
神
を
も
利
用
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
勿
論
、
側
で
祈

っ
て
い
る

徴
税
人
も
、
自
我
高
揚
の
た
め
の
か
っ
こ
う
の
利
用
物
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
信
仰
と

称
す
る
そ
の
場
に
は
、
聖
書
の
教
え
も
神
も
無
い
の
で
す
。
あ
る
の
は
自
我
だ
け
で
す
。

世
間
に
は
、

「聖
書
、
聖
書
」

「神
、
神
」

「信
仰
、
信
仰
」

一救
い
、
救
い
」
と
熱
心
に
語
り
な
が
ら
、
そ

の
実
、
そ
の
内
容
は

「自
我
高
場
」
だ
け
と
思
わ
れ
る
熱
心
な
？
信
仰
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
当
の
人
が
そ
れ

と
気
づ
か
ず
に
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
三
文
書
劇
に
も
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

一
方
、
徴
税
人
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
よ
く
自
党
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
神
を
知

っ
て
い
ま
す
。



彼
は
聖
書
の
教
え
は
守
れ
な
い
。
正
し
い
行
い
も
満
足
に
出
来
な
い
。
神
を
裏
切

っ
て
ば
か
り
い
る
。
ダ
メ
人

間
の
自
分
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
自
分
を
超
え
て
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
自
分
の
根
低
で
、
そ
の
ま
ま
の
自
分
を

抱
き
か
か
え
、
生
か
し
て
下
き

っ
て
い
る
大
い
な
る
命
に
　
心
の
底
か
ら
感
謝
し
て

　

「祥
さ
ま
　
罪
人
の
私
を

憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い
一
と
、
日
を
天
に
上
げ
よ
う
と
も
せ
ず
　
自
分
の
胸
を
打
ち
な
が
ら
祈

つ
た
。

こ
の
二
人
を
見
て
、
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
ま
し
た
。

一言
っ
て
お
く
が
、
神
に
義
と
さ
れ
て
家
に
帰

っ
た
の
は
　
徴
税
人
で
あ

っ
て
、
あ
の
フ
ア
リ
サ
イ
人
で
は
な
い
。

イ
エ
ス
な
ら
ず
と
も
、
私
た
ち
も
二
人
を
見
て
徴
税
人
に
親
し
み
を
感
じ
共
感
す
る
。
い
つ
た
い
、
徴
税
人
と

フ
ァ
リ
サ
イ
人
と
の
差
は
何
な
の
で
し
よ
う
か
。

フ
ァ
リ
サ
イ
人
は
傲
慢
だ
が
、
徴
税
人
は
謙
虚
だ

っ
た
。
そ
こ
に
二
人
の
差
を
見
る
人
も
い
る
で
し
よ
う
。
ま

た
　
徴
税
人
は
自
分
の
弱
さ
、
罪
人
性
を
自
覚
し
て
い
た
が
、
フ
ア
リ
サ
イ
人
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
と
こ
ろ

に
違
い
を
見
る
人
も
い
る
で
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
本
質
的
な
二
人
の
違
い
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

自
我
の
立
場
か
ら
兄
れ
ば
、
傲
慢
な
自
我
も
あ
れ
ば
、
謙
虚
と
い
う
美
徳
を
欲
す
る
自
我
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

一私
は
、
罪
人
で
す
。
と
て
も
罪
深
く
弱
い
私
で
す
」
と
ひ
れ
伏
し
、
涙
し
て
祈
る
自
我
の
人
も
い
ま
す
。

問
題
は
、
謙
虎
か
傲
慢
か
、
人
間
の
罪
人
性
を
知

っ
て
い
る
か
否
か
、
正
し
い
こ
と
を
行
う
か
否
か
で
は
な
く
、

分
別
的
な
白
我
の
低
に
自
我
を
そ
の
ま
ま
抱
え
、
支
え
、
生
か
し
、
完
成
さ
せ
る
、
大
い
な
る
命
の
た
ぎ
り
を
自

分
が
生
き
て
い
る
そ
の
現
場
で
即
刻
観
て
知

っ
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
ら

聖
書
や
仏
典
の
文
言
を
ど
れ
ほ
ど
詰
ん
じ
、
そ
の
宗
教
の
教
義
を
多
義
に
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
所
詮
、

分
別
的
な
自
我
の
世
界
内
の
知
識
で
、
聖
書
が
言
う
信
仰
の
世
界
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
書
の
言
葉
を
格
言

の
よ
う
に
生
活
の
指
針
に
し
た
り
　
楽
し
く
解
説
さ
れ
て
有
り
難
が
つ
て
い
て
も
、
分
別
的
な
自
我
を
突
き
抜
け



た
向
こ
う
側
に
、
生
も
死
も
ま
る
抱
え
の
大
い
な
る
命

の
躍
動
を
、
自
分
が
今
立

つ
て
現
場
で
直
接
開
眼
し
て
い

な
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
信
仰
は
、
分
別
的
自
我
に
よ
る
教
養
や
趣
味
や
美
徳
の

一
つ
に
す
ぎ
な
く
な
る
で
し
よ
う
。

イ
エ
ス
は
こ
の

一
点
を
間
わ
れ
る
。

父
親
と

二
人

の
息
子

の
話

ま
た
、
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。

「あ
る
人
に
息
子
が
二
人
い
た
。
弟
の
方
が
父
親
に

『
お
父
さ
ん
、
わ
た
し
が

頂
く
こ
と
に
な
つ
て
い
る
財
産
の
分
け
前
を
く
だ
さ
い
。
』
と
言

つ
た
。
そ
れ
で
、
父
親
は
財
産
を
二
人
に
分
け

て
や
っ
た
。
何
日
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
下
の
息
子
は
全
部
を
金
に
換
え
て
遠
い
国
に
旅
立
ち
、
そ
こ
で
放
蕩
の

限
り
を
つ
く
し
て
、
財
産
を
無
駄
使
い
し
て
し
ま
つ
た
。
な
に
も
か
も
使
い
果
た
し
た
と
き
、
そ
の
地
方
に
ひ
ど

い
飢
饉
が
起
こ
つ
て
、
彼
は
食
べ
る
に
も
困
り
始
め
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
地
方
に
住
む
あ
る
人
の
と
こ
ろ
に
身
を

寄
せ
た
と
こ
ろ
　
そ
の
人
は
彼
を
畑
に
や
つ
て
豚
の
世
話
を
さ
せ
た
。
彼
は
豚
の
食
べ
る
い
な
ご
豆
を
食
べ
て
で

も
腹
を
満
た
し
た
か
つ
た
が
、
食
べ
物
を
く
れ
る
人
は
だ
れ
も
い
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
彼
は
我
に
返
っ
て
言

つ
た
。

「
父
の
と
こ
ろ
で
は
、
あ
ん
な
に
大
勢
の
雇
い
人
に
有
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
パ
ン
が
あ
る
の
に
、
わ
た
し
は
こ
こ
で

飢
え
死
に
し
そ
う
だ
。
こ
こ
を
た
ち
　
父
の
と
こ
ろ
に
行

つ
て
言
お
う
。

「お
父
さ
ん
、
わ
た
し
は
天
に
対
し
て

も
、
ま
た
お
父
さ
ん
に
対
し
て
も
罪
を
犯
し
ま
し
た
。
も
う
息
子
と
呼
ば
れ
る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一雇
い
人
の

一
人
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
。
』
そ
し
て
彼
は
そ
こ
を
た
ち
、
父
親
の
も
と
に
行

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ま
だ
遠
く

離
れ
て
い
た
の
に
、
父
親
は
息
子
を
見
つ
け
て
、
憐
れ
に
思
い
、
た
り
寄

つ
て
首
を
抱
き
、
接
吻
し
た
。
息
子
は



言
っ
た

『
お
父
さ
ん
　
わ
た
し
は
天
に
対
し
て
も
、
ま
た
お
父
さ
ん
に
対
し
て
も
罪
を
犯
し
ま
し
た
。
も
う
息
子

と
呼
ば
れ
る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
』
し
か
し
　
父
親
は
僕
た
ち
に
言
っ
た
。

『
急
い
て
い
ち
ば
ん
艮
い
服
を
も
つ

て
来
て
　
こ
の
子
に
着
せ
、
手
に
指
輪
を
は
め
て
や
り
　
足
に
履
物
を
履
か
せ
な
さ
い
。
そ
れ
か
ら
　
肥
え
た
子

牛
を
連
れ
て
き
て
屠
り
な
さ
い
。
食
べ
て
祝
お
う
。
こ
の
息
子
は
、
死
ん
で
い
た
の
に
生
き
返
り
　
い
な
く
な
っ

て
い
た
の
に
見
つ
か
つ
た
か
ら
だ
。
』
そ
し
て
、
祝
宴
を
始
め
た
。

と
こ
ろ
で
、
兄
の
方
は
畑
に
い
た
が
　
家
の
近
く
に
来
る
と
、
音
楽
や
踊
り
の
ぎ
わ
め
き
が
間
こ
え
て
き
た
。

そ
こ
で
僕
の

一
人
を
呼
ん
で
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
事
か
と
尋
ね
た
。

『
弟
さ
ん
が
帰

っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
無

事
な
姿
で
迎
え
た
と
い
う
の
で
　
お
父
上
が
肥
え
た
子
牛
を
屠
ら
れ
た
の
で
す
』
兄
は
怒

っ
て
家
に
入
ろ
う
と
は

せ
ず
、
父
親
が
出
て
き
て
な
だ
め
た
。
し
か
し
、
兄
は
父
親
に
言
っ
た
。

「
ヽ
の
と
お
り
、
わ
た
し
は
何
年
も
お

父
さ
ん
に
仕
え
て
い
ま
す
。
言
い
つ
け
に
背
い
た
こ
と
は

一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
わ
た
し
が
友
達
と

宴
会
を
す
る
た
め
に
　
子
山
羊

一
匹
す
ら
く
れ
な
か
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
と
こ
ろ
が
あ
な
た
の
あ
の
息
子

が
、
娼
婦
ど
も
と

一
緒
に
あ
な
た
の
身
代
を
食
い
つ
ぶ
し
て
帰

っ
て
く
る
と
、
肥
え
た
子
牛
を
屠
っ
て
お
や
り
に

な
る
。
」
す
る
と
、
父
親
は
言
っ
た
。

〔
子
よ
、
お
ま
え
は
い
つ
も
わ
た
し
と

一
緒
に
い
る
。
わ
た
し
の
も
の
は

全
部
お
前
の
も
の
だ
。
だ
が
、
お
前
の
弟
は
死
ん
で
い
た
の
に
生
き
返
つ
た
。
い
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
見
つ
か

っ
た
の
だ
。
祝
宴
を
開
い
て
楽
し
み
喜
ぶ
の
は
当
た
り
前
で
は
な
い
か
』
」

―
ル
カ
に
よ
る
福
音
書

一
工
章

一
一
節
以
下
―

新
約
聖
書
に
は
、

「福
音
書
」
と
呼
ば
れ
る
四
つ
の
書
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
容
は
イ

エ
ス
に
つ
い
て
そ
れ

ま
で
口
伝
え
で
継
承
さ
れ
て
き
た
多
く
の
物
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
資
料
で
編
集
し
丈
学
形
式
で
記
さ
れ
た

4,



の
で
す
。
初
め
に
記
さ
れ
た
の
は

「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
で
、
そ
の
年
代
は
紀
元
七
十
年
頃
だ
と
さ
れ
て
い

ま
す
。　
つ
づ
い
て

「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
や

「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
青
書
」
が
記
さ
れ
、
最
後
の

「
ヨ
ハ
ネ
に
よ

る
福
音
書
」
が
記
さ
れ
た
の
は
紀
元

一
〇
〇
年
前
後
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

「福
音
」
と
は
、
も
と
も
と

「
福

ば
し
い
音
せ
」
と
い
う
意
味
で
、
新
約
聖
書
に
於
い
て
は
、

「イ

エ
ス

キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
救
い
の
知
ら
せ
一
と
い
つ
た
内
容
の
こ
と
で
す
。

先
に
紹
介
し
ま
し
た

「
父
親
と
二
人
の
息
子
の
話
」
は

「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
だ
け
に
あ
る
物
語
で
す
。
福

音
書
を
読
ま
れ
れ
ば
お
分
か
り
の
と
お
り
、
イ
エ
ス
が
多
く
の
人
々
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
神
さ
ま
の
愛
に
つ

い
て
、
神
さ
ま
の
偉
大
き
に
つ
い
て
、
人
が
日
常
の
生
活
で
気
づ
い
て
い
な
い
大
切
な
事
柄
で
す
。
そ
し
て
、
そ

の
語
り
方
は

「書
え
話
」
を
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

イ

エ
ス
は
書
え

に
よ

つ
て
語
ら
れ
た

イ
エ
ス
は
い
つ
も

「た
と
え
」
で
語
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
マ
ル
コ
福
音
書
は
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い

ま
す
。
イ
エ
ス
は
、
再
び
湖
の
ほ
と
り
で
教
え
始
め
ら
れ
た
。
お
び
た
だ
し
い
群
衆
が
、
そ
ば
に
集
ま
っ
て
来
た
。

そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
船
に
乗

っ
て
腰
を
お
ろ
し
、
湖
の
上
に
お
ら
れ
た
が
、
詳
衆
は
皆
、
湖
畔
に
い
た
。
イ
エ
ス

は
た
と
え
で
い
ろ
い
ろ
と
教
え
ら
れ
た
。
‥
‥
　
　
　
　
　
　
　
―

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
四
章

一
節
以
下
―

ま
た
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。



―
―
イ
エ
ス
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
み
な
、
た
と
え
を
用
い
て
群
衆
に
語
ら
れ
、
た
と
え
を
用
い
な
い
で
は
何
も

語
ら
れ
な
か

っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
斗

タ
イ
に
よ
る
福
音
章

一
〓
章
三
四
節
以
ド
ー

「書
え
」
と
は
、
大
切
な

一
つ
の
こ
と
を
深
く
分

か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
だ
れ
も
が
日
常
の
生
活
で
体
験
し
、

見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
る
事
柄
を
用
い
て
語
る
方
法
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

「嘗
え
話
」
は
、

一
兄
、
分
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
そ
の
内
容
に
は
深
い
真
実
が
込
め
ら
れ
て
あ
る
の
で
、
正
し
く
解
釈
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
先
に
紹
介
し
た

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
の

「イ

エ
ス
は
た
と
え
で
い
ろ
い
ろ
と
教
え
は
じ
め
ら

れ
た
。
‐
　
」
と
言
う
言
葉
に
つ
づ
い
て
、
イ

エ
ス
は

「種
を
蒔
く
人
の
た
と
え
」
を
語
ら
れ
ま
し
た
。
が
、
そ

れ
を
聞
い
た
弟
子
達
と

一
緒
に
い
た
人
々
が

　

「
な
ど
た
に
つ
い
て
尋
ね
た
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
　
↓ま
た
、

イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。

「
）
の
た
と
え
が
分
か
ら
な
い
の
か
。
で
は
、
ど
う
し
て
ほ
か
の
た
と
え
が
理
解
で
き
よ

う
か
』
」
と
嘆
か
れ
て
、
種
を
蒔
く
人
の
管
え
話
を
、
イ

エ
ス
自
ら
解
釈
さ
れ
　
教
え
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
．

（
マ
ル
コ
福
音
書
四
章

一
〇
節
以
下
）

こ
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
の
教
え
は
と
で
も
分
か
り
や
す
い
日
常
的
な
語
り
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
警
え
話
の
内

に
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
に
と
っ
て
も
、
生
き
る
命
の
志
に
関
わ
る
大
切
な
真
実
が
示
さ
れ
て
あ
る
の
で

す
。
こ
こ
に
イ
エ
ス
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
の
有
り
難
さ
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
初
め
に
紹
介
し
ま
し
た

「
父
親
と
二
人
の
息
子
の
話
」
は
、
イ
エ
ス
の
当
時
に
お
い
て
も
、
言
わ
ば
日

常
的
な
出
来
事
の

一
つ
で
す
。
こ
の
よ
う
な
日
常
生
活
の
一
つ
の
場
面
を
イ
エ
ス
は
語
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
間

が
生
き
て
行
く
う
え
で
大
切
な
真
実
を
示
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
イ
エ
ス
の
話
は

「警
え
話
」
の

■
■



一
つ
と
し
て
心
し
て
開
か
ね
ば
と
思
い
ま
す
。

「讐
え
話
」

の
受
け
取
り
方

イ
エ
ス
が
語
ら
れ
た

「
父
親
と
二
人
の
息
子
の
話
一
を
、
出
来
事
を
語
る

「情
報
の
言
葉
」
と
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
単
純
な
内
容
に
な
り
ま
す
。
二
人
の
息
子
が
い
て
、
弟
は
父
か
ら
奪
い
取
る
よ
う
に
分
与
さ
せ
た
財
産
を
全

て
金
に
換
え
、
都
会
に
出
て
行
き
、
放
蕩
三
味
の
結
果
文
無
し
に
な
つ
て
父
の
と
こ
ろ

へ
帰

っ
て
来
た
。
が
　
父

は
息
子
を
憐
れ
に
思

っ
て
温
か
く
迎
え
入
れ
喜
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
兄
は
、
放
蕩
し
て
帰

つ
て
来
た
弟
と
、
そ
の
弟

を
と
が
め
ず
、
喜
ん
で
迎
え
た
父
親
に
激
し
く
抗
議
を
し
た
、
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
イ
エ
ス
は
出
来
事
を
た
だ
語
つ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
出
来
事
を
語
る
こ
と
で
、
大
切
な

一
つ

の
こ
と
を
表
現
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。　
つ
ま
り
、
イ

エ
ス
の
言
葉
は

「情
報
の
言
葉
」
で
な
く

「表
現
の
言

葉
」
な
の
で
す
。　
つ
ま
り
、
書
え
話
と
は

「表
現
の
言
葉
」
で
す
。
で
す
か
ら
、
イ

エ
ス
の
言
葉
を
正
し
く
聞
く

た
め
に
は
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
情
報
と
し
て
の
言
葉
を
突
き
抜
け
て
、
語
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
出
所
、
語
ら

れ
て
い
る
言
葉
が
指
し
示
す
事
柄
、
即
ち
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
柄

へ
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

う
す
れ
ば
、
イ
エ
ス
が
提
示
し
た
い
こ
と
は

，こ
の
こ
と
だ

っ
た
の
か
・
と
気
づ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
気
づ
い
た

事
を
、
自
分
の
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を

「解
釈
す
る
」
と
言
い
ま
す
．

こ
れ
は
イ
エ
ス
の
言
葉
を
聞
く
基
本
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
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神
と

人
間
と

の
関
係

イ

エ
ス
が
私
た
ち
に
提
示
し
て
お
ら
れ
る
第

一
の
事
は

「神
と
人
間
と
の
関
係
」
で
す
。
神
と
人
間
と
の
正
し

い
関
係
の
も
と
で
、

「人
と
人
と
の
関
係
」
も

一人
と
物
と
の
関
係
」
も
本
来
の
在
り
方
と
な
る
の
だ
と
イ

エ
ス

は
提
示
な
き
る
の
で
す
。

（
マ
タ
イ
六
　
三
二
、
■
二
　
三
四
）
「
父
親
と
二
人
の
息
子
」
の
讐
え
も
　
父
親
は

「神
」
、
二
人
の
息
子
は

「人
間
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

「人
間
」
を

「私
目
身
」
と
言
い
換
え

れ
ば
、

「
父
親
と
二
人
の
息
子
」
の
警
え
は
、

「神
と
私
自
身
の
関
係
」
が
語
ら
れ
て
い
る

「表
現
の
言
葉
」
だ

と
い
え
ま
す
。
と
す
る
と
、
こ
の
物
語
に
は
私
た
ち
が
未
だ
気
づ
い
て
い
な
い
人
生
の
真
実
が
示
さ
れ
て
あ
り
、

ど
の
人
に
と

っ
て
も
無
関
心
で
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
物
語
で
イ

エ
ス
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
息
子
達
（人
）
と
父
親
（神
）
と
の
結
び

つ
き
は
絶
対
に
切
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
息
子
達
が
父
親
に
反
逆
し
て
離
れ
て
い
つ
て
も
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
父
親
に
忠
実
で
あ

っ
た
と

し
て
も
　
息
子
達
の
そ
の
行
い
に
よ

っ
て
、
父
親
と
の
関
係
は
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ま
た
切
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。　
つ
ま
り
、
父
と
息
子
た
ち
と
の
結
び

つ
き
の
そ
こ
で
は
、
息
子
達
の
側
の
善
、
悪
、
罪
、
義
、
信

仰
、
不
信
仰
な
ど
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
事
実
、
放
蕩
の
限
り
を

つ
く
し
て
い
た
息
子
も
、

所
詮
は
父
親
の
愛
の
中
で
許
さ
れ

つ
つ
生
き
て
い
た
の
で
す
。
だ
か
ら
弟
は
帰

っ
て
来
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ

り
　
父
親
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
ど
の
人
も
神
と
の
結
び

つ
き
の
中
で
生
か
さ
れ
て
お
り
、

死
な
せ
て
も
い
た
だ
け
る
存
在
な
の
で
す
。
ま
さ
に
、
人
は
死
ん
で
も
生
き
て
も
神
の
中
で
す
。
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そ
の
意
味
で
、
人
間
に
と

つ
て
神
と
の
結
び

つ
き
を
離
れ
て
の

「独
立
」
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、

弟
は
父
親
を
離
れ
て

「独
立
」
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思

つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

「独
立
一
は
破
綻
を
来
た

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
　
尚
も
目
己
の
主
体
性
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
、
父
親
と
の
雇
用
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で

一独
立
」
を
維
持
す
べ
く
帰

っ
て
来
ま
し
た
。
　
一と
こ
ろ
が
、
ま
だ
遠
く
離
れ
て
い
た
の
に
、
父
は
息
子
を
見

つ

け
て
憐
れ
に
思
い
、
走
り
寄

っ
て
首
を
抱
き
、
接
吻
し
た
。
」
そ
し
て
最
大
の
歓
迎
を
し
ま
し
た
。
そ
の
父
親

の

姿
に
接
し
て
、
弟
の
自
我
は
吹

つ
飛
ん
で
し
ま

つ
た
。
彼
は
、
自
分
の
反
逆
と
放
蕩
に
も
か
か
わ
ら
ず
　
父
親
と

の
結
び

つ
き
が
、
初
め
か
ら
寸
分
も
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
り
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。　
つ

ま
り
、
彼
の
自
我
の
抵
に
、
独
立
の
低
に
　
主
体
性
の
低
に
、
無
条
件
に
父
親
の
命
が
た
ぎ

っ
て
い
る
事
実
に
開

眼
し
た
の
で
す
。
彼
は
そ
の
時
、
本
当
に

「独
立
」
し

「新
し
い
自
我
』
に
日
覚
め
、
人
と
し
て
安
心
し
て
生
き

て
行
け
る
場
に
立

つ
た
の
で
す
．　
一
方
兄
は
、
父
親
に
対
す
る
謹
厳
実
直
な
忠
誠
を
密
か
に
誇
り
、
そ
れ
に
寄
り

掛
か

つ
て
生
き
る
こ
と
で
安
心
し
、
そ
れ
故
に
、
弟
の
行
為
を
大
罪
と
し
　
弟
を
受
け
入
れ
た
父
親
に
不
正
義
を

感
じ
、
赦
し
難
き
不
満
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
兄
に
父
親
は
や
さ
し
く
語
り
ま
し
た
。

「
子
よ
、
お
ま
え
は

い
つ
ヽ
わ
た
し
と

一
緒
に
い
る
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
の
も
の
は
全
部
お
ま
え
の
も
の
だ
。
」
と
。

ど
の
人
も
初
め
か
ら
救
わ
れ
て
お
り
、
大

い
な
る
命
が
初
め
か
ら
す
べ
て
を
生
か
し
支
え
て
い
る
の
で
す
。

「
父
（神
）
は
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
な
い
者
に
も
雨
を
降
ら
せ
て
下
さ

る
」
（
マ
タ
イ
五
　
四
五
）
そ
こ
で
の
み
人
は
、
本
当
に
安
心
を
得
る
の
で
す
。
イ

エ
ス
の
提
示
を

一
つ
の
教
義
で

包
み
込
み
　
こ
の
世
の

「宗
教
」
と
い
う
枠
に
は
め
込
ん
で
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
神
と
人
間
と
の
結
び

つ

き
は
人
間
の
分
別
以
前
の
原
事
実
、
即
ち
創
造
に
お
け
る
自
然
な
の
で
す
か
ら
。
自
我
は
、
い
つ
も
何
か
の
枠
を

作
り
　
そ
の
枠
の
中
に
囲
い
込
む
こ
と
で
安
心
す
る
。
そ
れ
は
自
我
が
生
む

，魔
“
で
あ
る
。



命

に
す
ぎ

た
る
宝
な

し

イ
エ
ス
は
言
わ
れ
る
。

人
は
、
た
と
え
全
世
界
を
手
に
入
れ
て
も
、
自
分
の
命
を
失

い
戻
す
の
に
、
ど
ん
な
代
価
を
支
払
え
よ
う
か
。

っ
た
ら
、
何
の
得
が
あ
ろ
う
か
。
自
分
の
命
を
買

―

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書

一
六
章
二
六
節
―

「命
に
す
ぎ
た
る
宝
な
し
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
　
”命
ほ
ど
大
切
な
宝
は
こ
の
世
に
な
い

と
い
う
こ
と
で
し
よ
う
。
ま
た
、

「命
あ

っ
て
の
物
種
」
と
も
言
わ
れ
、
さ
ら
に

「
死
ん
で
花
実
が
咲
く
も

の
　
　
４

か
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
た
し
か
に
、
命
が
す
べ
て
の
も
と
で
、
死
ん
で
し
ま

つ
て
は
何
も
な
ら
な
い
と
、
誰
も

が
思

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で

「人
は
、
た
と
え
全
世
界
を
手
に
入
れ
て
も
、
自
分
の
命
を
失

っ
た
ら
、
何

の

得
が
あ
ろ
う
か
一
と
い
う
イ

エ
ス
の
言
葉
に
、

「そ
の
と
お
り
だ
―
」
と
思
わ
れ
る
方
が
沢
山
い
ら

つ
し
や
る
で

し

よ

´，

。

し
か
し
、
イ

エ
ス
が
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
は
、
多
く
の
人
が

「
そ
の
と
お
り
だ
―
」
と
思
う
そ
の
内
容
と

は
少
し
ち
が
い
ま
す
。
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
と
言
い
ま
す
と

「命
」
の
意
味
に
つ
い
て
で
す
。

イ

エ
ス
が
言
わ
れ
る

「
自
分
の
命
」
と
は
、
こ
の
世
に
於
け
る
内
体
的
な

「自
分
の
命
」
だ
け
で
な
く
、
自
分

を
自
分
た
ら
し
め
て
い
る

「自
分
の
魂
」
の
こ
と
で
す
。



魂
と
は
何
か

人
は
自
分
の
肉
体
的
な
命
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
心
配
し
ま
す
。
自
分
の
体
の
何
処
か
が
悪
く
な
れ
ば
、

何
を
さ
し
お
い
て
も
医
者
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
治
療
を
受
け
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
は

「命
あ
っ
て
の
物
種
」
だ

と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、

「自
分
の
魂
」
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
配
慮
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
な
た

ち
は

「自
分
の
魂
」
に
は
無
関
心
で
生
き
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も

「魂
」
と
は
何
な
の
で
し
よ
う
か
。
普
通
の
国
語
辞
典
は

「生
き
て
い
る
も
の
の
命
の
原
動
力

と
考
え
ら
れ
る
も
の
。
死
後
は
、
内
体
を
離
れ
る
と
い
わ
れ
る
」
と
解
説
し
て
あ
り
ま
す
が
　
も
う
少
し
厳
密
に

言
う
と
魂
と
は
自
分
の
心
、
自
分
の
精
神
　
自
分
の
思
い
、
自
分
自
身
の
こ
と
だ
と
い
え
ま
す
。

た
と
え
ば
、
私
た
ち
に
は
肉
体
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
手
、
自
分
の
足
、
自
分
の
顔
、
自
分
の
‥
―
。

つ
ま
り

肉
体
の
す
べ
て
は

「自
分
の
も
の
」
で
す
が
、
　
一自
分
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
す
る
と
、
当
の

「自
分
」
は
ど

こ
に
い
る
の
で
し
よ
う
か
。
さ
し
ず
め
、
こ
の
日
に
見
え
な
い

一自
分
」
が

「魂
」
で
あ
り

「
心
」
で
あ
り
、

「精
神
」
で
あ
り

「思
い
」
で
あ
り

「自
分
自
身
」
な
の
で
す
。
と
し
ま
す
と

「自
分
」
と
は
日
に
見
え
る
肉
体

と
日
に
見
え
な
い
心
（魂
）
と
が

一
つ
に
な

っ
た
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。
と
し
ま
す
と
、

「自
分
の
命
を
失
う
」
と

い
う
こ
と
は
、

「自
分
の
内
体
と
霊
魂
の
す
べ
て
を
失
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

′
，



肉
体
と
魂

（心
）

肉
体
と
魂

（心
）
と
は
別
々
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
と
い
う
存
在
は
内
体
と
魂

（心
）
と
が
同
時
に
あ

る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
自
分
は
内
体
だ
け
の
者
だ
と
思
い
込
ん
で
、

「自
分
知
魂
（心
と

に
は
全
く
無
関
心
で
す
。

そ
の
結
果
、
そ
の
人
の
生
き
方
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て

「
不
安
定
」
と
い
う
歪
み
が
生
じ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ

は
三
輪
車
の

一
つ
の
車
輪
が
外
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
し
て
不
安
定
は

「
不
安
」
を
生
み
ま
す
。
そ
れ

は

一安
心
Ｆ
が
無
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
食
べ
て
満
腹
し
て
も
満
足
感
が
な
い
。
着
飾

っ
て
遊
ん

で
も
何
か
虚
し
き
を
感
じ
る
　
　
等
。
不
安
と
は
魂
（心
）
の
問
題
で
す
。
生
き
て
い
る
こ
と
に
深
い
安
心
感
を
も

て
な
い
と
い
う
こ
と
も
魂

（心
）
の
問
題
で
す
．
感
謝
が
な
い
、
喜
び
が
な
い
、
何
時
も
い
ら
い
ら
し
て
愚
痴
ば
か

り
言
い
、
人
の
う
わ
さ
話
し
に
明
け
暮
れ
、
他
人
の
悪

口
を
言
い
交
わ
し
て
生
き
る
生
活
、
そ
れ
ら
は
自
分
の
魂

（心
）
の
問
題
で
す
。
自
分
の
魂
に
何

一
つ
配
慮
せ
ず
、
し
た
が

つ
て
現
に
安
心
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
．

そ
れ
に
し
て
も
魂

（心
）
と
い
う
周
ま
り
の
よ
う
な
実
体
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
日
に
見
え
な
い

「念

い
」
だ
と
言
え
ま
す
。
内
体
は
日
に
見
え
る
も
の
、
魂

（心
）
は
日
に
見
え
な
い
念
い
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
互
い

に
関
わ
り
な
が
ら
同
時
に
働
い
て
い
る
の
が

「わ
た
し
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
漢
字
で

「
身
体
」
と
書
く
の
で
す
。



「身
体

」

は
念

い
の
固
ま
り

私
た
ち
の

「身
体
」
は
　
念
い
の
固
ま
り
だ
　
と
言
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
心
が
動
く
と
念
い
と
な
り
、
念
い
が

固
ま
る
と
形
と
な
る
の
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
●
ヽ
れ
ら
の
こ
と
は
人
間
の
意
識
や
意
思
、
ま
た
は
意
志

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
対
比
で
き
ま
す
が
　
こ
こ
で
は
私
見
は
述
べ
な
い
）

こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
先
に
記
し
ま
し
た
デ
カ
ル
ト
の
大
切
な
言
葉
で
す
。

「私
は
思
う
、
だ
か
ら
私
は
あ

る
」
と
彼
は
言
い
ま
し
た
。
彼
は

「
私
は
思
う
」
そ
こ
に

一私
」
が
あ
る
と
い
う

「私
目
身
」
は
疑
う
こ
と
は
出

来
な
い
事
実
だ
　
と
言

っ
た
の
で
す
。
　
↑
ヽ
の
解
釈
は
と
も
か
く
）

つ
ま
り
、
思

っ
て
い
る
私
が
私
自
身
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
た
ち
の
日
常
生
活
の
様
々
な
行
動
、
例
え
ば
見
る
こ
と
　
聞
く
こ
と
、
語
る
こ
と
‥
―
の
す
べ
て
は
、

「わ

た
し
の
念
い
」
に
よ

つ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
す
。
お
腹
が
空
い
て
食
事
を
し
た
い
と
肉
体
が
要
求
し
て
も
、
今
、

私
は
ダ
イ
エ
ッ
ト
中
な
の
で

「食
べ
な
い
」
と

「念
い
」
が
決
め
れ
ば
、
内
体
の
要
求
は
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
本
当
は
０
０
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
　
と
理
性
が
考
え
て
も
、
そ
の
人
の
念
い
が

「
や
め
た
―
」
と

決
め
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
そ
の
人
は
行
動
す
る
の
で
す
。
ま
た
、
怒
り
の
念
い
が
満
ち
て
く
る
と
、
肉
体
に
暴
力

的
な
行
動
を
生
ま
し
め
ま
す
。
人
の
理
性
的
判
断
も
常
識
も
行
い
も
、
そ
の
人
の

「念
い
」
に
は
勝
て
ま
せ
ん
。

肉
体
的
な
行
動
の
形
は
そ
の
人
の

「念
い
」
で
ど
の
よ
う
に
も
動
く
の
で
す
。

つ
ま
り
、
魂

（心
）
が
動
く
と
念
い

と
な
り
、
念
い
が
日
ま
る
と
形
と
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら

「形
」
と
い
う
漢
字
は

一あ
ら
わ
れ
る
」
と
も
読
む


