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鎮
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な
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ま
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一 

私
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世
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設
し
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こ
う
書
い
て
あ
る
、
「
は
じ
め
に
言
葉
あ
り
き
」
と
。 

す
で
に
こ
こ
で
、
お
れ
は
つ
か
え
て
し
ま
う
。誰
の
助
け
を
か
り
て
先
へ
す
す
め
ば
い
い
だ
ろ
う
。 

お
れ
は
言
葉
を
そ
ん
な
に
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。 

何
と
か
別
の
訳
し
方
を
考
え
ず
は
な
る
ま
い
。 

お
れ
の
心
が
霊
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
な
ら
、う
ま
く
で
き
る
か
も
し
れ
ぬ
。 

こ
う
書
い
て
あ
る
、
「
は
じ
め
に
こ
こ
ろ
あ
り
き
」
と
。 

軽
率
に
筆
を
下
さ
ぬ
よ
う
に
、
、 

第
一
行
を
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
作
り
出
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
動
さ
せ
る
の
が
意
だ
ろ
う
か
。 

む
し
ろ
、こ
う
書
い
て
あ
る
は
ず
だ
、
「
は
じ
め
に
力
あ
り
き
」
と
。 

し
か
し
、紙
の
上
に
そ
れ
を
書
い
て
い
る
う
ち
に
、 

ど
う
や
ら
そ
れ
も
不
完
全
な
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。 

霊
の
た
す
け
だ
！
お
れ
は
と
っ
さ
に
思
い
つ
い
て
、 

安
心
し
て
こ
う
書
く
、「
は
じ
め
に
行
い
あ
り
き
」
と
。 

           

附 

中
近
東
に
於
け
る
三
教
の
争
は
人
類
最
も
深
酷
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
和
せ
し
め
ね
ば

人
類
の
和
平
は
な
い
。
日
本
は
万
世
の
為
に
太
平
を
招
く
べ
く
志
を
立
て
た
の
で
あ

る
。 

こ
の
三
教
を
「
言
向
け
和
せ
」
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

ユ
ダ
ヤ
は
他
民
族
他
信
仰
を
排
斥
し
て
「
有
っ
て
有
る
者
」
を
独
専
し
て
選
民
思
想
と

な
っ
た
。
日
本
は
天
之
御
中
主
神
（
有
っ
て
有
る
者
）
の
ま
に
ま
に
生
成
さ
れ
て
、
他
宗

教
他
民
族
と
大
和
し
相
与
に
弥
栄
え
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

                

い
る
。 

 
 
 
 

 

（
二
）
太
宰
春
台
が
其
著
「
産
語
」
の
中
に
次
の
教
を
入
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

不
掬
糞
水
不
能
成
善
農
。 

 

不
断
筋
脈
不
能
成
善
工
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

不
傷
肩
背
不
能
成
善
買
。 

 

不
踏
死
地
不
能
成
善
士
。 

  

一
体
知
識
は
抽
出
せ
ら
れ
た
る
概
念
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
代
の
不
安

を
取
り
除
か
ん
と
し
て
智
識
的
考
究
の
み
に
盲
進
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
顔
の
傷
を
癒
さ

ん
が
た
め
に
、
自
分
の
写
真
の
上
に
一
身
に
膏
薬
を
塗
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

単
に
客
観
的
な
知
識
の
量
を
増
し
た
処
で
人
生
の
安
心
は
得
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま

い
。
此
の
意
味
に
於
て
農
村
青
年
は
須
く
老
農
の
体
験
の
言
を
聴
き
、
又
、
直
下
に
大
地

の
声
に
際
し
て
深
く
汝
の
衷
な
る
明
徳
を
明
か
に
す
る
の
要
が
あ
る
と
思
う
。
徒
に
多
量

の
知
塊
を
抱
い
て
碌
々
と
し
て
い
る
よ
り
も
、
叩
け
ば
鳴
る
よ
う
な
純
真
な
緊
張
こ
そ
私

共
の
望
ま
し
い
真
の
生
活
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

次
に
は
嘆
美
的
態
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
現
代
の
農
村
に
は
随
分
多
い
こ
と
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
人
々
は
著
し
く
感
傷
的
に
な
っ
て
、
極
め
て
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
ま
で
無
暗
に

神
経
を
興
奮
さ
せ
て
騒
ぎ
廻
っ
た
り
、
夢
の
よ
う
な
美
的
観
念
に
浮
か
さ
れ
て
詩
を
論
じ

た
り
、
解
脱
を
謳
っ
た
り
す
る
。 

 

よ
く
か
か
る
態
度
の
農
村
嘆
美
論
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
曰
く
、 

 

あ
ゝ
緑
の
野
辺
よ
！ 

エ
メ
ラ
ル
ド
の
絨
毯
の
よ
う
に
美
し
い
。 

 

可
憐
な
る
路
の
す
み
れ
よ
！ 

そ
れ
は
少
女
の
唇
の
よ
う
に
純
潔
だ
。 

 

小
川
の
流
れ
よ
！ 

水
晶
の
帯
の
様
に
澄
ん
で
い
る
。 

 

空
は
宝
玉
の
天
井
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
。
空
気
は
清
い
。 

 

こ
の
美
し
き
田
園
の
自
然
の
中
に
、
村
の
若
き
男
女
は
楽
し
げ
に
働
く
。 

 

お
ゝ
、
田
園
な
る
か
な
、
田
園
な
る
か
な
。 

 

田
園
こ
そ
は
地
上
の
楽
園
で
あ
る
。
其
処
に
は
搾
取
も
な
い
、
被
搾
取
も
な
い
。
平
和

と
愉
楽
と―

 

 

楽
し
き
か
な
農
村…

…
 

と
。
け
れ
ど
も
我
が
農
村
は
果
し
て
そ
れ
程
美
し
い
も
の
の
み
の
あ
る
処
か
？
一
体
、
美

と
共
に
醜
、
善
と
共
に
悪
、
楽
と
共
に
苦―

そ
れ
を
絹
糸
の
よ
う
な
繊
細
な
感
情
に
よ
っ

て
天
国
の
よ
う
に
華
か
に
観
照
し
た
処
で
要
す
る
に
一
時
の
恍
惚
で
あ
っ
て
、
未
だ
法
悦

で
は
あ
る
ま
い
。
恍
惚
に
は
醒
め
る
時
が
来
る
。
田
園
に
対
し
て
の
幻
滅
は
や
が
て
華
か

な
る
都
会
へ
の
憧
憬
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

現
代
教
育
の
発
達
は
農
村
国
民
学
校
の
児
童
ま
で
も
、
知
識
に
於
て
は
父
老
を
し
て
天

晴
れ
「
理
屈
に
於
て
は
と
て
も
〇
に
は
叶
わ
な
い
」
と
の
嘆
声
を
発
せ
し
む
る
に
至
り
、

芸
術
に
於
て
は
一
か
ど
の
詩
人
を
気
取
っ
て
小
さ
い
胸
に
手
を
あ
て
て
月
や
星
を
謡
う
よ

う
に
な
っ
た
。
然
し
、
こ
れ
で
果
し
て
「
農
」
と
い
う
職
業
の
性
質
上
、
そ
の
素
朴
剛
健

な
る
べ
き
山
澤
の
勤
労
生
活
に
終
始
し
て
安
心
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
農
は
「
質
」
の
代

表
的
職
業
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
甚
大
地
上
に
両
脚
を
踏
み
し
め
て
行
こ
う
と
す
る
意
志

の
勇
憤
、
所
謂
行
者
の
勇
風
を
養
う
の
要
が
あ
る
と
思
う
。 

 

 
 

猶
こ
の
瀆
武
的
態
度
の
批
判
の
一
資
料
と
し
て
「
武
」
の
本
義
に
就
い
て
一
言
し
て
見
た
い

と
思
う
。
吾
々
が
敵
に
対
し
て
三
つ
の
態
度
を
持
し
得
る
。
第
一
は
逃
避
的
態
度
、
第
二
は
闘

争
的
態
度
、
第
三
は
尚
武
的
態
度
で
あ
る
。
敵
に
対
し
乍
ら
、
負
け
る
の
が
怖
い
、
命
が
惜
し

い
、
三
十
六
計
逃
げ
る
に
如
か
ず
で
泣
寝
入
り
す
る
の
が
逃
避
的
態
度
で
あ
っ
て
最
も
卑
怯
な

る
弱
者
の
態
度
で
あ
る
。
之
に
対
し
て
生
命
力
旺
盛
に
し
て
敵
を
恐
れ
ぬ
は
よ
い
が
、
未
だ
其

の
力
が
洗
練
せ
ら
れ
ず
、
敵
と
見
れ
ば
、
時
に
は
喧
嘩
を
買
っ
て
強
い
敵
を
作
っ
て
ま
で
も
、
直

ち
に
闘
争
を
事
と
す
る
の
が
第
二
の
闘
争
的
態
度
で
あ
る
。
然
る
に
其
の
力
が
非
常
に
鍛
え
ら

れ
練
ら
れ
て
来
る
と
、
下
ら
ぬ
輩
を
相
手
に
し
て
つ
ま
ら
ぬ
争
を
す
る
こ
と
が
う
る
さ
く
な
っ

て
来
る
。
「
鷹
立
眠
る
が
如
く
、虎
行
病
め
る
が
如
し
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、虎
の
様
に
強
い
も

の
に
な
る
と
、小
猿
や
犬
猫
が
側
で
如
何
に
吼
え
つ
い
て
戦
い
を
挑
ん
で
来
て
も
、
見
向
き
も
せ

ず
に
の
そ
り
の
そ
り
と
歩
ん
で
行
く
。
闘
え
ば
十
分
勝
ち
得
る
実
力
を
有
し
な
が
ら
容
易
に

闘
わ
ず
、
一
睨
み
で
く
っ
と
押
え
て
行
け
る
處
に
真
の
「
武
」
的
態
度
が
存
す
る
。
だ
か
ら
「
武
」

と
い
う
字
は
「
戈
」
を
「
止
」
め
る
と
書
く
。
決
し
て
戈
を
取
っ
て
闘
う
こ
と
を
好
む
に
非
ず
し
て

戈
を
止
む
る―

無
道
の
者
の
戈
を
止
め
し
む
る
處
に
こ
そ
武
の
真
の
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（
戈
を
取
っ
て
闘
う
の
意
味
の
文
字
は
「
戒
」
で
あ
り
、こ
れ
が
財
（
貝
）
を
奪
う
為
に
闘
う
に
至

れ
ば
「
賊
」
と
な
る
。
）
か
か
る
が
故
に
、
一
度
鞘
を
拂
え
ば
必
ず
敵
を
斬
る
実
力
を
有
す
れ
ば

有
す
る
ほ
ど
、
腰
の
刀
は
伊
達
に
は
抜
か
ぬ
処
に
こ
そ
、
真
の
日
本
刀
の
生
命
、
日
本
武
士
の
真

面
目
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
刀
を
抜
か
ず
に
罪
悪
を
済
度
す
る―

―

其
処
に
こ
そ
真
の
尚
武
、

「
神
武
」
「
聖
武
」
の
新
精
神
が
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
武
の
真
義
は
、
亦
瀆
武
的
騒
激
的
態

度
批
判
の
好
箇
の
素
材
た
り
得
る
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
は
実
に
偏
し
た
方
面
の
態
度
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
が
、
次
に
文
に
偏
し
た
方
面
の
諸

態
度
に
就
い
て
一
応
の
批
判
を
な
す
こ
と
と
す
る
。 

  

 

神
道
（
十
一
）
（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
）       

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

宇
宙
の
創
始 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ―

ロ
ゴ
ス L

o
g

o
s
―

 

 

ゲ
ー
テ
は
、フ
ァ
ウ
ス
ト
の
中
で
こ
う
書
い
て
い
る
。 

あ
あ
、し
か
し
、も
う
何
と
思
っ
て
も 

こ
の
胸
か
ら
は
満
足
が
わ
い
て
来
ぬ
。 

な
ぜ
ま
た
生
の
な
が
れ
が
、こ
う
早
く
涸
れ
て 

お
れ
た
ち
は
渇
に
な
や
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。 

だ
が
、
こ
れ
は
、
お
れ
が
何
度
も
経
験
し
て
き
た
こ
と
だ
。 

穴
を
う
ず
め
る
方
法
は
、
す
で
に
わ
か
っ
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、超
自
然
的
な
も
の
を
尊
敬
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
。 

神
の
啓
示
に
あ
こ
が
れ
る
こ
と
だ
。 

お
れ
は
新
約
の
啓
示
ほ
ど
、 

尊
く
美
し
く
光
り
か
が
や
い
て
い
る
も
の
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。 

さ
っ
そ
く
原
典
を
ひ
ら
い
て
、 

素
直
な
感
じ
の
ま
ま
に 

神
聖
な
本
文
を 

お
れ
の
好
き
な
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
て
み
よ
う
。 

 
    

 

（
一
冊
の
書
を
開
い
て
、翻
訳
に
と
り
か
か
る
） 

  

こ
う
書
い
て
あ
る
、
「
は
じ
め
に
言
葉
あ
り
き
」
と
。 

す
で
に
こ
こ
で
、
お
れ
は
つ
か
え
て
し
ま
う
。誰
の
助
け
を
か
り
て
先
へ
す
す
め
ば
い
い
だ
ろ
う
。 

お
れ
は
言
葉
を
そ
ん
な
に
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。 

何
と
か
別
の
訳
し
方
を
考
え
ず
は
な
る
ま
い
。 

お
れ
の
心
が
霊
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
う
ま
く
で
き
る
か
も
し
れ
ぬ
。 

こ
う
書
い
て
あ
る
、「
は
じ
め
に
こ
こ
ろ
あ
り
き
」
と
。 

軽
率
に
筆
を
下
さ
ぬ
よ
う
に
、、 

第
一
行
を
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
作
り
出
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
動
さ
せ
る
の
が
意
だ
ろ
う
か
。 

む
し
ろ
、
こ
う
書
い
て
あ
る
は
ず
だ
、
「
は
じ
め
に
力
あ
り
き
」
と
。 

し
か
し
、
紙
の
上
に
そ
れ
を
書
い
て
い
る
う
ち
に
、 

ど
う
や
ら
そ
れ
も
不
完
全
な
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。 

霊
の
た
す
け
だ
！
お
れ
は
と
っ
さ
に
思
い
つ
い
て
、 

安
心
し
て
こ
う
書
く
、
「
は
じ
め
に
行
い
あ
り
き
」
と
。 

―

ア
ル
ラ
ー
ハ
（Alla

h

）―
 

 

イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
マ
ホ
メ
ッ
ト
に
よ
っ
て
宣
揚
せ
ら
れ
た
が
、
決
し
て
新
し
き
宗
教
を
宣
べ
た
も

の
で
な
く
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
固
く
信
じ
る
よ
う
に
、
啓
示
に
よ
っ
て
永
遠
の
真
理
が
示
さ
れ
、
之
を

衆
生
に
向
っ
て
復
誦
せ
る
も
の
で
、
古
蘭
は
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
説
教
に
非
ず
、
徹
底
し
た
ア
ル
ラ
ー
ハ

の
言
葉
で
あ
る
。
彼
は
「
ア
ル
ラ
ー
ハ
の
外
に
神
な
し
」
と
宣
言
し
た
が
、
彼
は
決
し
て
新
し
き
神

を
唱
え
た
の
で
は
な
く
、ア
ル
ラ
ー
ハ
の
み
が
崇
拝
さ
る
べ
き
神
で
他
の
諸
神
は
同
列
に
置
く
べ
き

も
の
で
な
い
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。 

 

古
蘭
の
ニ
ノ
一
三
六
に
は
こ
の
よ
う
に
告
げ
て
あ
る
。 

  
 

言
え
！
吾
等
ア
ル
ラ
ー
ハ
を
信
じ
、
吾
等
に
下
さ
れ
し
も
の
を
信
じ
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ
シ
マ
エ
ル

イ
サ
ク
、
ヤ
コ
ブ
及
び
諸
の
支
族
に
下
さ
れ
し
も
の
を
信
じ
、
モ
ー
ゼ
と
イ
エ
ス
と
に
下
さ
れ
し

も
の
を
信
じ
、ま
た
主
よ
り
諸
の
予
言
者
に
賜
わ
り
し
も
の
を
信
ず
。吾
等
其
間
に
差
別
を
設

け
ず
、
吾
等
は
唯
だ
彼
に
帰
命
す
る
と 

  

こ
れ
を
も
っ
て
見
る
に
、
ア
ル
ラ
ー
ハ
は
前
述
す
る
旧
約
の
「
有
っ
て
有
る
者
」
の
呼
び
名
で
あ

り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
、
こ
れ
に
絶
対
帰
依
随
順
す
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
、
最
後
に
選
ば

れ
た
予
言
者
で
あ
り
、
従
っ
て
其
の
伝
え
た
教
は
、
完
全
無
欠
に
神
意
を
顕
揚
せ
る
も
の
と
す
る

の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
、
そ
の
本
に
於
て
異
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。 

 

ら
れ
、
恩
恵
と
真
理
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
て
来
れ
る
な
り
。
未
だ
神
を
見
し
者
な
し
、

た
だ
父
の
懐
裡
に
い
ま
す
独
子
の
神
の
み
之
を
顕
し
給
え
り
。 

  

律
法
は
厳
し
い
が
、
未
だ
地
上
に
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
最
高
の
も
の
で
は
な
い
。
モ
ー

ゼ
と
其
の
律
法
は
キ
リ
ス
ト
と
其
の
教
の
真
髄
た
る
愛
に
及
ば
ず
、
神
の
心
を
真
に
知
っ
た
も
の

は
唯
キ
リ
ス
ト
の
み
。キ
リ
ス
ト
は
神
の
最
高
顕
現
者
な
り
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 

私
は
言
う
、日
本
神
道
は
言
う
。 

 

万
人
万
物
皆
神
の
懐
裡
に
あ
り
。
神
の
愛
し
子
に
し
て
、
神
の
分
霊
な
り
、
愛
と
光
の
身
な
り
、

こ
れ
未
だ
知
ら
ず
、
天
照
大
御
神
、こ
れ
を
知
ら
し
め
ん
と
し
て
皇
孫
日
嗣
の
日
子
を
天
降
ら

し
め
給
う
と
。 

  

キ
リ
ス
ト
の
降
臨
は
、
日
嗣
の
日
子
の
降
臨
の
道
を
顕
現
す
る
顕
現
身
に
て
道
別
命
な
り
、
そ

の
教
は
日
本
の
真
姿
を
知
ら
し
む
る
聖
書
な
り
。 

     

ざ
り
き
の
方
が
可
。
と
も
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
即
言
と
せ
る
も
の
で
、「
太
初

に
イ
エ
ス
あ
り
。
」
で
あ
る
。
深
意
が
汲
み
取
ら
れ
る
が
、「
言
」
を
普
通
に
解
し
て
「
響
」

「
音
」「
声
」
と
し
て
も
よ
い
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
の
「
言
霊
」
を
観
て
欲
し
い
。 

 

こ
の
著
者
は
「
は
じ
め
」
を
「
太
初
」
と
「
太
始
」
に
書
き
分
け
て
い
る
。
何
故
か
。
古

事
記
は
「
初
発
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
後
に
記
す
列
子
の
と
こ
ろ
を
見
て
欲

し
い
。 

 

ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ
ス
ト
の
悩
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
、
こ
れ
も
後
述
す

る
。 

  

ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
の
著
者
は
誰
か
。
使
徒
ヨ
ハ
ネ
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
議
論
紛
々
と
し
て
決
し

て
い
な
い
。
こ
の
伝
は
マ
タ
イ
・
マ
ル
コ
・
ル
カ
等
の
よ
う
な
客
観
的
記
事
に
満
足
せ
ず
し
て
、
宗
教

的
経
験
は
超
時
間
的
意
義
あ
る
こ
と
を
悟
っ
て
、
事
実
の
中
に
潜
在
す
る
真
実
を
解
し
て
無
限

の
神
と
交
わ
ら
ん
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
章
は
深
淵
で
あ
る
。 

 

太
初
に
言
あ
り
と
し
、
言
は
神
と
偕
に
あ
り
と
し
、言
は
神
な
り
と
し
た
。
万
物
は
言
よ
り
成
る

と
し
、
之
に
生
命
あ
り
、
生
命
は
光
な
り
と
し
た
。
こ
れ
は
日
本
の
「
言
霊
」
「
成
り
ま
せ
る
神
」

「
万
物
は
神
」
「
声
明
は
光
」
と
す
る
、
天
之
御
中
主
神
か
ら
天
照
大
御
神
へ
の
道
と
同
じ
き
も
の

で
あ
り
、
「
も
ろ
も
ろ
の
人
を
て
ら
す
真
の
光
あ
り
て
、
世
に
き
た
れ
り
。
」
こ
の
光
は
キ
リ
ス
ト

で
あ
る
が
、
更
に
天
照
大
御
神
の
御
精
神
を
も
っ
て
降
臨
さ
れ
た
「
日
嗣
の
皇
孫
」
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
事
は
漸
次
詳
論
す
る
が
、こ
の
道
が
古
事
記
の
骨
髄
で
あ
る
。 

 

預
言
者
ヨ
ハ
ネ
は
「
光
に
就
き
て
証
せ
ん
為
に
来
れ
る
も
の
」
で
あ
る
。
「
水
に
て
パ
ブ
テ
ス
マ
を

施
す
も
の
」
で
あ
る
。
パ
ブ
テ
ス
マ
は
聖
霊
に
て
洗
礼
を
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
パ
ブ
テ
ス
ト
は
水

に
て
之
を
施
す
。
釈
迦
ま
た
生
誕
の
時
之
を
受
く
、
わ
が
神
道
に
は
禊
ぎ
が
あ
る
。 

 

「
斯
る
人
は
血
脈
に
よ
ら
ず
、
肉
の
欲
に
よ
ら
ず
、
人
の
欲
に
よ
ら
ず
、
た
だ
神
に
よ
り
て
生
れ

し
な
り
、
言
は
肉
体
と
な
り
て
我
ら
の
中
に
宿
り
た
ま
え
り
。
」
肉
体
的
欲
望
的
な
る
も
の
よ
り

来
ら
ず
、
言
即
神
よ
り
来
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
的
な
る
も
の
で
な
く
、
神
意
よ
り
来
る
も

の
で
あ
る
。桜
は
桜
、梅
は
梅
、瓜
の
蔓
に
は
茄
子
は
な
ら
ず
、
類
人
猿
は
何
万
年
経
っ
て
も
類
人 

  

猿
で
あ
る
。
桃
は
桃
と
し
て
発
達
し
、
、
人
は
人
と
し
て
進
化
し
、
そ
の
性
に
率
う
て
発
達
す
る
の

で
あ
る
。キ
リ
ス
ト
は
マ
リ
ア
に
孕
っ
た
。
神
の
子
の
性
を
尽
し
た
。
秀
吉
は
百
姓
の
娘
に
懐
妊
し

た
。
英
雄
の
性
を
尽
し
た
。
日
嗣
の
皇
孫
は
、
日
の
性
を
享
け
光
の
性
を
弥
継
ぎ
継
ぎ
に
尽

し
給
う
。 

新
約
聖
書
の
ヨ
ハ
ネ
伝
・
福
音
第
一
章
に
は
次
の
よ
う
に
記
せ
ら
れ
て
い
る
。 

  

太
初

は

じ

め

に
言

こ
と
ば

あ
り
、
言
は
神
と
偕と

も

に
あ
り
、
言
は
神
な
り
き
。
こ
の
言
は
太
始

は

じ

め

に
神
と
と
も
に
在

り
、
萬
の
物
こ
れ
に
由
り
て
成
り
、
成
り
た
る
物
に
一
つ
と
し
て
之
に
よ
ら
で
成
り
た
る
は
な
し
。

之
に
生
命
あ
り
、
こ
の
生
命
は
人
の
光
な
り
き
。
光
は
暗
黒
に
照
る
。
而
し
て
暗
黒
は
之
を
悟
ら

ざ
り
き
。
神
よ
り
遣
さ
れ
た
る
人
い
で
た
り
、
そ
の
名
を
ヨ
ハ
ネ
と
い
う
。
こ
の
人
は
證

あ
か
し

の
た
め
に

来
れ
り
、光
に
就
き
て
證
を
な
し
、
ま
た
凡
て
の
人
の
彼
に
よ
り
て
信
ぜ
ん
為
な
り
。彼
は
光
に
あ

ら
ず
、
光
に
就
き
て
證
せ
ん
が
為
に
来
れ
る
な
り
。
も
ろ
も
ろ
の
人
を
て
ら
す
真
の
光
あ
り
て
、

世
に
き
た
れ
り
。
彼
は
世
に
あ
り
、
世
は
彼
に
由
り
て
成
り
た
る
に
、
世
は
彼
を
知
ら
ざ
り
き
。
か

れ
は
己
の
国
に
き
た
り
し
に
、
己
の
民
は
之
を
受
け
ざ
り
き
。
さ
れ
ど
之
を
受
け
し
者
、
即
ち
そ

の
名
を
信
ぜ
し
者
に
は
、
神
の
子
と
な
る
権
を
あ
た
え
給
え
り
。
斯
か
る
人
は
血
脈
に
よ
ら
ず
、

肉
の
欲
に
よ
ら
ず
、人
の
欲
に
よ
ら
ず
、た
だ
神
に
よ
り
て
生
れ
し
な
り
。
言
は
肉
体
と
な
り
て
我

ら
の
中
に
宿
り
た
ま
え
り
、
我
ら
そ
の
栄
光
を
見
た
り
、
実
に
父
の
独
子
の
栄
光
に
し
て
恩
恵
と

真
理
と
に
て
満
て
り
。
ヨ
ハ
ネ
彼
に
つ
き
て
證
を
な
し
、
呼
わ
り
て
言
う
「
『
わ
が
後
に
き
た
者
は

我
に
勝
れ
り
、
我
よ
り
前
に
あ
り
し
故
な
り
』
と
、
我
が
曾
て
い
え
る
は
此
の
人
な
り
」
我
ら
は
皆

そ
の
充
ち
満
ち
た
る
中
よ
り
受
け
て
、
恩
恵
に
恩
恵
を
加
え
ら
る
。
律
法
は
モ
ー
セ
に
よ
り
て
与

え
ら
れ
、
恩
恵
と
真
理
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
て
来
れ
る
な
り
。
未
だ
神
を
見
し
者
な

し
、た
だ
父
の
懐
裡
に
い
ま
す
独
子
の
神
の
み
之
を
顕
し
給
え
り
。 

   

旧
約
聖
書
で
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
三
章
十
三―

十
五
に
こ
う
記
し
て
い
る
。 

 

モ
ー
ゼ
は
神
に
言
っ
た
。「
わ
た
し
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
彼
ら
に
『
あ
な
た

が
た
の
先
祖
の
神
が
、
わ
た
し
を
あ
た
な
が
た
の
と
こ
ろ
に
つ
か
わ
さ
れ
ま
し
た
』
と
言
う
と
き
、

彼
ら
が
『
そ
の
名
は
な
ん
と
い
う
の
で
す
か
』
と
わ
た
し
に
聞
く
な
ら
ば
、
な
ん
と
答
え
ま
し
ょ
う

か
。
」
神
は
モ
ー
ゼ
に
言
わ
れ
た
。
「
わ
た
し
は
、
有
っ
て
有
る
者
」
。
ま
た
言
わ
れ
た
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル

の
人
々
に
こ
う
言
い
な
さ
い
。
「
『
わ
た
し
は
有
る
』
と
い
う
か
た
が
、
わ
た
し
を
あ
な
た
が
た
の
と

こ
ろ
へ
つ
か
わ
さ
れ
ま
し
た
」
と
」
。
神
は
ま
た
モ
ー
ゼ
に
言
わ
れ
た
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
こ
う

言
い
な
さ
い
。
『
あ
な
た
が
た
の
先
神
の
神
、ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、ヤ
コ
ブ
の
神
で
あ
る

主
が
、
わ
た
し
を
あ
な
た
が
た
の
と
こ
ろ
へ
つ
か
わ
さ
れ
ま
し
た
』
と
。
こ
れ
は
永
遠
に
わ
た
し
の

名
、こ
れ
は
世
々
の
わ
た
し
の
呼
び
名
で
あ
る
」
と
。 

     

お
も
て
に
あ
り
、
神
の
霊
が
水
の
お
も
て
を
お
お
っ
て
い
た
。
神
は
「
光
あ
れ
」
と
言
わ
れ
た
。
す

る
と
光
が
あ
っ
た
。
神
は
そ
の
光
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
。
云
々
」
以
下
、
天
地
創
造
の
所
の
神

は
、
意
志
を
持
つ
神
と
な
り
、
後
に
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
撰
ば
れ
た
民
と
す
る
神
と
な
り
、
他
の
物

を
礼
拝
す
る
を
許
さ
ぬ
嫉
妬
の
神
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
本
来
の

神
を
独
専
し
誤
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
「
有
っ
て
有
る
も
の
」
、
宇
宙
的
な
る
自
ら

然
あ
る
存
在
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
ら
然
る
も
の
に
「
意
」
が
あ
る
か
の
問
題
は
後
に

「
理
気
論
」
に
於
て
詳
し
く
述
べ
る
が
、
理
法
を
意
と
す
れ
ば
意
志
が
あ
る
こ
と
に
な
り
「
光

あ
れ
と
言
え
ば
光
あ
り
」
と
な
る
。
こ
の
時
の
「
言
え
ば
」
は
宇
宙
石
の
方
向
で
あ
る
。
そ

れ
は
新
約
聖
書
に
於
て
は
「
言
」
と
な
る
。 

  

そ
れ
で
は
、
こ
の
虚
し
く
空
な
る
０
は
、
果
し
て
本
当
に
何
も
な
い
空か

ら

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何

も
無
い
無
か
ら
有
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。０
が
真
に
何
も
な
い
零
で
あ
る
な
ら
ば
決
し
て
「
一
」

は
生
じ
な
い
。
実
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
蔵
し
た
、
一
切
の
法
、
一
切
の
神
力
、
一
切
の
藏
、
一
切
の

事
を
、
す
べ
て
蔵
し
た
虚
し
さ
で
あ
り
、
空
な
の
で
あ
る
。
「
真
空
妙
有
」
な
の
で
あ
る
。
「
絶
対

無
」
な
る
が
故
に
「
絶
対
有
」
な
る
「
絶
対
無
」
な
の
で
あ
る
。
何
を
以
て
こ
れ
を
証
す
る
か
。 

 

前
述
の
数
の
世
界
に
於
て
も
０
か
ら

＋

プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス

－
が
生
じ
そ
れ
は
無
限
に
伸
び
て
行
く
、
＋
－
が
生

じ
た
と
同
時
に−

1

マ
イ
ナ
ス
イ
チ

が
生
じ
て
い
る
。
子
が
生
じ
た
時
に
母
が
生
じ
た
と
同
義
で
あ
る
。−1

は

+

一
と
同
時
に
無
限
に
伸
び
て
行
く
。
子
の
子
は
無
限
に
生
ま
れ
て
い
く
。
親
の
親
は
無
限
の
古

に
及
ぶ
。+1

は
つ
ね
に−

1

と
有
っ
て
、
合
し
て
０
に
還
え
る
。子
は
母
と
合
し
て
一
体
の
仁
に
復

す
る
。母
子
未
だ
分
か
れ
ざ
る
零
に
復
す
る
。０
は
数
の
中
心
基
準
で
も
あ
る
。 

 
   

 

単
な
る
左
右
の
み
で
な
く
、
前
後
、
上
下
、
面
、
立
体
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
於
て
然
り
で
あ
る
。
零

は
天
之
御
中
主
神
の
世
界
で
あ
り
、+

は
高
御
産
巣
日
神
、
一
は
神
産
巣
日
神
の
世
界
で
あ
る
。 

 
 

現
代
の
物
理
学
も
こ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
い
る
が
、
我
々
は
之
を
他
に
求
む
に
及
ば
な

い
。
一
番
確
か
な
る
自
己
の
心
に
こ
れ
を
証
す
る
が
よ
い
。
宇
宙
内
の
こ
と
は
自
己
の
心
に
存
す

る
の
で
あ
る
。 

 

よ
く
働
き
、
よ
く
眠
り
て
目
覚
め
た
る
暁
の
心
に
こ
れ
を
見
よ
。
静
坐
調
息
一
念
不
動
の
相
に

こ
れ
を
観
よ
。
主
一
無
適
誠
敬
を
致
せ
る
自
己
の
心
に
こ
れ
を
看
取
せ
よ
。鎮
魂
神
に
帰
せ
る
心

に
こ
れ
を
体
得
せ
よ
。
●
然
た
る
太
古
の
静
寂
の
中
に
、
凝
然
と
し
て
一
念
未
生
ぜ
ず
、
太
虚
そ

の
も
の
の
心
で
あ
る
。こ
の
心
こ
そ
、火
来
れ
ば
火
に
応
じ
、
水
来
れ
ば
水
に
応
じ
、
春
風
と
な
り
、

秋
風
と
も
な
り
、目
高
遊
ぶ
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
と
も
な
れ
ば
、
百
獣
を
驚
か
す
万
雷
の
滝
津
瀬
と

も
な
る
。
千
変
万
化
時
に
応
じ
機
に
発
す
る
心
で
あ
り
、
森
羅
万
象
を
現
じ
る
宇
宙
の
相
で
あ

る
。太
虚
の
心
、０
の
心
な
の
で
あ
る
。 

 

事
故
に
徹
し
て
是
を
観
よ
！ 

 

歴
歴
昭
昭
た
る
実
相
で
あ
る
。 

 

「
０
」
は
無
限
の
数
を
含
む
「
０
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
数
は
「
０
」
よ
り
生
じ
て
「
０
」
に
帰
る
。 

 

「
零
」
は
万
有
を
内
蔵
す
る
「
零
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
物
は
、「
零
」
よ
り
発
し
て
「
零
」
に
復
る
。 

 

「
０
」
は
未
だ
「
一
」
を
発
せ
ざ
る
「
０
」
で
あ
り
、
初
め
終
り
な
き
永
遠
の
「
０
」
の
時
で
あ
り
、

行
き
て
極
り
な
き
無
極
の
「
０
」
の
処
で
あ
る
。故
に
、何
処
も
「
０
」
の
時
に
あ
り
、何
処
も
「
０
」 

の
処
に
あ
る
。
何
時
も
永
遠
の
時
で
あ
り
、
何
処
も
無
窮
の
処
で
あ
る
。 

 

「
０
」
は
円
妙
「
○
」
よ
り
発
想
さ
れ
た
記
号
で
あ
ろ
う
。「
０
」
は
玄
妙
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
、
何

時
も
発
動
せ
ん
と
す
る
、
零
活
な
る
「
は
じ
め
」
で
あ
り
「
太
虚
」
で
あ
る
。
（
以
下
次
号
） 
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第
三
章 

農
民
生
活
の
倫
理
的
考
察 

   
  

菅
原 

兵
治   

～
第
三
節 

老
農
的
態
度
～ 

 
  

茄
子
の
味 

 

随
っ
て
此
の
境
地
に
至
っ
た
老
農
の
言
行
に
は
、
未
だ
此
処
に
至
ら
ぬ
者
よ
り
見
れ
ば
理
解
し

兼
ね
る
よ
う
な
事
が
往
々
に
し
て
あ
る
で
あ
ろ
う
。報
徳
記
巻
二
第
四
章
に
二
宮
翁
が
茄
子
の

味
に
よ
っ
て
凶
年
を
予
知
し
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。 

 

「
時
に
天
保
四
癸
巳
年
初
夏
時
気
不
順
に
し
て
霖
雨
止
ま
ず
。
先
生
或
時
茄
子
を
食
す
る
に

其
の
味
常
に
異
な
り
恰
も
季
秋
の
茄
子
の
如
し
。
箸
を
投
じ
て
嘆
じ
て
曰
く
、
今
時
初
夏

に
当
れ
り
。
然
し
て
此
物
既
に
季
秋
の
味
を
な
す
こ
と
豈
唯
な
ら
ん
や
。
是
を
以
て
考
う

る
に
陽
発
の
気
薄
く
し
て
陰
気
既
に
盛
な
り
。
何
を
以
て
米
穀
豊
熟
す
る
こ
と
を
得
ん
。

予
め
非
常
に
備
え
ず
ん
ば
百
姓
飢
渇
の
憂
に
か
か
ら
ん
か
。
是
を
以
て
三
邑
の
民
に
令
し

て
曰
く
、
今
年
五
穀
熟
作
を
得
ず
、
予
め
凶
作
の
備
え
を
為
す
べ
し
。
一
戸
毎
に
畠
一
反

歩
、
其
の
貢
税
を
免
ず
べ
し
。
速
か
に
稗
を
蒔
き
飢
渇
を
免
る
る
の
種
と
せ
よ
、
忽
に
す
べ

か
ら
ず
と
。
諸
民
之
を
聞
き
笑
い
て
曰
く
、
先
生
明
知
あ
り
と
雖
も
何
ぞ
予
め
年
の
豊
凶

を
知
ら
ん
や
。
戸
毎
に
一
反
歩
の
稗
を
作
ら
ば
三
邑
夥
多
の
稗
な
る
べ
し
。
何
れ
の
処
に

之
を
貯
え
ん
。
且
稗
な
る
も
の
旧
来
貧
苦
に
迫
れ
り
と
い
え
ど
も
未
だ
之
を
食
わ
ず
。
今

之
を
作
り
た
り
と
食
う
こ
と
も
得
ず
。
然
ら
ば
無
用
の
も
の
と
云
う
べ
し
。
仮
令
人
に
与

う
る
と
い
え
ど
も
誰
か
之
を
受
け
ん
。
詮
な
き
こ
と
を
令
す
る
も
の
か
な
と
嘲
り
た
り
。

然
れ
ど
も
貢
を
ゆ
る
し
作
ら
し
む
。
之
を
背
ば
必
ず
令
を
用
い
ざ
る
の
咎
め
あ
ら
ん
と
。

已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
俄
か
に
稗
を
作
り
、無
益
の
事
を
な
せ
り
と
怨
望
す
る
も
の
あ
る

に
至
る
。
然
る
に
盛
夏
と
雖
も
、
降
雨
多
く
し
て
冷
気
行
わ
れ
終
に
凶
歳
と
な
り
、
関
東

奥
羽
の
飢
民
枚
挙
す
べ
か
ら
ず
。
此
の
時
に
至
り
三
邑
の
民
稗
を
以
て
食
の
不
足
を
補
い
、

一
民
飢
に
及
ぶ
も
の
な
し
。
始
め
て
先
生
の
明
鑑
予
め
凶
荒
を
計
り
、
下
民
を
安
ん
ず
る

の
深
意
を
知
り
、
我
が
知
の
浅
き
を
悟
り
、
曾
て
無
益
の
事
と
な
し
活
命
の
令
を
嘲
り
た

る
を
悔
い
、大
い
に
其
の
徳
を
称
す
。云
々
」 

韓
退
之
も
「
世
に
伯
楽
有
り
。
然
る
後
に
千
里
の
馬
有
り
」
と
い
う
て
い
る
が
、
馬
の
毛
色
や

牝
牡
と
い
う
が
如
き
外
形
的
分
析
的
穿
鑿
の
域
を
脱
し
て
、名
馬
の
本
質
そ
の
も
の
を
端
的
に

つ
か
む
処
に
伯
楽
の
伯
楽
た
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
二
宮
尊
徳
の
茄
子
の
味
に
よ
っ
て

凶
荒
を
予
知
せ
る
な
ど
も
、農
道
的
伯
楽
の
観
が
あ
る
で
は
な
い
か
。 

日
本
人
の
真
面
目
さ                      

三
浦  

夏
南 

日
本
人
は
真
面
目
な
民
族
だ
と
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
。
嘘
の
付
け
な
い
清
く
明
る
い
人

間
性
を
持
つ
こ
と
が
古
代
か
ら
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。し
か
し
な
が

ら
今
の
日
本
人
の
真
面
目
と
い
う
の
は
古
人
の
言
っ
た
と
こ
ろ
の
真
面
目
で
あ
る
か
ど
う
か
と

い
う
と
甚
だ
疑
わ
し
い
部
分
が
あ
る
。
現
代
の
真
面
目
さ
と
い
う
も
の
は
上
辺
だ
け
の
大
勢
順

応
的
な
取
り
繕
い
の
真
面
目
さ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
日
本
人
が
古
来
大
切
に
し
た
と
こ
ろ
の

清
明
心
は
却
っ
て
見
ら
れ
な
い
と
思
う
。
古
事
記
を
紐
解
く
と
、
現
代
の
基
準
か
ら
言
え
ば
こ

れ
は
卑
怯
で
は
な
い
の
か
、
武
士
道
精
神
に
反
す
る
の
で
は
と
い
う
箇
所
が
い
く
つ
も
見
受
け
ら

れ
る
。
古
事
記
を
称
賛
す
る
保
守
的
な
人
々
も
そ
の
点
に
関
し
て
は
敢
え
て
触
れ
ず
、
現
代
に

も
受
け
入
れ
ら
れ
る
神
々
の
美
談
ば
か
り
が
抽
出
し
て
語
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
古
事
記
を

読
む
我
々
の
心
が
低
く
弱
い
た
め
に
そ
う
感
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
古
事
記
の
責
任
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
弱
者
は
強
者
の
振
る
舞
い
に
恐
怖
し
、
理
屈
で
以
っ
て
対
抗
す
る
が
強
者
は
そ

の
よ
う
な
こ
と
に
お
構
い
な
く
子
供
の
よ
う
な
純
真
を
以
て
弱
者
を
粉
砕
す
る
。
我
々
が
古
事

記
に
狡
さ
を
感
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
内
に
あ
る
弱
さ
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

く
つ
か
古
事
記
の
中
か
ら
例
を
挙
げ
る
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
の
御
話
が
分
か
り
や
す
い
。

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
反
乱
の
ご
征
伐
に
当
た
っ
て
女
装
を
な
さ
っ
て
、
敵
陣
に
潜
入
し
、賊

の
隙
を
突
い
て
瞬
く
間
に
打
ち
取
ら
れ
た
。
ま
た
違
う
戦
い
に
お
い
て
は
偽
り
の
交
友
を
お
結

び
に
な
っ
て
油
断
さ
せ
、
真
剣
と
木
刀
を
す
り
替
え
る
こ
と
に
よ
り
不
意
を
突
か
れ
た
。遡
れ
ば

あ
の
神
武
天
皇
も
敵
軍
を
招
待
し
食
事
を
も
て
な
す
と
見
せ
か
け
て
、
天
皇
の
御
歌
に
合
わ

せ
て
不
意
に
襲
い
掛
か
り
、
賊
を
一
網
打
尽
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
も
八
岐

大
蛇
の
ご
征
伐
で
は
正
面
か
ら
戦
う
こ
と
を
よ
し
と
さ
れ
ず
、
酒
で
以
っ
て
も
て
な
し
、
酔
っ
て

眠
っ
た
と
こ
ろ
を
何
の
危
う
げ
も
な
く
打
ち
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
御
話

は
神
事
と
計
略
の
結
合
し
た
聖
な
る
振
る
舞
い
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

卑
怯
で
は
あ
る
が
、
勝
つ
た
め
に
は
仕
方
が
な
か
っ
た
と
い
う
記
さ
れ
方
は
し
て
い
な
い
。
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
も
先
述
の
女
装
さ
れ
た
戦
い
に
於
い
て
打
ち
取
っ
た
と
こ
ろ
の
賊
長
よ
り
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
敵
で
あ
っ
て
も
感
服
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
い
っ
た

神
々
の
御
事
績
に
対
し
て
現
代
の
日
本
人
が
身
構
え
て
し
ま
う
こ
と
が
、
我
々
の
弱
さ
を
端
的

に
表
し
て
い
る
。
斯
く
の
如
き
大
勇
猛
、
大
知
略
を
喜
ば
ず
し
て
、
世
間
的
に
喜
ば
れ
る
程
度
の
、
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ル
ー
ル
に
違
わ
な
い
範
囲
内
で
の
真
面
目
ば
か
り
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
人
間
を
真
面
目

な
良
い
人
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
論
語
の
中
に
親
が
罪
を
犯
し
た
時
に
そ
れ
を

正
直
に
告
げ
る
子
は
孝
行
の
人
間
で
は
な
く
、
親
の
罪
を
隠
す
子
こ
そ
誠
の
心
を
持
っ
た
子
で

あ
る
と
い
っ
た
趣
旨
の
言
葉
が
あ
る
が
、
現
代
の
人
々
は
ま
さ
し
く
ル
ー
ル
か
ら
外
れ
ず
親
を
売

る
タ
イ
プ
の
似
非
真
面
目
人
間
で
あ
る
。
西
洋
よ
り
押
し
付
け
ら
れ
た
資
本
主
義
的
枠
組
み

の
中
で
真
面
目
に
逆
ら
わ
ず
働
き
は
す
る
が
、
大
義
を
胸
に
西
洋
を
欺
き
、
自
ら
の
伝
統
に
沿

っ
た
経
済
社
会
を
創
造
し
よ
う
と
は
考
え
な
い
の
が
現
代
人
の
思
考
で
あ
る
。
我
々
は
偽
装
の

真
面
目
さ
の
陰
に
隠
れ
て
自
ら
に
言
い
訳
ば
か
り
を
繰
り
返
す
弱
者
の
思
考
を
捨
て
、純
真
に

時
に
破
天
荒
に
勝
利
の
道
を
神
の
如
く
進
む
強
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

                   

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

杏
奈 

   

秋
も
深
ま
り
、村
中
を
黄
金
色
に
彩
っ
て
い
た
稲
も
次
々
に
刈
ら
れ
て
い
ま
す
。稲
木
干
し
を

し
て
い
る
農
家
は
わ
ず
か
に
な
り
ま
し
た
が
、日
差
し
を
浴
び
な
が
ら
涼
し
い
風
に
ふ
か
れ
て
気

持
ち
良
さ
そ
う
に
干
さ
れ
て
い
る
稲
の
姿
は
秋
の
季
節
に
ぴ
っ
た
り
で
、
見
る
に
心
地
の
良
い

風
景
で
す
。 

今
月
は
、
先
月
に
引
き
続
き
里
芋
の
収
穫
が
主
な
仕
事
と

な
り
ま
し
た
。
先
週
か
ら
三
圃
場
目
に
さ
し
か
か
り
、
作
業
に

も
慣
れ
て
き
た
の
で
効
率
が
上
が
り
、
一
日
に
出
荷
で
き
る

量
が
、
九
月
に
出
荷
し
て
い
た
時
の
倍
以
上
に
な
り
ま
し
た
。

先
月
ま
で
は
、
根
切
り
作
業
の
ほ
と
ん
ど
を
手
で
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、
今
月
に
入
っ
て
か
ら
は
、
地
上
の
茎
が
枯
れ
始
め
て

根
が
弱
っ
て
き
た
の
で
、
里
芋
に
つ
い
て
い
る
根
も
、
「
毛
羽
取

り
機
」
と
い
う
機
械
で
簡
単
に
と
れ
ま
す
。
こ
の
機
械
を
導
入

す
る
こ
と
で
出
荷
作
業
に
か
か
る
時
間
が
大
幅
に
短
縮
さ
れ

ま
し
た
。
年
内
に
全
圃
場
の
里
芋
を
掘
り
上
げ
る
こ
と
を
目

標
と
し
て
い
る
の
で
、
引
き
続
き
毎
日
コ
ツ
コ
ツ
と
進
め
た
い

と
思
い
ま
す
。 

今
年
の
里
芋
の
収
穫
と
同
時
に
、
来
年
里
芋
を
作
付
け
す

る
た
め
の
圃
場
の
確
保
も
同
時
進
行
で
進
め
て
い
ま
す
。
里

芋
は
連
作
障
害
が
出
や
す
い
た
め
、
前
年
と
同
じ
圃
場
で
里

芋
を
作
る
こ
と
は
出
来
る
だ
け
避
け
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
来
年
か
ら
土
地
を
お
借
り
す
る
地
主
さ
ん
に
お
会
い
す

る
と
、
す
ぐ
に
手
続
き
を
進
め
て
貸
し
て
く
だ
さ
る
方
も
い

れ
ば
、
お
家
に
招
き
入
れ
て
く
だ
さ
り
、
懇
切
丁
寧
に
そ
の
土

地
や
家
族
の
歴
史
を
話
し
て
く
だ
さ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ど
ん
な
土
地
で
あ
っ
て
も
、

ご
先
祖
様
が
汗
水
流
し
、
様
々
な
思
い
で
田
畑
を
耕
し
、
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と

に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
骨
の
折
れ
る
作
業
が
続
く
と
、
そ
う
い
っ
た
感
謝
の
気
持
ち
や
、
天

地
自
然
の
神
々
・
大
地
か
ら
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
を
忘
れ
が
ち
で
す
が
、
毎
朝
・
毎
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晩
の
参
拝
の
時
に
は
心
を
落
ち
着
け
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
誠
実
な
気
持
ち
で
農
業

に
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
二
ヶ
月
と
な
り
ま
し
た
。来
月
か
ら
は
里
芋
の
収
穫
に
加
え
て
ネ

ギ
の
収
穫
も
始
ま
り
、
ア
ス
パ
ラ
の
刈
り
取
り
・
伏
せ
込
み
の
準
備
も
始
ま
る
の
で
大
忙
し
の

年
末
に
な
り
そ
う
で
す
。
寒
く
な
る
の
で
健
康
に
気
を
付
け
、
家
族
一
致
団
結
し
て
こ
の
繁
忙

期
を
乗
り
越
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

★
今
後
の
予
定 

 
  

来
月
も
、
今
月
に
引
き
続
き
勉
強
会
は
休
止
致
し
ま
す
。復
帰
の
目
途
が
立
ち
ま
し
た 

ら
、本
稿
に
て
ご
連
絡
差
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
つ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

・
一
般
会
員    

    

三
千
円 

・
賛
助
会
員    

    

一
万
円 

・
特
別
賛
助
会
員    

三
万
円 

・
支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
お
知
ら
せ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
し
て
い
る
状
況
を
受
け
、参
加
者
の
健
康
と
安
全 

を
最
優
先
に
考
慮
し
、醒
庵
忌
の
開
催
を
中
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

 


