
椎
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l
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か
ら
の
影
響
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一
九
五

O
年
一
二
月
二
四
日
に
日
本
基
督
教
団
上
原
教
会
で
赤
岩
栄
か
ら
洗
礼

を
受
け
た
椎
名
麟
三
は
、

日
本
共
産
党
員
で
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
も
あ
っ
た
荒
本
守

也
(
本
名
清
水
義
勇
)
を
主
人
公
長
島
重
夫
の
モ
デ
ル
に
し
た
書
き
下
ろ
し
長
編

小
説
『
赤
い
孤
独
者
』

(
一
九
五
一
年
四
月
、
河
出
書
一
房
)
を
刊
行
し
た
。
重
夫

が
拳
銃
で
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
結
末
が
待
ち
受
け
る
『
赤
い
孤
独
者
』

の
出
版
記
念
会
が
一
九
五
一
年
五
月
二
七
日
に
上
原
教
会
で
開
か
れ
る
と
、
椎
名

は
イ
エ
ス
の
復
活
を
基
点
に
し
て
自
己
の
キ
リ
ス
ト
信
仰
を
深
め
て
い
る
こ
と
を

『
赤
い
孤
独
者
』
は
椎
名
が
洗
礼
を
受
け
る
前
に
脱
稿
さ
れ
た
小

説
で
は
あ
っ
た
が
、
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
榎
本
老
人
が
ご
切
の
人
間
の
罪
は

キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
か
か
ら
れ
た
か
ら
、

う
ち
明
け
た
。

も
う
許
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。

一
切
の
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人
間
の
罪
は
許
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。

お
れ
は
そ
れ
に
、
た
っ
た
い
ま
気
が
つ
い
た

ん
だ
。
信
じ
る
も
の
も
、
信
じ
な
い
も
の
も
、
神
に
そ
む
く
者
だ
っ
て
、

み
ん
な
、

ひ
と
り
の
こ
ら
ず
評
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。

わ
れ
わ
れ
人
聞
は
み
ん
な
、
終
末
に
於

て
墓
か
ら
よ
み
が
え
る
ん
だ
」
と
語
っ
た
終
末
論
は
、

直
前
の
聞
の
中
か
ら
の
『
待
ち
望
み
』
を
象
徴
」

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
椎
名
麟
三
自
身
の
洗
礼

(
饗
庭
孝
男
)
し
て
い
る
と
考

『
赤
い
孤
独
者
』
出
版
記
念
会
の
講
演
速
記
録
に

尾

西

充

康

も
と
づ
い
て
発
表
さ
れ
た
の
が

「
路
傍
の
種
子
(
八
)
|
バ
ル
ト
の
芸
術
論
|
」

(
「
指
」
第
八
号
、

一
九
五
一
年
七
月
)

で
、
本
文
の
冒
頭
に
は
「
表
題
に
パ
ル

ト
の
芸
術
論
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

正
し
く
は
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ

た
僕
自
身
の
文
学
論
で
あ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
神
学
的
で
も
な
く
、
芸
術
一
般
に

ふ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
く
文
学
作
品
を
実
際
に
つ
く
っ
て
い
る
作
家
と
し
て
の

体
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
許
し
ね
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
」
と

い
う
断
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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江
頭
太
助
氏
は
椎
名
が
上
原
教
会
に
お
け
る
バ
ル
ト
神
学
の
研
究
会
に
出
席
し

て
い
た
こ
と
や
、
立
教
大
学
教
授
蒼
円
吉
の
「
バ
ル
ト
神
学
と
芸
術
」

研
究
」
第
四
年
二
、
三
集
、
一
九
四
二
年
七
月
)
に
「
バ
ル
ト
の
芸
術
論
」
の
典

拠
が
見
出
せ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
椎
名
が
「
最
初
か
ら
バ
ル
ト
神
学
の
核
心
に
触

(
「
宗
教

れ
て
い
た
こ
と
」
を
実
証
的
に
指
摘
し
、
椎
名
の
救
済
論
を
考
え
る
た
め
に
は
パ

ル
ト
か
ら
の
影
響
は
「
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
と
の
関
係
と
匹
敵
す
る
く
ら
い
に
重

要
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
江
頭
氏
の
研
究
を
継
承
し
な

が
ら
、
管
論
文
を
通
じ
て
椎
名
が
ど
の
よ
う
に
バ
ル
ト
神
学
を
受
容
し
た
の
か
を
、

赤
岩
の
ケ
l
ス
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

2 
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日
本
に
お
け
る
.
バ
ル
ト
神
学
の
紹
介
者
の
一
人
で
あ
っ
た
聖
公
会
系
の
菅
円
吉

lま

一
九
=
二
年
七
月
に
日
本

Y
M
C
A
同
盟
総
主
事
箆
光
顕
、
同
学
生
部
主
事

中
原
賢
次
、

早
稲
田
第
二
高
等
学
院
教
授
杉
山
謙
治
、
東
京
帝
国
大
学
青
年
会
主

事
丹
羽
昇
た
ち
と
と
も
に
基
督
者
学
生
運
動
を
発
展
さ
せ
る
も
の
と
し
て
日
本

S

C
M
研
究
会

(
F
Bコ
∞

E
a
o
z
n
z
z
z
g
玄。

5
B
S
H
)
を
創
立
し
、
当
時
急
速

に
影
響
力
を
強
め
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
弁
証
し
、
社

会
の
混
乱
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
適
切
に
対
処
で
き
る
の

か
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
。
菅
た
ち
が
定
め
た

S
C
M
の
綱
領
は
「
一
、
神
は
不

二
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、

断
に
進
展
す
る
生
命
力
で
あ
る
。

イ
エ
ス
に
出
発
せ
る
神

の
歴
史
的
躍
動
で
あ
り
、
神
の
国
実
現
運
動
で
あ
る
。
三
、
救
は
神
の
国
実
現
運

動
へ
の
共
同
参
加
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
四
、
我
ら
の
信
仰
は
科
学
的
真
理
を

包
容
し
つ
つ
発
展
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、
菅
も
キ
リ
ス
ト
の
賄
罪
の
積
極
面

を
強
調
し
て
、

「
自
分
が
教
は
れ
ん
為
め
に
は
、
神
の
国
建
設
に
従
事
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
神
の
国
建
設
が
同
時
に
自
己
の
救
ひ
と
な
る
の
で

あ
る
」
と
し
、
「
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
神
の
創
造
的
な
生
命
の
流
れ
に
飛
び
込

ん
で
、
神
と
共
に
働
く
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
。

し
か
し
こ
の
運
動
は
次
第
に
左
傾
化
が
進
み
、
同
じ

S
C
M
で
も
社
会
的
キ
リ

ス
ト
教
運
動
(
∞
。
立
巳
の

Z
E
S
玄。〈
σ
B
g円
)
の
色
彩
が
濃
く
な
っ
て
、

一
九
三
二

年
六
月
に
は

S
C
M
京
都
支
部
に
属
す
る
同
志
社
の
学
生
の
一
員
が
日
本
全
国
労

働
組
合
協
議
会
(
全
協
)
に
関
わ
っ
て
い
た
と
し
て
検
挙
さ
れ
、
関
西
の
大
手
新

聞
に

S
C
M
と
左
翼
団
体
と
の
繋
が
り
が
報
じ
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。

さ
ら
に
七
月
二
六
日
の
御
殿
場
東
山
荘
の
夏
季
学
校
で
は
、
急
進
派
学
生
に
よ
る

分
裂
工
作
の
た
め
に
予
定
を
一
日
繰
り
上
げ
て
閉
校
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い

う
「
東
山
荘

S
C
M
事
件
」
に
発
展
し
、
二
八
日
に
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た

日
本

S
C
M
研
究
大
会
は
急
逮
日
本
基
督
教
同
盟
事
務
所
の
集
会
室
か
ら
早
稲
田

大
学
大
隈
会
館
の
一
室
に
会
場
を
移
し
て
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
杉
山
や
寛

は
中
央
委
員
会
案
と
し
て
「
一
、
我
等
は
神
の
国
実
現
運
動
こ
そ
イ
エ
ス
の
福
音

の
本
質
と
信
じ
、
そ
の
信
念
を
基
調
と
す
る
社
会
的
基
督
教
の
建
設
を
期
す
。
二
、

我
等
は
無
限
の
営
利
慾
を
動
機
と
す
る
資
本
主
義
階
級
社
会
を
止
揚
し
、
搾
取
な

き
共
同
社
会
の
建
設
を
期
す
。
三
、
我
等
は
理
想
的
共
同
社
会
の
実
現
を
不
可
能

な
ら
し
む
る
不
公
正
な
る
圏
内
的
、
及
び
国
際
的
の
諸
関
係
を
改
造
し
、

以
っ
て

戦
争
の
原
因
を
除
去
し
、
恒
久
的
な
世
界
平
和
の
実
現
を
期
す
」
と
い
う
新
綱
領

を
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

し
か
し
急
進
派
学
生
た
ち
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
宗
教

へ
の
日
和
見
主
義
、

小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
小
市
民
的
社
会
民
主
主
義
的
態
度
、
統
制

な
き
無
方
針
、
僅
か
一
ヶ
年
七
回
の
中
央
執
行
委
員
会
開
催
の
如
き
忘
慢
ブ
リ
等

々
」
の
理
由
を
上
げ
て
菅
や
寛
、
中
原
、
杉
山
を
は
じ
め
と
す
る
六
名
の
中
央
委

-24-

こ貝
と の
に除
な 名
つを
た?求
。}め

る
宅金~

戸

明
書
が
出
し

つ
い
に
日
本

S
C
M
研
究
会
は
分
裂
す
る

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
近
代
主
義
的
な
宗
教
社
会
学
を
研
究
し
て
い
た
菅

は
基
督
者
学
生
運
動
を
は
じ
め
た
当
初
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
攻
勢
を
受
け
て
い
た

教
会
の
現
実
に
目
を
向
け
、
教
会
の
神
学
を
通
じ
て
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
運
動
を

し
か
し
日
本

S
C
M
研
究
会
が
分
裂
し
て
力
を
失
う

展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
東
山
荘

S
C
M
事
件
」
が
発
生
し
た
一
九
三
二
年
七
月
上

旬
、
後
事
を
杉
山
と
寛
に
託
し
て
、

オ
ラ
ン
ダ
の
ザ
イ
ス
ト

(Ng円
)
で
開
か
れ
た

世
界
キ
リ
ス
ト
教
学
生
連
盟
(
君
。
「
一
色
町
山
吉
号
互
の
至
急

S
H
U
2
0
5
Zロ
)
第
一
六
回

総
会
に
日
本
代
表
と
し
て
出
席
し
て
い
た
。
後
に
世
界
教
会
協
議
会
(
毛
色
色

。oc
コ丘一
O
『

n
E
C『
わ

zom)

の
初
代
総
書
記
に
就
任
し
た

w
-
A
・
ヴ
イ
サ

l
・
ト

ー
フ
ト
(
垣
一
一
一
。
ヨ
〉
・
〈
一

MMq

J
Z
8
5
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
「
ダ
イ
ナ
ミ
ツ



ク
な
社
会
へ
の
関
与
は
弁
証
法
神
学
に
こ
そ
正
し
く
基
礎
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ

つ
て
の
み
保
持
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
確
信
を
た
た
き
こ
ま
れ
」
、
テ
ィ
リ
ツ
ヒ
や

ブ
ル
ン
ナ

i
、
バ
ル
ト
の
著
作
を
買
い
込
ん
で
帰
国
し
む
)
。
菅
は
一
九
三
四
年

に
『
転
換
期
の
基
督
教
』
を
発
表
し
て
近
代
主
義
か
ら
福
音
主
義
へ
と
自
己
の
神

学
的
な
転
回
を
表
明
し
、
そ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
の
建
設
と

い
う
関
心
を
バ
ル
ト
神
学
の
影
に
隠
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
の
と
き
菅
に
決
定

的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
バ
ル
ト
が
ス
イ
ス
の
ミ
ユ
ン
ス
タ
l
で
一
九
二
八
年
か

ら
翌
年
の
冬
学
期
に
か
け
て
担
当
し
た
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
講
義
の
講
義
録
で
、

ヴ
イ
サ

l
・
ト

l
フ
ト
が
上
下
二
冊
、
タ
イ
プ
刷
り
筆
記
録
八

O
部
限
定
印
刷
の

一
部
を
菅
に
送
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
菅
は
彼
の
厚
意
に
感
謝
し
な
が
ら
こ
の
難

解
な
文
献
を
少
し
ず
つ
翻
訳
し
立
教
大
学
宗
教
学
科
の
学
生
た
ち
に
解
説
し
た
よ

椎
名
の
「
バ
ル
ト
の
芸
術
論
」

の
典
拠
と
な
っ
た
「
バ
ル
ト
神
学
と
芸
術
」
と
い

う
論
文
は
、
こ
の
と
き
の
成
果
の
一
つ
で
、
菅
は
バ
ル
ト
の
講
義
録
を
も
と
に
パ

ル
ト
神
学
に
お
け
る
芸
術
と
譜
諺
の
概
念
を
解
説
し
て
い
る
。
こ
れ
は
バ
ル
ト
の

著
作
で
い
え
ば
、
バ
ル
ト
が
ミ
ュ
ン
ス
タ
l
に
加
え
て
、
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
で
一
九

三
O
年
の
夏
学
期
と
一
九
=
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
に
繰
り
返
し
た

倫
理
学
講
義
の
内
容
を
ま
と
め
た
『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
総
説
』

E
/
2
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第
四
章
「
救
済
主
な
る
神
の
誠
め
」
第
一
七
節
「
感
謝
」

に
当
た
る
部
分
で
、
椎
名
は
バ
ル
ト
の
言
葉
と
し
て
「
芸
術
家
は
、
他
人
に
聞
い

を
出
す
が
、

し
か
し
そ
の
問
い
に
対
し
て
芸
術
家
自
身
が
、
答
を
与
え
な
い
。

の
問
い
に
対
す
る
答
は
、
全
く
奇
跡
と
し
て
の
み
起
り
得
る
」
と
い
う
表
現
を
菅

論
文
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
椎
名
が
バ
ル
ト
神
学
か
ら
影
響
を
受
け
は
じ
め
た
一

九
五

O
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
時
期
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
は
具
体
的
な
状
況
に

お
い
て
「
神
の
言
」

の
権
威
に
従
っ
て
個
別
的
に
判
断
す
べ
き
で
、
何
か
不
変
の

原
理
に
従
っ
て
行
動
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
共
産
主
義
を
否
定
す
べ
き
で
は
な

い
と
述
べ
た
バ
ル
ト
に
対
し
て
、

エ
ミ
!
ル
・
プ
ル
ン
ナ
ー
が
「
か
つ
て
ナ
チ
ズ

ム
に
抵
抗
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
共
産
主
義
に
反
対
し
、
信
仰
告
白
を
貫
く
よ
う

に
呼
び
か
け
な
い
の
は
な
ぜ
か
」
と
批
判
し
た
よ
う
に
、
バ
ル
ト
に
対
す
る
誹
誘

の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
頃
で
あ
っ
た
。
)
バ
ル
ト
の
基
本
的
な
主
張
は
、
東
と
西

と
の
冷
戦
を
否
定
し
て
共
産
主
義
は
も
と
よ
り
反
共
産
主
義
を
も
拒
否
す
る
と
い

う
「
第
三
の
道
」
を
願
い
、

ド
イ
ツ
の
再
武
装
に
反
対
し
て
平
和
を
擁
護
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

上
原
教
会
の
機
関
誌
「
指
」
誌
上
に
は
創
刊
初
期
か
ら
、

『
東
と
西
の
間
に
あ

る
教
会
』
の
邦
訳
刊
行
を
紹
介
し
な
が
ら
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
訪
れ
た
と
き
の
講
演

「
国
家
秩
序
の
転
換
裡
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
会
」

-25-

で
明
ら
か
に
な
っ
た
‘
バ
ル
ト
の

立
場
を
伝
え
た
り
、

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
会
議
で
ニ

1
パ
!
と
論
争
を
お
こ
な
っ
た

り
し
た
こ
と
な
ど
バ
ル
ト
を
め
ぐ
る
最
新
の
動
向
が
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ

や
ス
イ
ス
で
は
反
共
主
義
者
か
ら
激
し
い
非
難
を
浴
び
て
い
た
も
の
の
、

「
第
三

の
道
」
と
い
う
バ
ル
ト
の
構
想
は
、
共
産
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
を
模
索

し
よ
う
と
し
て
い
た
椎
名
や
赤
岩
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
福
音
主
義
の

権
威
と
し
て
だ
け
で
は
な
く

同
時
代
的
な
問
題
を
共
有
で
き
る
対
象
と
し
て
パ

ル
ト
に
強
い
関
心
を
抱
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ

3 

椎
名
が
赤
岩
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
一
九
五

O
年
は
、

そ
の
前
年
に
失
綜
し
て
行

方
不
明
に
な
っ
て
い
た
父
熊
次
が
自
殺
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
自
分
も
創
作
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に
も
行
き
詰
ま
っ
て
絶
望
の
淵
を
訪
復
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
椎
名
は
「
パ

「
わ
が
神
、
わ
が
神
、
な
ん
ぞ
我
を
見
す
て
給
い

ル
ト
の
芸
術
論
」

の
な
か
で
、

し
」
と
叫
ん
だ
十
字
架
の
イ
エ
ス
が

「
大
声
を
出
し
て
息
絶
え
給
う
」
と
い
う
刑

死
の
場
面
に
着
目
し

「
こ
の
言
葉
に
な
ら
な
か
っ
た
大
声
」
が

「
文
学
の
本

質
」
で
あ
る
と
す
る
。

イ
エ
ス
の
大
声
、

そ
れ
は
、
現
代
の
文
学
が
遂
に
終
末
論
の
上
に
立
た

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
神
な
し
」

と
し、

う
大
声
の
な
か
に
、
逆
説
的
な
仕
方
で
、

神
の
声
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
極
限
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
.
バ
ル
ト
の
芸
術
論
は
、

そ
の
よ
う
な
終
末
論
を
そ
の
最
初
の
根
抵
に
置
い
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
キ

リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
は
、

そ
の
終
末
論
は
、

同
時
に
救
済
論
と
な
る
こ
と

は
勿
論
で
あ
り
ま
す
。

「
神
な
し
」

キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
は

と
い
う

悲
痛
な
叫
び
声
と
そ
、
神
の
実
在
の
根
抵
と
な
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ

り
ま
す
。

バ
ル
ト
神
学
は
「
神
と
人
間
と
の
永
遠
の
質
的
差
異
」

版
序
言
、

(
『
ロ
・
|
マ
書
』
第
二

一
九
二
一
年
)

か
ら
出
発
す
る
と
こ
ろ
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。

父
な

る
神
と
神
の
子
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
絶
対
的
な
差
異
を
前
提
に
し
な
が

ら
、
繰
り
返
し
語
り
か
け
ら
れ
る
「
神
の
言
葉
」
(
含
ω

者
0
3
0
2
5
目
)
を
通
し
て
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
人
聞
が
神
の
子
と
し
て
神
の
性
質
に
あ
ず
か
る
者

と
し
て
新
た
に
証
さ
れ
て
再
生
さ
れ
る
と
い
う
終
末
論
を
基
本
に
し
て
い
る
。
神

が
死
に
服
さ
な
い
存
在
で
あ
る
限
り
、
神
の
性
質
を
与
え
ら
れ
た
神
の
子
も
永
遠

の
生
命
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
未
来
に
お
け
る
そ
の
実
現
は
現
在
に
お

い
て
来
り
つ
つ
あ
る

「
約
束
」

と
さ
れ
る
。

べ
レ
ト
土

J

j

i

 

(
E
O
〈

q
z
E
ロC
コ
加
)

「
三
位
一
体
の
神
」
、
す
な
わ
ち
天
地
の
創
造
者
と
し
て
の
材
、
和
解
者
か
つ
販

罪
者
と
し
て
の
神
の
子
、
救
済
者
と
し
て
の
神
の
聖
霊
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、

人
聞
は
造
ら
れ
た
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
和
ら
が
れ
た
者
(
恵
ま
れ
た
罪
人
)
、

さ
ら
に
最
後
の
救
済
を
約
束
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
す
る
。
椎
名
が
菅
論
文
を
通
じ

て
参
考
に
し
て
い
る
『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
総
説
』

H
/
2
第
四
章
「
救
済
主
な

る
神
の
誠
め
」
第
一
七
節
「
感
謝
」

で
は
、
バ
ル
ト
は
救
済
者
と
し
て
の
聖
霊
の

内
容
を
テ

l
マ
に
し
た
講
義
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
人
間
を
救
済
す
る
聖
霊
に
対

し
て
「
感
謝
」

(
仏

5
0
8
5
R
5
-
H
)
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
椎
名
が

「
バ
ル

ト
の
芸
術
論
は
、
聖
霊
論
で
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
パ
ル
卜
が

「
神
の

言
葉
」
を
も
た
ら
す
聖
霊
の
働
き
に
よ
っ
て
人
聞
が
来
り
つ
つ
あ
る
未
来
に
お
い

て
救
済
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
、
椎
名
は
「
聖
霊
の
自
由
」
に
よ
っ
て

円。
内
J
h

救
済
さ
れ
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
自
由
な
境
地
に
つ
い
て
、
未
来
が
な
い
と
思
い
込

ん
で
い
た
男
に
急
に
未
来
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
も
た
ら
さ
れ
る
感
情
、
す
な
わ

ち
「
戦
懐
と
驚
停
に
み
ち
た
よ
ろ
こ
び
」
と
比
檎
的
に
説
き
明
か
し
、

そ
れ
を

「
真
の
芸
術
の
感
動
」
と
す
る
と
同
時
に
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
そ
の
よ
う
な
感
動

を
与
え
ら
れ
た
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
当
た
る
部
分
を
菅
論
文
か
ら
引

用
す
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

本
当
に
よ
き
キ
リ
ス
ト
信
者
と
は
み
ず
か
ら
好
ん
で
自
発
的
に
神
に
服

従
す
る
人
、
換
言
す
れ
ば
神
の
前
で
の
責
任
を
ぱ
、
ち
ょ
う
ど
子
供
が
遊

び
を
す
る
時
の
ご
と
く
に
果
さ
ん
と
す
る
人
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

そ

れ
は
わ
れ
わ
れ
に
命
令
さ
れ
た
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
自
身
か
ら
し
て
欲
せ
ら

れ
た
こ
と
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
そ
れ
が
、

あ
の
古



き
人
を
脱
ぎ
す
て
て
新
し
き
人
を
着
る
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。

う
い
う
意
味
に
お
い
て
遊
ぶ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ぬ
人
、

あ
る
い
は
そ
う

い
う
意
味
に
お
い
て
習
得
し
よ
う
と
欲
し
な
い
人
は
、

本
当
の
意
味
で

i
ー
す
な
わ
ち
神
の
命
令
す
る
ご
と
く
に
|
|
神
に
服
従
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
み
ず
か
ら
好
ん
で
自
発
的
に
神
に
服
従
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
ク
リ
ス
チ
ヤ

ン
は
解
放
さ
れ
て
自
由
に
な
る
と
い
う
の
だ
が
、
椎
名
は
さ
ら
に
バ
ル
ト
の
言
葉

と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
者
も
、
未
来
の
約
束
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

本
当
は
救
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、

た
だ
約
束
に
よ
っ
て
、
き
び
し
い
人
間
の
実
存

か
ら
ゆ
る
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
」
と
い
う
終
末
論
的
な
考
え
を
紹
介
し
て

い
る
。

私
は
「
救
済
」
と
い
う
最
後
の
言
葉
を
避
け
た
い
。
何
故
な
ら
ば
、

の
言
葉
は
あ
ま
り
に
多
く
を
語
り
、

そ
れ
故
ま
た
、

こ
れ
と
は
反
対
に
あ

ま
り
に
少
し
し
か
語
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
救
済
は
約
束
の
成

就
で
あ
る
。
誠
め
と
共
に
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
中
に
入
っ
て
く
る
も
の
、

そ
れ
は
成
就
で
は
な
い
、

し
た
が
っ
て
救
済
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

む
し
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ろ
そ
れ
の
約
束
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
故
、
ま
た
そ
れ
と
共
に
、

ま
さ
に

解
放
で
あ
る
ο

て

わ
れ
わ
れ
自
身
を
現
在
に
お
い

「
無
気
力
デ
、
肉
ニ
オ
イ
テ
モ
脆
イ
モ
ノ
ヲ
」
見
出
す
。
く
り
返
し
、

(
中
略
)
わ
れ
わ
れ
は
、

と
ら
わ
れ
た
者
、
束
縛
さ
れ
た
者
、
緊
張
し
て
い
る
者
と
し
て
の
わ
れ
わ

れ
を
見
出
す
。

そ

こ
こ
で
バ
ル
ト
は
、

キ
リ
ス
ト
あ
る
い
は
救
い
主
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
が
4

o
q
H
Wユ
o
u
R
4

と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
に
と
っ
て
の
究
極
的
な
救
い
が
意

味
さ
れ
る
e
a
芯
何
ユ

O
M
S
F
を
避
け
て
、
一
時
的
な
解
き
放
た
れ
で
あ
る
軍

E
O

F
α
2
2中
を
使
お
う
と
し
て
い
る
。
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
「
救
済
」
〈
E
O

何
『

5
2
3
加
)
と
「
解
放
」
(
仏
5
F
o
u
g加
)
と
い
う
言
葉
が
注
意
深
く
使
い
分
け
ら
れ

た
の
は
、
現
在
の
世
界
に
は
救
済
そ
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
未
来
に
お
い

て
救
済
が
成
就
さ
れ
る
「
約
束
」
が
あ
る
だ
け
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
、

そ
の
よ
う
な
「
約
束
の
し
る
し
」
(
♀
g
N
E
n
y
g
含
「
〈

2
5
5
5∞
)
に
お
い
て
人

間
に
は
「
ゆ
る
め
」
(
全
n
O
巳
D
M
E
S
)
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
バ
ル
ト
の
「
キ
リ

ス
ト
教
的
な
ゆ
る
め
」

(
ι
5
の
可
E
-
R
2
0
0
巳
ou
吾
巳
円
)
に
な
ら
っ
て
椎
名
も
「
ゆ

る
め
」

の
存
在
に
注
目
し
、

そ
こ
に
芸
術
と
ユ
ー
モ
ア
の
発
生
基
盤
を
み
よ
う
と

す
る
の
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ト
は
「
芸
術
と
ユ
ー
モ
ア
は
、
も
し
も
そ
れ
ら
が
、
ま

-27-

そ

さ
に
本
質
的
に
喜
ば
し
い
行
為
と
し
て
、
最
後
の
、
最
も
深
い
苦
痛
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と

い
う
逆
説
的
な
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
苦
痛
に
裏
打
ち
さ
れ
た
喜
び
の
表
現
と
し
て

の
芸
術
、
一
棋
を
流
し
な
が
ら
笑
う
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
が
本
来
の
も
の
だ
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
バ
ル
ト
の
主
張
は
、
復
活
し
た
イ
エ
ス
が
自
分
の
手
足
を
、
呆
然
と

し
て
い
る
弟
子
た
ち
に
懸
命
に
な
っ
て
示
そ
う
と
し
た
場
面
に
、
椎
名
が
「
あ
る

悲
痛
な
感
情
と
と
も
に
微
笑
を
禁
じ
得
な
い
」
と
い
う
感
想
を
持
っ
た
こ
と
に
符

合
し
て
い
る
。
芸
術
は
い
ま
だ
来
ら
ぬ
終
末
の
世
界
を
現
実
と
は
異
な
る
一
つ
の

世
界
と
し
て
創
造
す
る
と
い
う
方
法
で
、
他
方
、

ユ
ー
モ
ア
は
現
在
の
真
剣
さ
と

の
格
闘
の
な
か
で
現
在
を
括
弧
に
入
れ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ゆ
る
め
」
が
得

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ユ
ー
モ
ア
に
よ
る
「
ゆ
る
め
」
は

一
九
一
一
二
年
八
月

二
六
日
に
京
阪
神
日
本
共
産
党
員
一
斉
検
挙
事
件
で
逮
捕
さ
れ
た
一
二
四
名
の
う
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ち
の
一
人
で
、
神
戸
市
内
の
警
察
署
の
留
置
場
を
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
な
が
ら
拷

間
を
受
け
て
以
来
、
生
き
て
い
る
の
か
死
ん
で
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
、
自
分
が

だ
れ
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
解
離
性
障
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
椎
名

に
と
っ
て
、
自
己
の
本
当
の
救
い
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
と
恩
わ
れ
る
。

椎
名
。
か
最
初
に
バ
ル
ト
に
言
及
し
た
の
は

「
パ
ル
卜
の
芸
術
論
」
が
掲
載
さ

れ
る
四
カ
月
、
復
活
節
礼
拝
が
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
に
「
復
活
節
号
」
と
サ
ブ
タ

イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た

「
指
」
第
四
号
(
一
九
五
一
年
四
月
)
掲
載
の

「
路
傍
の

種
子
(
四

)
l文
学
の
限
界
|
」
で
あ
っ
た
。
椎
名
が
引
用
す
る
「
バ
ル
ト
は
そ

の
芸
術
論
で
、
芸
術
家
の
創
作
は
、
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
、

不
可
能
な
形

に
向
か
わ
ん
と
す
る
と
云
っ
て
い
る
」
と
い
う
部
分
は
「
芸
術
的
な
創
作
は
、
勿

論
常
に
、
前
代
未
聞
な
も
の
、
決
し
て
既
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
も
の
と
な
る

傾
向
を
も
つ
で
あ
ろ
う
」
に
、
ま
た

「
若
し
作
品
が
バ
ル
ト
の
い
う
よ
う
に
究
極

的
に
は
遊
び
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
い
う
部
分
は
「
芸
術
は
、
遊
び
で
あ
り
、
あ
く

ま
で
も
遊
び
で
あ
勺
続
け
る
」
に
対
応
し
て
い
る
。
)
だ
が
椎
名
は
「
遊
び
を
遊
ば

す
と
こ
ろ
の
真
剣
さ
を
ど
こ
か
ら
得
て
来
る
か
、
ど
う
し
て
そ
の
真
剣
さ
を
保
持

し
て
い
る
こ
と
が
出
来
る
か
」
と
い
う
聞
い
を
立
て
た
と
こ
ろ
で
バ
ル
ト
神
学
か

そ
の
問
い
に
対
し
て
「
偉
大
な
文
学
者
の
情
熱
の
根
源
に
、

復
讐
を
発
見
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
」
と
し
「
特
定
の
誰
か
に
対
す
る
、

ら
お
も
む
ろ
に
離
れ
、

或
い
は
人
間
に
対
す
る
、
或
い
は
ま
た
神
に
対
す
る
復
讐
を
」
と
続
け
て
い
る
。

そ
し
て
「
権
力
意
志
は
大
抵
そ
の
根
を
復
讐
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
芸
術
家
の

場
合
に
も
変
り
が
な
い
の
だ
」
と
結
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
獄
中
で
ニ

l
チ
エ

を
読
ん
で
転
向
上
申
書
を
-
記
し
た
過
去
を
持
つ
椎
名
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
み
ら
れ
る
。

バ
ル
ト
の
場
合
の
「
真
剣
さ
」
は
、
終
末
の
世
界
を
志
向
す
る
「
自
発
性
と
喜
び

わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
を
越
え
て
見
、
そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
現
在
を
耐

の
中
で
、

え
忍
び
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
括
弧
の
内
部
で
現
在
を
真
剣
に
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。
バ
ル
ト
神
学
に
で
き
る
だ
け
忠
実
に
論
じ
よ

う
と
し
て
い
た
「
バ
ル
ト
の
芸
術
論
」
に
対
し
、

「
文
学
の
限
界
」
に
は
人
間
の

社
会
に
対
立
と
分
裂
と
抗
争
と
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
大
胆
に
も
神
を
訴
え
る
と

い
う
「
三
つ
の
訴
訟
状
」

(
「
展
望
」
、

一
九
四
八
年
一
月
)
を
発
表
し
た
戦
後

派
作
家
と
し
て
の
椎
名
の
個
性
が
随
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。

一
般
に
作
家
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の
屍
に
出
会
お
う
と
し
て
旅
し
て
い

る
よ
う
な
も
の
だ
。
彼
は
永
久
に
自
分
の
屍
体
に
出
会
う
こ
と
は
出
来
な

い
し
、
自
分
の
屍
体
に
出
会
っ
た
瞬
間
に
、

文
学
は
不
可
能
と
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
学
の
限
界
を
語
っ
た
後
、
椎
名
は
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
第

-28一

二
四
章
三
七

1
四
O
節
に
あ
る
イ
エ
ス
の
復
活
の
場
面
を
取
り
あ
げ
て
、
復
活
し

た
イ
エ
ス
が

「
恐
怖
に
顔
を
こ
は
ば
ら
せ
て
、
途
方
に
暮
れ
な
が
ら

た
ピ
随

然
」
と
し
て
い
る
弟
子
た
ち
に
向
か
っ
て
自
分
の
手
足
を
示
し
て
い
る
光
景
を
読

む
と
「
噴
き
出
す
と
と
も
に
、
涙
の
に
じ
ん
で
来
る
の
を
覚
え
る
」
と
い
う
。
こ

こ
に
「
人
間
の
事
実
を
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」

の
限
界
が
見
出
さ

れ
た
も
の
の
、

イ
エ
ス
の
復
活
を
神
と
人
聞
と
の
終
末
を
め
ぐ
る
「
約
束
の
し
る

し
」
と
し
て
考
え
る
の
な
ら
ば
、

「
人
間
の
事
実
」
が
客
観
的
な
も
の
と
し
て
現

象
す
る
「
客
観
性
」
そ
の
も
の
を
措
定
す
る
「
真
の
客
観
性
」
が
そ
こ
に
存
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

「
文
学
の
限
界
」
が
掲
載
さ
れ
た
「
指
」
復
活
節
号
に
、
赤
岩
は
「
復
活
」
と

い
う
論
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。
赤
岩
に
よ
れ
ば

「
無
神
性
こ
そ
、
私
た
ち
の
時



間
的
現
実
の
真
理
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
イ
エ
ス
の
十
字
架
か
ら

学
ぱ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
「
死
は
無
神
性
の
決
算
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ

れ
は
「
罪
か
ら
の
復
活
」
で
は
な
く
「
死
か
ら
の
復
活
」
を
第
一
義
と
し
て
い
た

椎
名
の
信
仰
に
暗
合
す
る
よ
う
な
発
言
と
い
え
る
の
だ
が
、
赤
岩
の
場
合
、
イ
エ

ス
の
復
活
は
「
時
間
の
世
界
に
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
散
乱
し
て
い
る
神
の
真
理
を
、

ど
こ
ま
で
も
神
の
真
理
と
し
て
照
明
す
る
と
こ
ろ
の
光
源
」
な
の
で
あ
る
が
、

「
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
復
活
の
光
は
、
決
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
無

神
性
の
闇
か
ら
、
神
の
真
理
の
澄
明
さ
の
中
に
移
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
こ
の
イ
エ
ス
の
復
活
の
光
の
中
で
こ
そ
、
弟
子
た
ち
の
眼
は
く
ら

ん
で
、
何
も
認
め
得
な
か
っ
た
」
と
し
、
弟
子
た
ち
が
「
イ
エ
ス
の
復
活
の
光
」

に
気
づ
く
の
に
「
四
十
日
の
期
間
」
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
四
十
日

の
期
間
」
に
つ
い
て
赤
岩
は
「
転
換
』

の
な
か
で
、

(
「
指
」
第
五
号
、

一
九
五
一
年
四
月
)

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

私
た
ち
人
間
の
歴
史
は
、
こ
の
イ
エ
ス
の
復
活
か
ら

イ
エ
ス
の
再
臨

の
時
と
の
間
に
あ
り

こ
の
時
と
時
と
の
聞
に
お
い
て

私
た
ち
の
失
わ

れ
る
時
間
は
、
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
時
間
に
ま
で
転
換
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
私
た
ち
は
、

こ
の
大
い
な
る
転
換
、
す
な
わ
ち

死
か
ら
生
へ
の
決

椎名麟三・赤岩栄・菅円吉

定
的
転
換
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
、

イ
エ
ス
の
復
活
と
イ

エ
ス
の
再
臨
と
の
意
味
で
あ
る
。

イ
エ
ス
の
復
活
の
四
十
日
間
の
顕
現
は
、

い
わ
ば
こ
の
大
い
な
る
転
換
の
徴
に
外
な
ら
な
い
。

赤
岩
は
イ
エ
ス
の
復
活
と
い
う
〈
す
で
に
〉
起
こ
っ
た
こ
と
と
、

イ
エ
ス
の
再

臨
と
い
う
〈
い
ま
だ
〉
起
こ
ら
な
い
こ
と
と
の
タ
イ
ム
・
ラ
グ
に
あ
る
キ
リ
ス
ト

教
の
終
末
論
的
な
時
間
構
造
を
ふ
ま
え
て
主
張
し
、
さ
ら
に
イ
エ
ス
の
復
活
を
通

じ
て
確
立
さ
れ
た

「
新
し
い
人
間
性
」
に
よ
っ
て
「
旧
き
人
間
性
と
の
闘
い
こ
そ

歴
史
の
転
換
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
現
実
的
生
活
」

で
あ
る
と
す
る
。

「
指
」
同
号
の
新
刊
紹
介
欄
で
バ
ル
ト
の
『
東
と
西
の
間
に
あ
る
教
会
』

(
森
岡

誠
一
・
森
岡
巌
訳
、

一
九
五
一
年
二
月
、
新
教
出
版
社
)
が
取
り
あ
げ
ら
れ

同

書
所
収
の
論
文
「
国
家
秩
序
の
転
換
裡
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
会
」
を
上
原
教
会
毎

月
第
四
日
曜
日
の
礼
拝
後
一
二

1
二
時
に
聞
か
れ
て
い
た
社
会
問
題
研
究
会
で
一

九
五
一
年
七
月
か
ら
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
国
家
秩
序

の
転
換
裡
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
会
」

は
、
バ
ル
ト
が
一
九
四
八
年
三
月
に
ハ
ン
ガ

リ
!
の
ザ
ロ
ス
バ
タ
ー
ク
〈

r
g
M
B
H呉
)
と
プ
ダ
ペ
ス
ト
で
講
演
し
た
も
の
で
、

「
国
家
秩
序
の
あ
ら
ゆ
る
転
換
よ
り
も
、
も
っ
と
も
っ
と
非
常
に
痛
切
で
重
要
な

一
つ
の
転
換
」
と
は
「
十
字
架
の
死
と

-29-

(
そ
の
匙
え
り
に
お
い
て
宣
べ
伝
え
ら

れ
た
)
栄
光
の
中
に
な
さ
れ
る
再
臨
と
の
、

二
重
の
姿
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
」
を
指
し
、

「
多
く
の
他
の
転
換
と
共
に

国
家
秩
序
の
転
換
」
も
ま
た

「
神
御
自
身
の
御
子
に
よ
っ
て
、

人
間
の
た
め
に
神
が
す
で
に
な
し
給
う
た
行
為

と
、
な
お
将
来
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
行
為
と
の
聞
に
挟
ま
れ
た
時
間
の
中
に
存
し

て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
的
実
践
を
考
え
て
い
た
赤
岩
に

と
っ
て
、
全
体
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
と
国
家
体
制
が
転
換
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
を

訪
れ
た
バ
ル
ト
が
、
共
産
党
政
府
の
支
配
下
に
お
か
れ
な
が
ら
も
積
極
的
な
宣
教

へ
の
意
欲
を
燃
や
し
て
い
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
福
音
的
な
態
度
に
接
し
て

感
動
し
な
が
ら
講
演
し
た
内
容
は
、

と
り
わ
け
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が

、、注戸崎、。

a
V
J
I
-
-
ν
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赤
岩
が

「
四
十
日
の
期
間
」
に
着
目
し
た
の
は
、
復
活
し
て
四

0
日
間
弟
子
た

ち
と
生
活
を
と
も
に
し
た
イ
エ
ス
が

「
彼
ら
と
食
事
を
共
に
し
て
い
た
と
き
、

う
命
じ
ら
れ
た
。

『
エ
ル
サ
レ
ム
を
離
れ
ず
、
前
に
わ
た
し
か
ら
聞
い
た

父
の

約
束
さ
れ
た
も
の
を
待
ち
な
さ
い
。

ヨ
ハ
ネ
は
水
で
洗
礼
を
授
け
た
が
、
あ
な
た

が
た
は
間
も
な
く
聖
霊
に
よ
る
洗
礼
を
授
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
』
」
と
い
う

「
使
徒
言
行
録
」
第
一
章
四
節
に
あ
る
言
葉
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
が
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
引
用
さ
れ
た
「
想
起
と
期
待
」

(
「
指
」
第
六

回す、

一
九
五
一
年
五
月
)

の
な
か
で
、
赤
岩
は
二
人
の
弟
子
が
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら

六
O
ス
タ
デ
ィ
オ
ン

(
約
一
二
キ
ロ
)
離
れ
た
エ
マ
オ
と
い
う
村
へ
向
か
っ
て
歩

き
な
が
ら
イ
エ
ス
の
受
難
に
つ
い
て
噂
す
る
「
エ
マ
オ
の
途
上
」

の
場
面
か
ら
説

き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
椎
名
が
イ
エ
ス
の
復
活
の
光
景
と
し
て
引
用
し
た

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
第
二
四
章
三
七

i
四
O
節
に
続
く
直
前
、
同
章
一
=
一

1

三
五
節
に
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
レ
ン
プ
ラ
ン
ト
は
「
エ
マ

オ
の
キ
リ
ス
ト
」

(
一
六
四
八
年

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
)

と
い
う
傑
作
を
遺
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
復
活
し
た
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
話
し
か
け
、
自
己
の
預
言
と

し
て
の
旧
約
聖
書
を
引
用
し
て
説
き
明
か
し
て
も
、
彼
ら
は
ま
る
で
分
か
ら
な
い
。

エ
マ
オ
の
村
に
到
着
し
て
同
宿
す
る
こ
と
に
な
っ
て
晩
餐
の
と
き
を
迎
え
、

イ
コ二

ス
が
賛
美
の
祈
り
を
唱
え
、
パ
ン
を
裂
い
て
与
え
た
と
き
、
よ
う
や
く
弟
子
た
ち

は
単
な
る
旅
行
者
だ
と
思
っ
て
同
行
し
て
い
た
男
が
イ
エ
ス
そ
の
人
で
あ
っ
た
こ

と
に
気
づ
く
。

し
か
し
そ
こ
か
ら
「
二
人
の
目
が
開
け
、

イ
エ
ス
だ
と
分
か
っ
た

が
、
そ
の
姿
は
見
え
な
く
な
っ
た
」

(
第
二
四
章
三
一
節
)
と
続
く
の
は
、
赤
岩

に
よ
れ
ば
「
イ
エ
ス
が
主
格
で
あ
る
と
き
弟
子
た
ち
は
イ
エ
ス
を
認
め
た
。
だ
が

弟
子
た
ち
が
認
め
た
時
、
弟
子
た
ち
が
そ
こ
で
主
格
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

そ
う

し
て
、

そ
こ
で
は
復
活
の
イ
エ
ス
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
弟
子
た
ち
が
復

活
の
イ
エ
ス
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
主
格
転
倒
の
一
瞬
に
起
っ
た
永
遠

な
る
今
に
外
な
ら
な
い
」
か
ら
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
赤
岩
の
主
張
に
は
、
神

の
存
在
は
神
の
み
が
認
識
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
に
は
神
を
認
識
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
バ
ル
ト
の
啓
示
神
学
の
影
響
が
色
濃
く
み
ら
れ
、
弟
子
た
ち

が
復
活
し
た
イ
エ
ス
の
姿
に
気
づ
く
た
め
に
は
「
内
な
る
光
と
し
て
の
神
の
主
観

的
な
る
啓
示
」
が
必
要
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

イ
エ
ス
の
復
活
は
神
の
新
し
い
創
造
で
あ
る
。

そ
れ
は
永
遠
に
よ
っ
て

保
持
さ
れ
た
時
間
の
形
相
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で

イ
エ
ス
の
復
活
は

神
の
客
観
的
な
啓
示
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
弟
子
た
ち
の
眼

は
、
永
遠
か
ら
突
き
離
さ
れ
て
い
る
時
間
の
形
相
し
か
見
慣
れ
て
い
な
い
。

ハ
v

q〈
U

神
の
客
観
的
啓
示
は
、

時
空
に
制
約
さ
れ
た
私
た
ち
の
眼
に
は
、

あ
ま
り

に
強
烈
な
光
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
限
は
そ
れ
に
耐
え
得
な
い
。
弟
子
た

ち
へ
の
復
活
の
イ
エ
ス
の
顕
現
が

一
瞬
以
上
に
持
続
し
た
な
ら
ば
、
弟

子
た
ち
は
盲
目
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ

て
、
神
の
客
観
的
な
る
啓
示
を
、
瞬
間
に
お
い
て
で
は
な
く
、
持
続
に
お

い
て
見
詰
め
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
に
は
、

私
た
ち
の
眼
が
、
こ
の
外
な

る
光
に
耐
え
得
る
ほ
ど
強
力
な
内
な
る
光
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
内
な
る
光
と
し
て
の
神
の
主
観
的
な
る
啓
示
こ
そ
、

聖
霊
に
外
な
ら

弘、、、。

J
J

一・
v

赤
岩
は

「
内
な
る
光
と
し
て
の
神
の
主
観
的
な
る
啓
示
」
が
す
な
わ
ち
「
聖

信
託
」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
「
聖
霊
を
う
け
た
弟
子
た
ち

lま

「
歓
喜
の
音
信
の



使
徒
」
と
し
て
「
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
や
、
鞭
う
た
れ
る
こ
と
や
、

石
に
て

撃
た
れ
る
こ
と
」
で
も
「
聖
な
る
ユ
ー
モ
ア
」

の
一
部
と
し
て
感
受
す
る
こ
と
が

「
牢
獄
の
中
で
さ
え
、
讃
美
の
芦
が
絶
え
な
か
っ
た
」
す
る
。
バ
ル
ト
が

基
本
と
す
る
三
位
一
体
論
は
、
天
地
の
創
造
者
と
し
て
の
父
と
、
和
解
者
ま
た
は

〈
神
の
子
〉
、
救
済
者
と
し
て
の
聖
霊
と
い
う
三
つ
の
神
の
形

で
き
、

照
罪
者
と
し
て
の

を
と
る
の
だ
が

『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
総
説
』

E
/
2
第
四
章
一
七
節
の

キ

リ
ス
ト
者
の
ユ
ー
モ
ア
」
が
説
明
さ
れ
る
部
分
に
は
、
救
済
者
と
し
て
の
聖
霊
に

関
す
る
論
及
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
前
号
の
復
活
節
号
に
比
べ
て
、

六
号
の
赤
岩
に
よ
る
巻
頭
言
か
ら
聖
霊
に
触
れ
ら
れ
、
赤
岩
の
評
論
「
想
起
と
期

「
指
」
第

待
」
に
加
え
て
善
野
碩
之
助
の
「
紹
介

バ
ル
ト
の
『
聖
霊
論
』
」
が
掲
載
さ
れ

聖
霊
特
集
号
と
で
も
呼
べ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
椎
名
は
「
紹
介

パ
ル
ト
の

『
聖
霊
論
』
」

の
執
筆
者
が
赤
岩
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
た
も
の
の

「
バ
ル
ト

の
芸
術
論
」

の
な
か
で
「
聖
霊
の
秘
儀
を
自
由
概
念
で
説
明
し
て
居
ら
れ
ま
す
が
、

非
常
に
適
確
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
」
と
評
価
し
て
い
る
。
上
原
教
会
の
神
学
研

究
会
で
赤
岩
と
と
も
に
バ
ル
ト
を
読
み
進
め
て
い
た
善
野
の
説
明
も
赤
岩
と
同
じ

よ
う
に
、
復
活
し
た
イ
エ
ス
の
姿
を
見
る
た
め
に
は
聖
霊
に
よ
る
「
内
的
な
光
」

が
必
要
で

「
神
の
人
間
に
対
す
る
関
係
は
人
間
の
総
体
を
包
括
す
る
も
の
で
あ

る
」
こ
と
は
「
ユ
ー
モ
ア
」
を
も
っ
て
甘
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

椎名長寿三・赤岩栄・菅円吉

椎
名
が
「
バ
ル
ト
の
芸
術
」

の
講
演
を
お
こ
な
っ
た
一
九
五
一
年
五
月
二
七
日

の
『
赤
い
孤
独
者
』
出
版
記
念
会
で
は
、
赤
岩
も
「
椎
名
文
学
の
方
法
論
」
と
い

う
講
演
を
担
当
し
て
い
る
。
赤
岩
は

「
赤
い
孤
独
者
」

の
書
評
を
「
基
督
教
文

化
」
第
五
六
号
(
一
九
五
一
年
六
月
)
に
発
表
し
て
お
り
、

「
『
赤
い
孤
独
者
』
を
読
む
」
が
掲
載
さ
れ
、

「
指
」
第
六
号
に
も

「
赤
い
孤
独
者
」
に
は
「
永
遠
者

の
約
束
の
徴
」
に
対
す
る
期
待
を
持
つ
限
り
お
い
て
「
人
間
存
在
は
虚
無
を
越
え

て
、
永
遠
者
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
」

と
す
る
「
終
末
論
的
方

法
」
が
み
ら
れ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
赤
岩
は
、
最
後
は
自
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
な

で
は
な
く
「
将
来
の
椎
名
さ
ん
の
課
題
は
、
真
の
キ

「
消
極
的
な
キ
リ
ス
ト
者
」

リ
ス
ト
者
を
積
極
面
に
お
い
て
今
度
こ
そ
表
現
す
る
こ
と
」

た

。

で
あ
る
と
主
張
し

ぴ

こ
の
よ
う
に
し
て
椎
名
も
赤
岩
も
バ
ル
ト
神
学
か
ら
聖
霊
に
よ
る
救
済
論
を
学

ユ
ー
モ
ア
論
を
吸
収
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
赤
岩
は
聖
書
か
ら
神
話

的
要
素
を
除
去
し
歴
史
と
信
仰
と
を
分
離
し
て

〈
史
的
イ
エ
ス
〉
に
着
信
し
よ
う

と
し
た
ル
ド
ル
フ
・
カ

l
ル
・
ブ
ル
ト
マ
ン
の

H

非
神
話
化
論
H

の
影
響
を
受
け

て
バ
ル
ト
神
学
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。
赤
岩
が
バ
ル
ト
に
対
す
る
訣
別
を
告
げ
た

の
は
「
バ
ル
ト
と
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
」

(
「
礼
拝
と
音
楽
」
、

一
九
五
七
年
七
月
)

の
な
か
で
、
赤
岩
が
バ
ル
ト
の
『
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』
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を
読
ん
だ
と
き
、
そ
れ
ま
で
人
間
に
本
来
的
に
与

え
ら
れ
て
い
る
理
性
(
自
然
の
光
)
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
を
証
明
し

よ
う
と
す
る
自
然
神
学
を
否
定
し
、

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
を
基
礎
と
す
る
啓

示
神
学
を
主
張
し
て
き
た
バ
ル
ト
が
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
対
し
て
は
、
ま
る
で
「
童

子
に
向
け
ら
れ
た
恋
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
絶
賛
し
て
お
り
、

そ
れ
ま
で
自
分
が

バ
ル
ト
に
対
し
て
「
父
性
に
向
つ
て
の
恋
」
を
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、

自

分
の
眼
で
見
、
自
分
の
耳
で
聞
く
こ
と
」

の
大
切
さ
に
覚
醒
し
た
と
い
う
。
バ
ル

ト
が
『
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』
を
出
版
し
た
直
後
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
(
一
九
五
六
年

一
O
月
二
三
日
)
が
発
生
し
た
た
め
に
、

「カ

l
ル
・
バ
ル
ト
は
な
ぜ
ハ
ン
ガ
リ

!
問
題
に
関
し
て
沈
黙
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
つ
む
ゼ
『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
総
説
』
を
邦
訳
し
た
吉
永
正
義
氏
に
よ
れ

ば
、
同
書
第
四
章
一
七
節
の
執
筆
に
際
し
て
「
バ
ル
ト
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
こ
と



椎名麟三・赤岩栄・菅円吉

を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
さ
れ
る
が
、
同
書
を
通
じ
て
バ
ル
ト

神
学
の
理
解
を
深
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
め
ぐ
っ
て
バ
ル
ト

神
学
か
ら
離
れ
た
と
い
う
の
は
皮
肉
な
顛
末
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

赤
岩
の

〈
史
的
イ
エ
ス
〉

へ
の
傾
斜
に
対
し
て
、
こ
の
後
椎
名
は

〈
イ
エ
ス
の

復
活
〉
信
仰
に
一
層
傾
倒
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

「
椎
名
麟
三
作
品
集
」
第

五
巻
「
月
報
」

(
一
九
五
七
年
一

O
月
、
講
談
社
)
に
寄
稿
し
た
赤
岩
の
「
椎
名

(
「
中
央
公
論
」
、

さ
ん
の
文
学
」
に
は
、

「
美
し
い
女
」

一
九
五
五
年
五

1
九

月
)
を
境
に
し
て
、
椎
名
は
そ
れ
ま
で
の
「
求
道
者
に
似
た
ひ
た
む
き
な
姿
勢
」

を
失
っ
て
し
ま
い
、
陳
腐
な
ユ
ー
モ
ア
論
を
振
り
ま
わ
す
「
得
道
者
」
に
な
っ
た

と
す
る
。

さ
て

一
作
家
が
文
学
の
方
法
論
を
理
論
的
に
獲
得
し
た
場
合
、
そ
こ
で
、

そ
れ
を
獲
得
し
な
か
っ
た
以
前
の
文
学
よ
り
も
、

そ
の
人
の
創
る
文
学
は
、

素
晴
ら
し
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
必
ず
し
も
、

そ
う
で
は
な

い
と
思
う
の
で
あ
る
。
文
学
的
方
法
論
。
か
、
意
識
的
に
確
立
し
た
場
合
、

椎
名
さ
ん
に
と
っ
て
、

そ
れ
を
作
品
劃
作
の
方
法
論
と
い
う
よ
り
も
、

つ
の
獲
得
さ
れ
た
《
神
学
論
》
と
な
っ
て
し
ま
い
、
作
品
を
産
み
出
す
上

で
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
い
か
と
私
は
憂
え
る
の
で
あ
る
。

プ
ル
ト
マ
ン
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
教
会
や
教
団
の
あ
ら
ゆ
る
権
威
を
否
定
し

て
キ
リ
ス
ト
教
の

H

脱
宗
教
化
が
を
果
敢
に
進
め
た
赤
岩
は
終
生
上
原
教
会
牧
師

キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
向
き
合
い
続
け
た
。

基
督
教
団
小
崎
道
雄
総
会
議
長
か
ら
教
団
離
脱
の
勧
告
を
受
け
な
が
ら
も
日
本
共

と
し
て
、

一
九
四
九
年
四
月
に
は
日
本

産
党
入
党
宣
言
を
お
こ
な
っ
た
た
め
に
、

隅
谷
三
喜
男
を
は
じ
め
約
二

O
名
の
教

会
員
が
上
原
教
会
か
ら
脱
会
し
日
本
基
督
教
団
千
歳
船
橋
教
会
を
設
立
す
る
と
い

う
事
件
を
起
し
た
。

ま
た
一
九
六
四
年
に
は
「
聖
書
の
言
葉
と
自
己
の
良
心
と
の

対
応
に
お
い
て
、
自
己
の
見
解
を
絶
対
化
し
て
、
自
ら
一
法
皇
に
な
っ
た
り
、
神

の
座
に
自
己
を
置
く
と
こ
ろ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
心
的
機
構
の
か
ら
く
り
を
十

分
知
っ
て
い
る
か
ら
、
聖
書
の
一
部
を
呪
術
的
に
神
聖
視
し
て
、

そ
れ
ら
の
言
葉

を
イ
エ
ス
と
同
一
視
す
る
間
違
い
」
を
痛
罵
し
た
『
キ
リ
ス
ト
教
脱
出
記
』

九
六
四
年
一

O
月、

理
論
社
)
を
出
版
し
た
た
め
に
、
翌
年
一

O
月
の
日
本
基
督

教
団
総
会
で
は
赤
岩
の
除
名
決
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。
椎
名
は
赤
岩
批
判
と
し
て

一
九
六
六
年
七
月
に
「
上
原
集
団
脱
出
記
」

(
「
兄
弟
」
)

(
「
文

と
「
善
魔
」

学
界
」
)
を
発
表
す
る
だ
が
、

同
年
の
一
二
月
二
八
日
に
赤
岩
は
胆
道
ガ
ン
の
た

め
に
六
三
歳
で
死
去
し
て
し
ま
う
。
赤
岩
が
最
後
に
た
ど
り
着
い
た
の
は
「
人
間

の
相
対
的
一
要
素
を
絶
対
化
し
て
押
し
つ
け
る
こ
と
は
、
決
し
て
長
続
き
す
る
も
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の
で
は
な
い
」
こ
と
を
知
っ
て
い
る
「
イ
エ
ス
に
出
会
っ
た
現
代
人
」

の
み
「
そ

れ
に
耐
え
、
全
人
間
で
あ
る
こ
と
に
徹
し
て
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
す
る
と

い
う
逆
説
的
な
実
存
の
姿
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
椎
名
は
「
地
上
の
何
者
も
、

も
は
や
絶
対
的
な
権
威
を
も
た
ず
、
ど
ん
な
挫
折
も
絶
対
的
で
な
い
と
い
う
こ
と

が
僕
た
ち
の
自
由
に
根
拠
を
も
っ
唯
一
の
認
識
」

で
あ
り
、

「
た
と
え
世
界
の
名

に
於
て
自
己
の
絶
対
性
を
主
張
し
、

死
を
も
っ
て
そ
の
絶
対
性
を
犯
す
べ
か
ら
ざ

る
神
と
し
て
、
そ
の
前
に
脆
く
こ
と
を
要
求
す
る
と
も
、
僕
た
ち
の
自
由
は
、

そ

れ
ぞ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
し
た
。
そ
し
て
人
間
の
「
挫
折
」
や

「
死
の
強
迫
」
を
「
絶
対
化
す
る
人
間
」
を
拒
絶
し
て
み
せ
る
の
が

「
キ
リ
ス
ト

の
復
活
」

(
「
路
傍
の
種
子

i
復
活
(
玉

)
l、
「
指
」
第
一

で
あ
っ
た
左
す
る

七
Eヨ
ヲデ

一
九
五
二
年
四
月
)
。
赤
岩
の
急
逝
に
よ
っ
て
、
十
分
に
議
論
を
尽
く
さ

な
い
ま
ま
永
別
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
の
だ
が
、

両
者
と
も
厳
し
い
戦
中



-
戦
後
を
生
き
抜
い
き
た
生
の
実
感
に
も
と
づ
き
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
向
き
合

っ
て
発
言
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
人
間
の
精
神
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
絶
対

的
な
権
威
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
抵
抗
が
可
能
な
の
か
、
彼
ら
が
模
索
し
た
径

路
は
い
ま
な
お
新
鮮
な
感
動
を
も
っ
て
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

注(
1
)
饗
庭
孝
男
「
解
説
」

(
『
椎
名
麟
三
全
集
』
第
三
巻
、

一
九
七

O
年
一

一
月
、
冬

樹
社
、
四
九
七
頁
)

(
2
)
江
頭
太
助
「
『
半
端
者
』
的
人
間
像
の
成
立
(
四

)
l
『
パ
ル
卜
の
芸
術
論
』
の

成
立
を
め
ぐ
っ
て
(
上
)
!
」

(
「
椎
名
麟
三
研
究
」
第
六
号

一
九
八
六
年

月
、
七
八
、
八
四
頁
)

〈
3
)
箆
光
頭
『
現
代
学
生
層
の
一
断
面
を
見
る

夏
季
学
校
事
件
と

S
C
M
を
中
心
と

し
て
』

(
私
家
版
、
一
三
頁
)

(
4
)
C
-
H
-
ジ
ャ

i
マニ

l
『
近
代
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
』

(
布
施
静
雄

訳

一
九
八
二
年
三
月
、
日
本
基
督

一
三
ニ
頁
)

教
団
出
版
局
、

(
5
)
菅
円
吉
『
基
督
教
の
転
向
と
其
の
原
理
』

(
一
九
三

O
年
一
二
月
、
開
拓
社
、
八

四
頁
)
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(
6
)
同
右
書
、

一
三
頁
。

7
)
前
掲

(
3
)
と
同
書
、
三
九

1
四
三
頁
。

(
8
)
前
掲

(
4
)

と岡市民打、

↑
四
四
頁
。

(
9
)
吉
永
正
義
「
解
説
」

(
菅
円
吉
『
バ
ル
ト
神
学
研
究
』

一
九
七
九
年
一
月
へ
新

教
出
版
社
、
五
二
二
頁
)

(
叩
)
有
賀
銭
太
郎
・
阿
部
正
雄
訳
『
パ
ル
卜
と
ニ

l
パ

l
の
論
争
』

(
一
九
五
一
年
八

月
、
ア
テ
ネ
文
庫
、

一
四
頁
)
お
よ
び
ヱ

l
パ
i
ハ
ル
ト
・
プ
ッ
シ
ュ
『
カ

l
ル

バ
ル
ト
の
生
涯
』

小
川
圭
治
訳

一
九
八
九
年
八
月
、
新
教
出
版
社
、
五

O
四
1

五
O
玉
頁
)
参
照

(
け
)
前
掲

(
9
)
と
問
書
、
二
七
二
頁
。

(
ロ
)
吉
永
正
義
訳
、
カ
!
ル
・
バ
ル
ト
『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
総
説
』

E
/
2
(
二
O

O
五
年
一
月
、
新
教
出
版
社
、
五
一
三
頁
)

(
日
)
拙
書
『
椎
名
麟
三
と
〈
解
離
〉

l
戦
後
文
学
に
お
け
る
実
存
主
義
』

(二

O
O七

年
六
月
、
朝
文
社
)
を
ご
高
覧
下
さ
い
。

(
同
)
同
右
喜
、
五
二
四
頁

(
日
)
同
右
者
、
五
二
六
頁

(
凶
)
西
谷
啓
治
、
高
坂
正
顕
、
亀
井
勝
一
郎
、
椎
名
競
三
、
武
藤
一
雄
、
猪
木
正
道
、
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北
森
嘉
蔵
、
隅
谷
三
喜
男
、
武
田
清
子
、
遠
藤
周
作
、
久
山
康
『
戦
後
日
本
精
神

史
』

(
一
九
六
一
年
七
月
、
基
督
教
学
徒
兄
弟
回
、

一
三
二
頁
)

(
げ
)
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
「
国
家
秩
序
の
転
換
裡
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
会
」

(
『
東
と
西

の
間
に
あ
る
教
会
』

一
九
五
四
年
五
月
、
新
教
出
版
社
、
七
頁
)

(
は
)
江
頭
太
助
氏
に
よ
れ
ば
、
推
名
が
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
に
お
け
る
イ
エ
ス
の

復
活
の
場
面
で
弟
子
た
ち
の
反
応
に
注
目
し
た
の
は
「
弟
子
た
ち
の
こ
れ
ほ
ど
の
激

し
い
、
複
雑
な
感
情
の
起
伏
は

『
ル
カ
福
音
書
』
だ
け
の
も
の
」
で

「
こ
の
よ

う
な
弟
子
た
ち
の
様
子
か
ら
、
椎
名
が
こ
の
段
落
に
初
め
て
出
会
っ
た
時
の
感
銘
深

い
記
述
を
思
い
起
さ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
(
「
『
半
端
者
』
的
人
間
像
の
成
立

(五

)
l
『
真
の
客
観
性
』
と
復
活
体
験
と
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
探
る
試
み

i
」、

「
椎
名
麟
三
研
究
」
第
七
号
、

一
九
八
八
年
三
月
、
八
四
頁
)

(
ゆ
)
赤
岩
栄
「
『
赤
い
孤
独
者
』
を
読
む

(
「
指
」
第
八
号

一
九
五
一
年
七
月
、

頁



椎名告書三・赤岩栄・菅円吉

(
却
)
エ

l
パ

i
ハ
ル
ト
・
プ
ッ
シ
ュ
『
カ

l
ル
・
バ
ル
ト
の
生
涯
』

一
九
八
九
年
八
月
、
新
教
出
版
社
、
六

O
六

1
六

O
七
頁
)

(
お
に
し

〈
小
川
圭
治
訳
、

や
す
み
つ
、

三
重
大
学
人
文
学
部
教
授
)
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