
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芥
川
龍
之
介
「
西
　
方
　
の
　
人
」
　
注
　
解
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
閃
●
〉
評
三
9
。
ひ
q
Ω
。
≦
9
。
．
ω
、
、
ω
〉
一
言
O
Z
O
出
一
↓
Q
、
国
×
豆
自
。
三
〇
曙
Z
9
Φ
ω
（
目
）

吉中

田
野

孝
　
次

宙
J山、

海郎
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@
女

人

①
お
ほ
ぜ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
ん
づ
く
　
　
、

　
大
勢
の
女
人
た
ち
は
ク
リ
ス
ト
を
愛
し
た
。
就
中
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
一
度
彼
に
会
っ
た
為
に
七
つ
の
悪
鬼
に
攻
め
ら
れ
る
の
を
忘
れ
、
彼
女
の
職
業

　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
　
　
　
　
　
④

を
超
越
し
た
詩
的
恋
愛
さ
へ
感
じ
出
し
た
。
ク
リ
ス
ト
の
命
の
終
っ
た
後
、
彼
女

の
ま
つ
先
に
彼
を
見
た
の
は
か
う
云
ふ
恋
愛
の
力
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
も
亦
大
勢

の
女
人
た
ち
を
、
1
就
中
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
を
愛
し
た
。
彼
等
の
詩
的
恋
愛

　
⑤
か
き
つ
ば
た
　

に
ほ
　
　
　
た
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
ス
ト
は
度
た
び
彼
女
を
見

は
未
だ
に
燕
子
花
の
や
う
に
匂
や
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
⑥
さ
び
　
　
　
　
　
二
う
だ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
後
代
は
、
i
或
は
後
代
の
男
子

る
こ
と
に
彼
の
寂
し
さ
を
慰
め
た
で
あ
ら
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
も
っ
と
⑧

た
ち
は
彼
等
の
詩
的
恋
愛
に
冷
淡
だ
っ
た
。
　
（
尤
も
芸
術
的
主
題
以
外
に
は
）
し

か
し
後
代
の
女
人
た
ち
は
い
つ
も
こ
の
マ
リ
ア
を
嫉
妬
し
て
み
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め

　
「
な
ぜ
ク
リ
ス
ト
様
は
誰
よ
り
も
先
に
お
母
さ
ん
の
マ
リ
ア
様
に
再
生
を
お
示

し
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
し
ら
？
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
そ
く

　
そ
れ
は
彼
女
等
の
洩
ら
し
て
来
た
、
最
も
偽
善
的
な
歎
息
だ
つ
た
．

「
西
方
の
人
」
注
解

（
注
）

①
大
勢
の
女
人
た
ち
　
　
ア
ッ
シ
シ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
フ
ラ
ン
リ
ァ
・
ド
ゥ

　
サ
ル
、
ク
ラ
ラ
、
フ
ラ
ン
ソ
ア
ズ
・
ド
・
シ
ァ
ン
タ
ル
、
ゼ
ベ
ダ
イ
の
妻
サ
ロ

　
メ
、
ク
ー
ザ
の
妻
ヨ
ハ
ン
ナ
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
そ
の
他
。
　
　
　
　
　
　
0
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め
　
　
　
あ
か
つ
き

②
七
つ
の
悪
鬼
　
　
コ
週
の
首
の
日
の
払
暁
、
イ
エ
ス
甦
へ
り
先
づ
マ
グ
ダ
ラ

　
の
マ
リ
ヤ
に
現
れ
た
ま
ふ
、
前
に
イ
エ
ス
が
七
つ
の
悪
鬼
を
逐
ひ
い
だ
し
給
ひ

　
し
女
な
り
」
（
マ
ル
コ
伝
、
十
六
章
ノ
九
）

　
「
ま
た
前
に
悪
し
き
霊
を
逐
ひ
出
さ
れ
、
病
を
医
さ
れ
な
ど
せ
し
女
た
ち
、
即

　
ち
七
つ
の
悪
鬼
の
い
で
し
マ
グ
ダ
ラ
と
呼
ば
る
る
マ
リ
ヤ
」
（
ル
カ
伝
、
八
章
ノ

　
ニ
）
。
ル
ナ
ン
の
「
イ
エ
ス
伝
」
で
は
神
経
症
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。

③
詩
的
恋
愛
　
　
至
高
純
粋
な
恋
。
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
。

④
彼
女
の
ま
つ
先
に
…
…
　
　
「
イ
エ
ス
『
マ
リ
ヤ
よ
』
と
言
ひ
給
ふ
。
マ
リ
ヤ

　
振
反
り
て
『
ラ
ボ
ニ
』
（
釈
け
ば
”
師
よ
”
）
と
言
ふ
。
」
（
ヨ
ハ
ネ
伝
・
第
二
〇

　
章
ノ
十
六
）
ル
ナ
ン
「
イ
エ
ス
伝
」
（
第
二
十
六
章
・
墓
の
イ
エ
ス
）
に
は
「
イ

　
エ
ス
伝
は
、
歴
史
家
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
最
後
の
息
と
と
も
に
終
る
の
で
あ

二
三



「
西
方
の
人
」
注
解

　
る
。
し
か
し
…
…
…
我
々
は
か
う
言
は
う
、
そ
の
を
り
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア

　
の
強
い
想
像
力
が
、
主
役
を
演
じ
た
、
と
。
愛
の
崇
高
な
能
力
／
　
幻
想
に
お

　
そ
は
れ
た
女
の
愛
情
が
、
復
活
し
た
神
を
世
界
に
与
へ
る
そ
の
旧
い
瞬
間
／
」

　
と
あ
る
。

⑥
未
だ
に
燕
子
花
の
や
う
に
　
　
「
未
だ
に
」
と
い
う
の
は
、
「
今
も
っ
て
」
の
意

　
で
あ
り
、
燕
子
花
は
純
粋
さ
や
、
清
楚
な
こ
と
の
比
喩
で
あ
ろ
う
。
燕
子
花
は

　
泥
中
に
咲
く
花
で
あ
り
、
仏
教
で
言
う
泥
中
の
白
蓮
華
を
想
わ
せ
る
。

⑥
彼
の
寂
し
さ
　
　
例
に
よ
っ
て
、
天
才
の
あ
じ
わ
う
三
三
感
で
あ
る
。

⑦
冷
淡
だ
つ
た
　
　
重
き
を
置
か
な
か
っ
た
の
意
。

⑧
芸
術
的
主
題
　
　
絵
画
や
文
学
上
の
主
題
。

（
解
）

　
ク
リ
ス
ト
が
や
さ
し
く
し
た
大
勢
の
女
人
達
の
中
で
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
と

の
関
係
は
ま
さ
し
く
詩
的
恋
愛
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
つ
や
や
か
で
美
し
く
今
も
つ

　
　
　
　
　
う

て
我
々
の
胸
を
撲
つ
。
後
代
は
、
こ
と
に
男
性
は
こ
ん
な
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ

に
重
き
を
置
か
な
い
が
、
女
人
達
は
ひ
と
し
く
そ
れ
に
嫉
妬
を
感
じ
て
い
る
。

　
「
女
人
」
と
題
し
て
、
芥
川
は
、
キ
リ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
の
、
一
般
女
人
の
、

あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

露
わ
に
出
さ
な
い
で
い
る
性
と
、
そ
の
妬
心
を
採
り
上
げ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

16

@
奇

蹟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ク
リ
ス
ト
は
時
々
奇
蹟
を
行
っ
た
。
が
、
そ
れ
は
彼
自
身
に
は
一
つ
の
比
愉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
、
、

作
る
よ
り
も
容
易
だ
つ
た
。
彼
は
そ
の
為
に
も
奇
蹟
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
を
抱
い

二
四

　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
③

て
る
た
。
そ
の
為
に
も
ー
キ
リ
ス
ト
の
使
命
を
感
じ
て
み
た
の
は
彼
の
道
を
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
た
け

へ
る
こ
と
だ
っ
た
。
彼
の
奇
蹟
を
行
ふ
こ
と
は
後
代
に
ル
ツ
ソ
オ
の
吼
り
立
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

通
り
、
彼
の
道
を
教
へ
る
の
に
は
不
便
を
与
へ
る
の
に
違
ひ
な
か
っ
た
。
し
か
し

　
　
　
⑥

彼
の
「
小
羊
た
ち
」
は
い
つ
も
奇
蹟
を
望
ん
で
み
た
。
ク
リ
ス
ト
も
亦
三
度
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

度
は
こ
の
願
に
従
は
ず
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
の
人
間
的
な
、
余
り
に
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら

的
な
性
格
は
か
う
云
ふ
一
面
に
も
露
は
れ
て
る
る
。
が
、
ク
リ
ス
ト
は
奇
蹟
を
行

　
た
び

ふ
度
に
必
ず
責
任
を
回
避
し
て
み
た
。

　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
や

　
「
お
前
の
信
仰
は
お
前
を
癒
し
た
。
」

　
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
又
科
学
的
真
理
に
も
違
ひ
な
か
っ
た
。
ク
リ
ス
ト
は
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
や
ま
ひ
　
　
　
　
　
　
⑨

或
時
は
や
む
を
得
ず
奇
蹟
を
行
っ
た
為
に
、
一
或
長
病
に
苦
し
ん
だ
女
の
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

衣
に
さ
は
っ
た
為
に
彼
の
力
の
謂
る
の
を
感
じ
た
。
彼
の
奇
蹟
を
行
ふ
。
と
に
㎜

い
つ
も
多
少
た
め
ら
っ
た
の
は
か
う
云
ふ
実
感
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ク
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ト
は
後
代
の
ク
リ
ス
ト
教
徒
は
勿
論
、
彼
の
十
二
人
の
弟
子
た
ち
よ
り
も
は
る
か

　
　
　
⑫

に
鋭
い
理
智
主
義
者
だ
っ
た
。

（
注
）

①
比
喩
　
　
物
事
の
説
明
に
、
こ
れ
と
相
類
似
し
た
も
の
を
か
り
て
来
る
こ
と
で

　
あ
り
、
イ
エ
ス
の
言
説
に
巧
み
な
比
喩
が
多
い
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

②
そ
の
為
に
も
　
　
「
そ
の
為
」
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
奇
蹟
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
う
事
が
容
易
で
あ
り
過
ぎ
る
事
、
で
あ
り
、
　
「
に
も
」
と
い
う
の
は
元
来
「
理

　
智
主
義
」
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
嫌
悪
の
情
を
抱
き
勝
ち
で
あ
っ
た
が
そ
の
上
と

　
の
意
で
あ
る
。
奇
蹟
な
ど
は
、
第
一
や
さ
し
す
ぎ
る
事
だ
し
、
し
か
も
大
衆
か

　
ら
む
や
み
に
驚
う
か
れ
る
事
な
ど
が
心
外
で
あ
っ
た
、
位
の
意
味
で
あ
ろ
う
。



③
使
命
　
　
課
せ
ら
れ
た
任
務
、
天
職
を
い
う
訳
で
こ
の
場
合
、
た
や
す
い
奇
蹟

　
に
対
し
て
で
あ
る
か
ら
、
容
易
で
な
い
天
職
の
意
で
あ
る
。

④
ル
ッ
ソ
オ
　
　
一
＄
口
冒
軽
。
ω
男
。
信
ω
の
。
碧
（
一
七
一
二
～
七
八
）
フ
ラ
ン
ス

　
の
思
想
家
、
作
家
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
生
れ
。
　
「
人
間
不
平
等
起
原
論
」
　
「
社
会
契

　
約
説
」
な
ど
で
民
主
主
義
理
論
を
唱
え
て
大
革
命
の
先
駆
を
な
す
と
共
に
「
新

　
エ
ロ
ー
イ
ズ
」
な
ど
で
情
熱
の
解
放
を
謳
っ
て
浪
漫
主
義
の
父
と
呼
ば
れ
た
。

　
ま
た
「
エ
ミ
ー
ル
」
で
は
一
種
の
性
善
説
「
自
然
に
還
れ
」
に
基
づ
く
教
育
論

　
を
述
べ
、
第
四
編
に
は
そ
の
宗
教
観
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
「
…
…
私
自

　
身
と
し
て
は
神
を
非
常
に
信
じ
て
い
る
の
で
、
あ
ま
り
に
も
神
に
ふ
さ
わ
し
か

　
ら
ぬ
数
多
の
奇
跡
を
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
あ
る
。

⑤
不
便
を
与
へ
る
　
　
奇
蹟
を
む
や
み
に
歓
迎
し
て
キ
リ
ス
ト
の
真
精
神
を
教
え

　
　
　
　
　
そ

　
る
上
か
ら
外
れ
る
、
と
い
う
風
な
不
都
合
や
迷
惑
を
与
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち

⑥
小
羊
た
ち
　
　
キ
リ
ス
ト
が
導
び
こ
う
と
す
る
人
達
を
指
す
。

⑦
余
り
に
人
間
的
な
性
格
　
　
や
さ
し
く
、
弱
い
性
質
、
と
い
う
程
の
意
で
あ
ろ

　
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
や

⑧
お
前
の
信
仰
は
お
前
を
癒
し
た
　
「
マ
タ
イ
伝
」
第
九
章
ノ
ニ
十
二
に
「
イ
エ

　
ス
ふ
り
か
へ
り
、
女
を
見
て
言
ひ
た
ま
ふ
『
娘
よ
、
心
安
か
れ
、
汝
の
信
仰
な

　
ん
ぢ
を
救
へ
り
』
女
こ
の
時
よ
り
救
は
れ
た
り
。
」
と
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
責
任

　
回
避
の
表
現
と
と
っ
た
の
が
芥
川
で
あ
る
。

⑨
彼
の
衣
に
さ
は
っ
た
為
　
　
「
マ
ル
コ
伝
」
第
五
章
ノ
ニ
十
五
よ
り
三
十
。
十

　
二
年
間
も
病
気
で
苦
し
ん
で
い
た
女
が
群
衆
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
イ
エ
ス
に
さ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
カ
ラ

　
る
と
す
ぐ
に
治
り
、
「
イ
エ
ス
直
ち
に
能
力
の
己
よ
り
出
で
た
る
を
自
ら
知
り
、

　
群
衆
の
中
に
て
、
振
反
り
言
ひ
た
ま
ふ
『
誰
が
我
の
衣
に
触
り
し
そ
』
」
と
あ

「
西
方
の
人
」
注
解

　
る
。

⑩
か
う
云
ふ
実
感
　
　
前
文
の
「
彼
の
力
の
脱
け
る
の
を
感
じ
た
」
を
指
す
。
キ

　
リ
ス
ト
を
襲
う
脱
力
感
に
つ
い
て
の
内
面
的
解
釈
と
し
て
、
こ
の
場
合
長
病
の

　
女
の
く
る
し
み
を
分
担
し
た
、
と
い
う
風
に
も
解
さ
れ
る
。
そ
れ
を
、
奇
蹟
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
行
う
事
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
と
か
た
め
ら
ひ
の
せ
い
に
し
た
の
は
芥
川
的
解
釈

　
で
あ
る
。

⑪
十
二
人
の
弟
子
　
　
「
マ
タ
イ
伝
」
第
一
〇
章
二
～
四
「
十
二
使
徒
の
名
は
左

　
の
ご
と
し
。
先
づ
ペ
テ
ロ
と
い
ふ
シ
モ
ン
及
び
そ
の
兄
弟
ヨ
ハ
ネ
、
ビ
リ
ポ
及

　
び
バ
ル
ト
ロ
マ
イ
、
ト
マ
ス
及
び
取
国
人
マ
タ
イ
、
ア
ル
パ
ヨ
の
子
ヤ
コ
ブ
及

　
び
タ
ダ
イ
、
熱
心
党
の
シ
モ
ン
及
び
イ
ス
カ
リ
オ
テ
の
ユ
ダ
、
こ
の
ユ
ダ
は
イ

　
エ
ス
を
売
り
し
者
な
り
。
」
と
あ
る
。

⑫
理
智
主
義
者
　
　
奇
蹟
に
よ
り
か
か
ら
な
い
精
神
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ

　
る
。
最
後
に
虚
脱
感
の
あ
る
こ
と
を
ま
で
見
抜
い
て
い
る
事
ま
で
ふ
く
め
て
、

　
理
智
主
義
と
よ
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
解
）

　
奇
蹟
を
行
い
得
る
能
力
に
誇
る
、
な
ど
と
い
う
方
向
に
自
分
を
迷
ひ
込
ま
せ

ず
、
信
ず
る
者
は
自
身
を
救
い
得
る
と
し
た
イ
エ
ス
を
「
科
学
的
真
理
」
の
掌
握

者
と
し
、
そ
の
自
己
の
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
奇
蹟
を
行
な
う
こ
と
で
そ
が
れ
る

の
を
お
そ
れ
た
彼
の
精
神
を
鋭
い
理
智
主
義
に
結
び
つ
け
た
と
こ
ろ
に
こ
の
章
の

主
旨
が
あ
ろ
う
。17
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「
西
方
の
人
」
注
解

　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ク
リ
ス
ト
の
母
、
美
し
い
マ
リ
ア
は
ク
リ
ス
ト
に
は
回
し
も
母
で
は
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

た
。
彼
の
最
も
愛
し
た
も
の
は
彼
の
道
に
從
ふ
も
の
だ
っ
た
。
ク
リ
ス
ト
は
又
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

勢
に
燃
え
立
つ
た
ま
ま
、
大
勢
の
人
々
の
集
っ
た
前
に
大
回
に
も
か
う
云
ふ
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ば
か

気
も
ち
を
言
ひ
放
す
こ
と
さ
へ
揮
ら
な
か
っ
た
。
マ
リ
ア
は
定
め
し
戸
の
外
に
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
④
せ
う
ぜ
ん

の
言
葉
を
聞
き
な
が
ら
、
愴
然
と
立
っ
て
る
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
我
々
は
我
々
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

身
の
中
に
マ
リ
ア
の
苦
し
み
を
感
じ
て
み
る
。
た
と
ひ
我
々
自
身
の
中
に
ク
リ
ス

ト
の
情
熱
を
感
じ
て
み
る
と
し
て
も
、
一
し
か
し
ク
リ
ス
ト
自
身
も
亦
時
々
は

　
　
　
　
⑥

マ
リ
ア
を
憐
ん
だ
で
あ
ら
う
。
か
が
や
か
し
い
天
国
の
門
を
見
ず
に
あ
り
の
ま
ま

　
⑦の

イ
ェ
ル
サ
レ
ム
を
眺
め
た
時
に
は
。
…
…
…

（
注
）

①
美
し
い
　
　
後
代
の
絵
画
な
ど
は
す
べ
て
マ
リ
ア
は
聖
母
と
し
て
、
美
し
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い

　
や
さ
し
く
、
崇
高
に
え
が
か
れ
て
い
る
。
芥
川
は
そ
れ
に
な
ら
っ
た
態
に
し
て

　
「
美
し
い
マ
リ
ア
」
と
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
世
俗
的
な
道
徳

　
や
、
移
序
や
、
調
和
と
か
へ
の
従
順
な
生
き
方
に
徹
し
た
マ
リ
ア
の
生
活
態
度

　
に
対
す
る
芥
川
の
評
価
を
も
こ
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
よ
か
ろ
う
。
芥
川
に

　
は
「
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
を
否
定
し
き
れ
な
い
矛
盾
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ

　
れ
る
。

②
母
で
は
な
か
っ
た
　
　
母
と
子
と
い
う
恩
愛
の
絆
の
上
に
は
立
っ
て
い
な
か
っ

　
た
。

③
か
う
云
ふ
彼
の
気
も
ち
を
…
…
　
　
マ
タ
イ
伝
・
第
十
二
章
ノ
四
八
・
四
九
．

　
五
〇
に
「
イ
エ
ス
告
げ
し
者
に
答
へ
て
言
ひ
た
ま
ふ
『
わ
が
母
と
は
誰
ぞ
、
わ

　
が
兄
弟
と
は
誰
ぞ
』
斯
て
手
を
の
べ
弟
子
た
ち
を
指
し
て
言
ひ
た
ま
ふ
　
『
視

二
六

　
よ
、
こ
れ
は
我
が
母
、
わ
が
兄
弟
な
り
。
誰
に
て
も
天
に
い
ま
す
我
が
父
の
御

　
意
を
お
こ
な
ふ
者
は
、
即
ち
我
が
兄
弟
、
わ
が
姉
妹
、
わ
が
母
な
り
〕
」
と
あ
る
。

④
惰
然
　
　
元
気
の
な
い
さ
ま
。
う
れ
え
る
さ
ま
。

⑤
ク
リ
ス
ト
の
情
熱
　
　
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
者
の
持
つ
情
熱
、
絶
対
者
へ
の

　
情
熱
。

⑥
憐
ん
だ
で
あ
ら
う
　
　
マ
リ
ア
の
身
に
も
な
っ
て
み
る
、
意
で
あ
る
。

⑦
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
　
　
ユ
ダ
ヤ
王
国
の
首
都
。
旧
約
聖
書
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
地

　
で
書
か
れ
た
。
イ
エ
ス
の
宣
教
の
回
る
部
分
、
そ
の
死
、
復
活
、
昇
天
の
舞
台
。

（
解
）

　
こ
の
章
の
主
旨
は
「
背
徳
者
」
と
題
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
「
背
徳
者
」

の
意
味
は
、
　
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
者
」
は
肉
親
の
母
に
対
し
て
、
相
対
的
、

地
上
的
の
意
味
で
は
背
徳
者
と
あ
え
て
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
風
に

解
さ
れ
る
。

　
人
の
子
イ
エ
ス
に
立
ち
返
っ
て
現
実
を
直
視
し
た
場
合
、
子
に
叛
か
れ
た
母
の

身
に
な
っ
て
、
切
な
い
同
情
を
覚
え
た
事
も
何
度
か
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
直
接
関

係
は
な
い
が
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
に
「
背
徳
者
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
愛
妻

の
献
身
的
な
看
護
で
回
復
し
た
主
人
公
が
、
よ
み
が
え
っ
た
己
れ
の
生
命
を
享
楽

す
る
為
に
そ
の
愛
妻
ま
で
犠
牲
に
す
る
悲
劇
が
書
か
れ
て
い
る
。

18
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①

　
ク
リ
ス
ト
教
は
ク
リ
ス
ト
自
身
も
実
行
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
、
逆
説
の

　
　
　
②

多
い
、
詩
的
宗
教
で
あ
る
。
彼
は
彼
の
天
才
の
為
に
人
生
さ
へ
笑
っ
て
投
げ
棄
て

　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
④

て
し
ま
っ
た
。
ワ
イ
ル
ド
の
彼
に
ロ
マ
ン
主
義
者
の
第
一
人
を
発
見
し
た
の
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
え
い
ぐ
わ

り
前
で
あ
る
。
彼
の
教
へ
た
所
に
よ
れ
ば
、
　
「
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
の
極
み
の
時
に

　
　
　
　
よ
そ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

だ
に
そ
の
装
ひ
」
は
風
に
吹
か
れ
る
一
本
の
百
合
の
花
に
若
か
な
か
っ
た
。
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん

道
は
唯
詩
的
に
一
あ
す
の
日
を
思
ひ
煩
は
ず
に
生
活
し
ろ
と
云
ふ
こ
と
に
存
し

て
み
る
。
何
の
為
に
？
1
そ
れ
は
勿
論
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
天
国
へ
は
ひ
る
為
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

違
ひ
な
か
っ
た
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
天
国
も
流
転
せ
ず
に
は
み
る
こ
と
は
出
来
な

　
　
⑧
　
　
に
ほ
ひ
　
　
ば
ら

い
。
石
鹸
の
匂
の
す
る
薔
薇
の
花
に
満
ち
た
ク
リ
ス
ト
教
の
天
国
は
い
っ
か
空
中

に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
が
、
我
々
は
そ
の
代
り
に
幾
つ
か
の
天
国
を
造
り
出
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
し
や
う
き
や
う

み
る
。
ク
リ
ス
ト
は
我
々
に
天
国
に
対
す
る
愉
悦
を
呼
び
起
し
た
第
一
人
だ
つ

た
。
更
に
又
彼
の
逆
説
は
後
代
に
無
数
の
神
学
者
や
神
秘
主
義
者
を
生
じ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
ば
う
ぜ
ん
　
　
　
　
　
　
お

る
。
彼
等
の
議
論
は
ク
リ
ス
ト
を
三
三
と
さ
せ
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
で
あ
ら

　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
⑫

う
。
し
か
し
彼
等
の
三
者
は
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
更
に
ク
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
。
ク

　
　
　
　
と
　
　
　
か
く

リ
ス
ト
は
兎
に
角
我
々
に
現
世
の
向
う
に
あ
る
も
の
を
指
し
示
し
た
。
我
々
は
い

　
　
　
　
　
　
う
ち

つ
も
ク
リ
ス
ト
の
中
に
我
々
の
求
あ
て
み
る
も
の
を
、
i
我
々
を
無
限
の
道
へ

　
　
　
⑬

駆
り
や
る
劇
臥
の
声
を
感
じ
る
で
あ
ら
う
。
同
時
に
旧
い
つ
も
ク
リ
ス
ト
の
中
に

　
　
⑭
さ
い
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

我
々
を
虐
ん
で
や
ま
な
い
も
の
を
一
近
代
の
や
っ
と
表
現
し
た
世
界
苦
を
感
じ

ず
に
は
み
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

（
注
）

①
逆
説
の
多
い

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
意
で
は
あ
る
が
、
芥
川
は
、
イ
エ
ス
の
言

「
西
方
の
人
」
注
解

　
う
、
赤
ん
坊
で
な
け
れ
ば
天
国
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
と
か
、
明
日
を
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
い
煩
わ
ず
に
現
実
生
活
を
せ
よ
と
か
、
と
い
う
無
理
の
多
い
説
き
方
な
ど
を
指

　
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

②
詩
的
宗
教
　
　
「
詩
的
」
の
語
は
前
述
の
「
1
5
、
女
人
」
の
章
の
「
詩
的
恋
愛
」

　
の
と
こ
ろ
に
も
通
じ
る
も
の
で
、
　
こ
の
あ
と
に
つ
づ
く
文
章
の
　
「
ロ
マ
ン
主

　
　
　
　
か
よ

　
義
」
に
通
う
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
純
粋
な
、
と
か
文
学
的
と
か
の
意
で
あ
ろ

　
う
。

③
ワ
イ
ル
ド
　
　
O
ω
8
畦
毛
凶
匡
。
（
一
八
五
六
－
一
九
〇
〇
）
十
九
世
紀
末
イ
ギ

　
リ
ス
の
耽
美
主
義
文
学
の
代
表
作
家
。
ベ
ー
タ
ー
の
影
響
を
受
け
、
宗
教
・
道

　
徳
を
否
定
、
芸
術
を
生
活
の
基
準
と
な
し
た
。
回
想
録
「
獄
中
記
」
小
説
「
ド

　
リ
ア
ン
n
グ
レ
イ
の
画
像
」
戯
曲
「
サ
ロ
メ
」
童
話
集
「
幸
福
な
王
子
」
な
ど

　
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

④
ロ
マ
ン
主
義
者
の
第
一
人
　
　
「
ぼ
く
は
ク
リ
ス
ト
の
う
ち
に
、
た
だ
最
高
の

　
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
性
格
の
種
々
の
本
質
的
要
素
を
見
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時

　
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
気
質
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
偶
発
的
な
事
柄
、
あ
え
て
い
え

　
ば
気
ま
ぐ
れ
な
我
意
を
さ
え
見
る
か
ら
だ
」
（
「
獄
中
記
」
）

　
　
「
第
一
人
」
の
意
は
「
最
初
の
人
」
の
意
に
も
と
れ
る
が
、
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン

　
「
最
高
の
人
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

⑤
「
ソ
ロ
モ
ン
の
…
…
」
　

マ
タ
イ
伝
、
第
六
章
ノ
ニ
十
九
「
然
れ
ど
我
な
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
そ
ほ
ひ

　
ぢ
ら
に
告
ぐ
、
栄
華
を
極
め
た
る
ソ
ロ
モ
ン
だ
に
、
そ
の
服
装
こ
の
花
の
一
つ

　
　
　
し

　
に
も
及
か
ざ
り
き
。
」

⑥
「
あ
す
の
日
を
…
…
」
　
同
右
、
三
十
四
「
こ
の
故
に
明
日
の
こ
と
を
思
ひ

　
煩
ふ
な
、
明
月
は
明
日
み
つ
か
ら
思
ひ
煩
は
ん
。
一
日
の
苦
労
は
一
日
に
て
足

二
七



「
西
　
方
　
の
　
人
」
　
注
　
解

　
れ
り
。
」

⑦
天
国
も
流
転
…
…
　
　
天
国
も
恒
久
、
永
遠
の
存
在
で
は
な
い
。
　
「
古
調
の
言

　
葉
」
の
「
星
」
の
章
に
、
　
「
生
死
は
運
動
の
方
則
の
も
と
に
、
絶
え
ず
循
環
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
み

　
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
あ
り
、
又
「
し
か
し
星
も
我
我
の
よ
う
に
流
転
を
閲
す

　
る
」
と
あ
る
。

⑧
石
鹸
の
匂
の
す
る
薔
薇
の
花
　
　
「
金
色
夜
叉
」
の
富
山
唯
継
が
白
羽
二
重
の

　
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
に
滲
ま
し
た
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
の
香
水
で
も
な
け
れ
ば
、
　
「
三
四

　
郎
」
に
出
て
来
る
美
弥
子
の
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ー
プ
の
香
り
で
も
な
い
。
石
鹸
の
匂

　
い
と
い
う
の
は
、
高
貴
な
も
の
に
対
す
る
安
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
工
的
で
あ

　
り
、
洗
濯
し
た
り
し
た
、
薄
手
の
も
の
を
思
わ
せ
る
。
更
に
言
え
ば
「
石
鹸
の

　
匂
い
の
す
る
薔
薇
の
花
」
と
は
「
風
に
吹
か
れ
る
一
本
の
百
合
の
花
」
に
対
す

　
る
も
の
で
、
安
っ
ぽ
い
人
工
造
花
の
薔
薇
の
花
の
飾
り
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

　
ろ
う
。

⑨
愉
悦
　
　
読
み
は
「
し
ょ
う
こ
う
」
。
驚
ろ
い
て
ぼ
ん
や
り
す
る
さ
ま
、
で
あ
る

　
が
、
こ
こ
で
は
「
あ
こ
が
れ
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

⑩
　
然
と
…
…
　
　
イ
エ
ス
の
真
意
と
余
り
に
も
違
い
過
ぎ
て
、
の
意
で
あ
ろ

　
う
。

⑪
彼
等
の
三
者
　
　
後
代
の
ク
リ
ス
ト
達
の
中
の
吊
る
者
。

⑫
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
更
に
ク
リ
ス
ト
教
的
　
　
イ
エ
ス
よ
り
も
一
層
ひ
ど
く
理
想

　
主
義
的
、
浪
漫
主
義
的
で
過
激
、
過
剰
の
状
態
に
な
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ

　
ろ
う
。

⑬
嘲
帆
の
声
　
　
進
あ
、
進
め
、
と
我
々
を
追
い
や
る
声
の
意
。

　
さ
い
な

⑭
虐
ん
で
や
ま
な
い
も
の
　
　
イ
エ
ス
の
教
え
に
し
た
が
う
者
は
苦
し
ま
ず
に
お

二
八

　
れ
な
く
な
る
。
呵
責
、
煩
悶
、
そ
の
他
。

⑮
世
界
苦
　
　
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
驚
き
門
の
前
に
立
つ
知
識
人
の
矛
盾
、
分
裂

　
か
ら
来
る
、
人
生
の
苦
悶
、
と
か
、
近
代
知
識
人
が
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
で

　
お
ち
こ
ん
だ
人
生
の
無
意
味
感
と
か
虚
無
感
な
ど
。

（
解
）

　
ク
リ
ス
ト
教
は
作
者
の
ク
リ
ス
ト
自
身
が
実
行
出
来
な
か
っ
た
ほ
ど
の
、
甚
だ

無
理
の
多
い
、
人
類
の
手
に
成
る
最
高
至
純
の
宗
教
で
、
彼
は
そ
の
為
に
平
気
で

こ
の
人
生
を
投
げ
棄
て
た
の
で
あ
る
。
そ
の
熾
烈
な
あ
こ
が
れ
は
、
ワ
イ
ル
ド
の

目
に
は
恐
る
べ
き
ロ
マ
ン
主
義
者
と
映
っ
た
。
ど
の
様
に
棄
て
た
か
は
「
ソ
ロ
モ

ン
の
栄
華
の
極
み
」
と
述
べ
た
時
で
さ
え
、
そ
の
服
装
は
野
の
風
に
吹
か
れ
る
一

本
の
百
合
の
花
に
及
ば
な
い
、
と
教
え
た
事
か
ら
で
も
解
る
で
は
な
い
か
。
彼
の

生
き
方
は
、
詩
的
に
生
き
よ
、
つ
ま
り
、
明
日
の
こ
と
を
く
よ
く
よ
す
る
な
、
神

に
ま
か
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
に
そ
の
精
神
が
あ
る
。
何
の
為
か
、
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ

人
達
を
天
国
に
（
詩
的
世
界
）
に
生
ま
れ
さ
す
為
で
あ
っ
た
。
然
し
、
ど
ん
な
天

国
も
流
転
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
ま
し
て
人
工
的
な
（
安
物
の
）
造
花
で
飾
ら
れ
た

天
国
（
つ
ま
り
、
人
の
子
イ
エ
ス
が
夢
想
し
た
人
工
的
な
ク
リ
ス
ト
教
の
天
国
）

は
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
如
く
空
中
で
消
え
て
し
ま
っ
た
。
我
々
人
類
は
そ
の
代
り
、

あ
ら
ゆ
る
文
化
（
芸
術
・
哲
学
・
宗
教
な
ど
）
を
通
し
て
パ
ラ
ダ
イ
ス
を
造
り
あ

げ
て
い
る
。

　
イ
エ
ス
は
我
々
人
類
に
、
天
国
に
対
す
る
激
し
い
憧
憬
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に

か
け
て
は
第
一
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
彼
の
逆
説
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
て
数
え

切
れ
な
い
程
の
神
学
者
や
神
秘
主
義
者
を
生
じ
、
枝
葉
末
節
に
走
る
彼
等
の
論
議
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し
ん
い

に
は
イ
エ
ス
も
荘
然
と
さ
せ
ら
れ
た
だ
ろ
う
し
、
行
き
過
ぎ
て
真
意
を
あ
や
ま
る

者
も
出
た
。

　
イ
エ
ス
の
作
品
で
あ
る
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
述
べ
る
と
右
の
通
り

で
あ
る
が
、
作
者
本
人
の
イ
エ
ス
は
、
我
々
に
現
世
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
を
指

し
示
し
た
。
そ
し
て
、
我
々
は
い
つ
も
ク
リ
ス
ト
の
言
動
の
中
に
、
我
々
の
求
め

て
い
る
も
の
を
、
我
々
を
果
て
な
き
道
に
奮
い
た
た
せ
る
声
を
感
じ
る
で
あ
ろ

う
。
が
、
ま
た
同
時
に
我
々
を
た
え
ず
悩
ま
す
も
の
、
即
ち
近
代
人
が
当
面
し
表

現
す
る
に
至
っ
た
現
実
人
生
の
無
意
味
感
と
か
虚
無
感
を
も
感
じ
な
い
で
は
い
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
解
説
文
を
通
し
て
う
か
が
え
る
が
如
く
こ
の
章
の
主
旨
は
、
作
者
の
イ
エ

ス
と
、
彼
の
作
品
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
を
別
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
芥
川

に
は
、
イ
エ
ス
を
大
き
く
認
め
、
そ
の
作
品
ク
リ
ス
ト
教
は
重
ん
じ
な
い
と
い
う

態
度
が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
こ
に
出
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
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@
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト

　
我
々
は
唯
我
々
自
身
に
近
い
も
の
の
外
は
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
少
く
と
も

我
々
に
迫
っ
て
来
る
も
の
は
我
々
自
身
に
近
い
も
の
だ
け
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
②
ぶ
だ
う

あ
ら
ゆ
る
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
の
や
う
に
こ
の
事
実
を
直
覚
し
て
み
た
。
花
嫁
、
葡

ば
た
け
③
ろ
ば
④
こ
う
じ
ん

萄
園
、
騙
馬
、
工
人
－
彼
の
教
へ
は
目
の
あ
た
り
に
あ
る
も
の
を
一
度
も
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

せ
ず
に
す
ま
し
た
こ
と
は
な
い
。
　
「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
」
や
「
放
蕩
息
子
の
帰
宅
」

　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
か
う
云
ふ
彼
の
詩
の
傑
作
で
あ
る
。
抽
象
的
な
言
葉
ば
か
り
使
っ
て
み
る
後
代

「
西
方
　
の
　
人
」
　
注
　
解

の
ク
リ
ス
ト
教
的
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
ー
牧
師
た
ち
は
一
度
も
こ
の
ク
リ
ス
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
効
果
を
考
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
は
彼
等
に
比
べ
れ

　
　
　
　
　
　
⑨

ば
勿
論
、
後
代
の
ク
リ
ス
ト
た
ち
に
比
べ
て
も
、
決
し
て
遜
色
の
あ
る
ジ
ヤ
ア
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
さ
い
は
う

リ
ス
ト
で
は
な
い
。
彼
の
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
の
為
に
西
方
の
古
典
と
肩
を
並

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

べ
て
る
る
。
彼
は
実
に
古
い
炎
に
新
し
い
薪
を
加
へ
る
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
だ
つ

た
。（

注
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
モ
シ
ビ

①
花
嫁
　
　
「
マ
タ
イ
伝
」
第
二
十
五
章
ノ
一
「
こ
の
と
き
天
国
は
燈
火
を
執
り

　
　
　
ハ
ナ
も
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
｝
メ
　
ナ
ズ
ラ

　
て
、
新
郎
を
迎
へ
に
二
つ
る
十
人
の
虎
女
に
比
ふ
べ
し
」
。
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
第
二

　
十
一
章
ノ
ニ
「
我
ま
た
聖
な
る
都
、
新
し
き
エ
ル
サ
レ
ム
の
、
夫
の
た
あ
に
飾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ナ
へ

　
り
た
る
新
婦
の
と
ご
く
準
備
し
て
、
神
の
許
を
い
で
、
天
よ
り
降
る
を
見
た
り
。
」

②
葡
萄
園
　
　
マ
タ
イ
伝
・
第
二
十
一
章
ノ
三
三
「
ま
た
F
つ
の
讐
を
聴
け
、
あ

　
イ
ヘ
ア
ル
ジ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ガ
キ

　
る
家
主
、
葡
萄
園
を
つ
く
り
て
離
を
め
ぐ
ら
し
、
中
に
酒
槽
を
掘
り
、
櫓
を
建

　
て
、
農
夫
ど
も
に
貸
し
て
遠
く
旅
立
せ
り
。
」

③
騙
馬
　
　
ル
カ
伝
・
第
十
三
章
ノ
十
五
「
主
こ
た
へ
て
言
ひ
た
ま
ふ
、
　
『
偽
善

　
者
ら
よ
、
汝
等
お
の
お
の
安
息
日
に
は
、
己
が
牛
ま
た
は
騨
馬
を
小
屋
よ
り
解

　
　
　
　
　
ミ
ヅ
カ

　
き
い
だ
し
、
水
飼
は
ん
と
て
牽
き
往
か
ぬ
か
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ク
ラ

④
工
人
　
　
ル
カ
伝
・
第
十
四
章
ノ
ニ
八
「
汝
ら
の
中
た
れ
か
櫓
を
築
か
ん
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ナ
モ
ノ

　
は
ば
、
先
づ
坐
し
て
其
の
費
を
か
ぞ
へ
、
己
が
所
有
、
竣
工
ま
で
に
足
る
か
否

　
か
を
計
ら
ざ
ら
ん
や
。
」

⑤
善
い
サ
マ
リ
ア
人
　
　
ル
カ
伝
・
第
一
〇
章
ノ
三
〇
～
三
五
「
イ
エ
ス
答
へ
て

　
言
ひ
た
ま
ふ
、
或
人
エ
ル
サ
レ
ム
よ
り
エ
リ
コ
に
下
る
と
き
、
強
盗
に
あ
ひ
し

二
九
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「
西
　
方
　
の
　
人
」
　
注
　
解

　
が
、
強
盗
ど
も
そ
の
衣
を
剥
ぎ
、
傷
を
負
は
せ
、
半
死
半
生
に
し
て
棄
て
去
り

　
ぬ
。
或
る
祭
司
た
ま
た
ま
此
の
途
よ
り
下
り
、
之
を
見
て
か
な
た
を
過
ぎ
往
け

　
り
。
又
レ
ビ
人
も
此
処
に
き
た
り
、
之
を
見
て
同
じ
く
彼
方
を
過
ぎ
往
け
り
。

　
然
る
に
或
る
サ
マ
リ
や
人
。
旅
し
て
其
の
許
に
き
た
り
、
之
を
見
て
欄
み
、
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヶ
モ
ノ
　
　
　
　

バ
ク
ゴ
ヤ

　
寄
り
て
油
と
葡
萄
酒
と
を
注
ぎ
傷
を
包
み
て
己
が
畜
に
の
せ
、
旅
舎
に
連
れ
ゆ

　
　
　
カ
イ
ヘ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ジ

　
き
て
介
抱
し
、
あ
く
る
日
デ
ナ
リ
ニ
つ
を
出
し
、
主
人
に
与
え
て
『
こ
の
人
を

　
　
　
　
　
　
ツ
ヒ
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
グ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

　
介
抱
せ
よ
。
費
も
し
増
さ
ば
我
が
帰
り
く
る
時
に
償
は
ん
』
と
云
へ
り
。
」
サ
マ

　
ヘ
　
　
ヘ

　
リ
ア
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
中
央
部
で
孤
立
し
た
丘
の
頂
に
あ
る
村
。

⑥
放
蕩
息
子
の
帰
宅
　
　
ル
公
署
・
第
十
四
章
ノ
十
一
～
三
二
、
放
蕩
し
て
自
分

　
の
貰
っ
た
財
産
を
異
国
で
失
っ
た
息
子
を
「
死
に
て
復
生
き
、
失
せ
て
復
得
ら

　
れ
た
」
も
の
と
し
て
あ
た
た
か
く
迎
え
た
話
。

⑦
詩
　
　
詩
と
は
文
学
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
文
の
意
を
受

　
け
て
、
身
近
な
も
の
で
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
作
品
、
魂
を
感
動
さ
せ
納
得
さ

　
せ
る
に
足
る
作
品
、
の
意
で
あ
ろ
う
。

⑧
彼
等
　
　
牧
師
た
ち
、
を
指
す
。

⑨
ク
リ
ス
ト
た
ち
　
　
キ
リ
ス
ト
の
真
精
神
を
持
っ
て
い
る
者
、
聖
霊
の
子
（
永

　
遠
に
超
え
ん
と
す
る
者
）

さ
い
は
う

⑩
西
方
の
古
典
　
　
旧
約
を
は
じ
め
と
す
る
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
詩
、
歴

　
史
、
戯
曲
、
哲
学
な
ど
。
な
お
、
こ
の
ル
ビ
に
よ
っ
て
本
書
を
「
さ
い
ほ
う
の

　
ひ
と
」
と
よ
む
。

⑪
古
い
炎
に
新
し
い
薪
を
加
え
る
　
　
「
古
い
炎
」
と
は
旧
約
な
ど
、
古
代
か
ら

　
の
理
想
を
意
味
し
「
新
し
い
薪
…
…
」
は
、
現
在
の
素
材
を
加
え
る
事
を
意
味

　
す
る
で
あ
ろ
う
。

三
〇

（
解
）

　
こ
の
章
の
主
旨
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
手
近
か
の
素
材
を
以
て
人
々
を

感
動
さ
せ
る
作
品
を
創
り
上
げ
る
才
能
の
所
有
者
で
あ
る
、
そ
の
面
を
強
謁
す
る

事
に
あ
り
、
そ
の
意
味
を
こ
め
て
、
ジ
ヤ
ナ
リ
ス
ト
と
題
し
た
。
そ
し
て
最
後
の

一
文
で
は
、
作
品
を
つ
く
る
に
際
し
て
は
舞
§
鼻
嘱
（
現
実
）
を
尊
ぶ
気
持
の

現
わ
れ
と
、
古
来
か
ら
の
理
想
を
、
生
々
し
い
素
材
を
取
り
入
れ
る
事
で
新
し
く

よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
と
に
注
意
を
寄
せ
て
い
る
。
同
時
に
、
新
約
聖
書
は
普

通
、
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
所
産
と
は
み
と
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
敢
え

て
そ
う
断
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
新
約
を
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
作
品

で
あ
る
と
解
し
、
型
の
如
き
古
典
と
は
み
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
又
、
芥
川
が
文

学
に
於
て
、
現
実
尊
重
の
一
つ
の
極
北
と
も
考
え
ら
れ
、
懐
疑
の
影
も
な
か
っ
た

志
賀
直
哉
や
滝
井
孝
作
の
作
品
に
は
げ
し
い
憧
憬
と
敬
意
を
も
っ
た
事
が
連
想
さ

れ
る
章
で
も
あ
る
。
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エ①

ホ

ノ弍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ク
リ
ス
ト
の
度
た
び
説
い
た
の
は
勿
論
天
上
の
神
で
あ
る
。
　
「
我
々
を
造
っ
た

も
の
は
神
で
は
な
い
、
神
こ
そ
我
々
の
造
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
－
か
う
云
ふ
唯

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

物
主
義
者
ク
ウ
ル
モ
ン
の
言
葉
は
我
々
の
心
を
喜
ば
せ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
我

　
　
⑥
　
　
　
　
く
さ
り
　
き

々
の
腰
に
垂
れ
た
鎖
を
裁
り
は
な
す
言
葉
で
あ
る
。
が
、
同
時
に
又
我
々
の
腰
に

新
ら
し
い
鎖
を
加
へ
る
言
葉
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
新
ら
し
い
鎖
も
古
い
鎖
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⑦

よ
り
も
強
い
か
も
知
れ
な
い
。
神
は
大
き
い
雲
の
中
か
ら
細
か
い
神
経
系
統
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
下
り
出
し
た
。
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
名
の
も
と
に
や
は
り
そ
こ
に
位
し
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ク
リ
ス
ト
は
勿
論
目
の
あ
た
り
に
度
た
び
こ
の
神
を
見
た
で
あ
ら
う
。
　
（
神
に
会

は
な
か
っ
た
ク
リ
ス
ト
の
悪
魔
に
会
っ
た
こ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
）
彼
の
神
も
亦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
ら
ゆ
る
神
の
や
う
に
社
会
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
兎
に
角
我
々

と
共
に
生
ま
れ
た
「
主
な
る
神
」
だ
っ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
ク
リ
ス
ト
は
こ
の
神

　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
為
に
一
1
詩
的
正
義
の
為
に
戦
ひ
つ
づ
け
た
。
あ
ら
ゆ
る
彼
の
逆
説
は
そ
こ
に

み
な
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

源
を
発
し
て
み
る
。
後
代
の
神
学
は
そ
れ
等
の
逆
説
を
最
も
詩
の
外
に
解
釈
し
よ

う
と
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
誰
も
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
、
退
屈
な
無
数
の
本
を
残

　
　
　
⑯

し
た
。
ヴ
オ
ル
テ
エ
ル
は
今
日
で
は
滑
稽
な
ほ
ど
「
神
学
」
の
神
を
殺
す
為
に
彼

　
つ
る
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
剣
を
揮
っ
て
み
る
。
し
か
し
「
主
な
る
神
」
は
死
な
な
か
っ
た
。
同
時
に
叉
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

リ
ス
ト
も
死
な
な
か
っ
た
。
神
は
コ
ン
ク
リ
イ
ト
の
壁
に
苔
の
生
え
る
限
り
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
⑳

つ
も
我
々
の
上
に
臨
ん
で
み
る
で
あ
ら
う
。
ダ
ン
テ
は
フ
ラ
ン
チ
エ
ス
カ
を
地
獄

　
附
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
堕
し
た
。
が
、
い
っ
か
こ
の
女
人
を
炎
の
中
か
ら
救
っ
て
み
た
。
一
度
で
も
悔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
改
め
た
も
の
は
一
－
美
し
い
一
瞬
間
を
持
つ
た
も
の
は
い
つ
も
「
限
り
な
き

命
」
に
入
っ
て
み
る
。
感
傷
主
義
の
神
と
呼
ば
れ
易
い
の
も
恐
ら
く
は
か
う
云
ふ

事
実
の
為
で
あ
ら
う
。

（
注
）

①
エ
ホ
バ
旨
。
げ
。
く
9
。
げ
　
　
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
崇
拝
し
た
神
の
名
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で

　
旧
約
聖
書
に
あ
り
、
万
物
の
創
造
主
で
、
宇
宙
の
統
治
者
。
上
帝
。
天
帝
。
ヤ

　
ー
ヴ
エ
属
9
0
げ
く
O
戸

②
天
上
の
神
　
　
ジ
ヤ
ナ
リ
ズ
ム
と
題
す
る
前
章
で
は
「
加
え
ら
れ
る
新
し
い

　
　
　
　
　
「
西
方
　
の
　
人
」
　
注
　
解

　
薪
」
即
ち
イ
エ
ス
の
作
品
新
約
聖
書
の
方
に
ポ
イ
ン
ト
が
、
そ
し
て
「
エ
ホ
バ
」

　
と
題
す
る
此
の
章
は
「
古
い
炎
」
旧
約
の
方
に
そ
れ
が
あ
る
。
エ
ホ
バ
と
は

　
「
大
き
い
雲
の
中
」
の
「
天
上
の
神
」
で
あ
る
。

③
我
々
を
造
っ
た
…
…
。
　
グ
ー
ル
モ
ン
の
『
対
話
』
に
「
神
『
人
間
よ
、
誰
が

　
お
前
を
造
っ
た
の
だ
」
人
間
『
神
よ
、
誰
が
お
前
を
作
っ
た
の
だ
』
」
と
あ
る
。

④
グ
ー
ル
モ
ン
園
Φ
ヨ
矯
α
Φ
O
Q
霞
日
言
酔
（
一
八
五
八
－
一
九
一
五
）
　
　
フ
ラ

　
ン
ス
象
徴
派
の
文
人
。
詩
論
の
ほ
か
特
色
あ
る
小
説
・
劇
・
エ
ピ
グ
ラ
ム
（
警

　
句
）
を
書
い
た
。

⑤
我
々
の
心
　
　
知
識
人
、
近
代
人
た
る
我
々
。

⑥
腰
に
垂
れ
た
鎖
　
　
人
間
の
心
身
を
支
配
す
る
神
の
律
法
を
重
ん
じ
た
中
世
の

　
思
想
。

⑦
神
経
系
統
の
中
に
下
り
出
し
た
　
　
神
と
は
我
々
の
外
に
在
っ
て
我
々
を
支
配
　
9
6

　
す
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
我
々
の
神
経
系
統
に
感
じ
ら
れ
る
存
在
と
な
り
出
し

　
た
、
の
意
。

⑧
あ
ら
ゆ
る
名
の
も
と
に
　
　
何
と
か
か
ん
と
か
名
を
変
え
て
の
意
で
、
そ
れ
等

　
の
名
と
は
、
例
え
ば
、
美
の
神
、
芸
術
の
神
、
運
命
の
神
な
ど
を
指
す
で
あ
ろ

　
う
。

⑨
そ
こ
に
位
し
て
み
る
　
　
神
経
系
統
で
は
な
く
て
、
大
き
い
雲
の
中
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
我
々
の
外
が
わ
で
あ
る
。

⑩
神
に
会
は
な
か
っ
た
…
…
　
　
悪
魔
に
会
う
と
い
う
事
は
、
神
に
会
わ
な
い
で

　
は
出
来
な
い
事
だ
。

⑪
社
会
的
色
彩
の
強
い
　
　
社
会
性
時
代
性
が
強
い
、
或
は
人
間
社
会
と
強
い
つ

　
な
が
り
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



「
西
方
の
人
」
注
解

⑫
我
々
と
共
に
生
ま
れ
た
「
主
な
る
神
」
。
　
　
「
我
々
と
共
に
生
ま
れ
た
」
と
い

　
う
語
句
は
、
神
こ
そ
我
々
の
造
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
グ
ウ
ル
モ
ン
の
言
葉

　
の
如
く
、
人
間
の
製
品
と
い
う
意
が
あ
ろ
う
。
　
「
主
な
る
神
」
と
は
旧
約
に
出

　
て
来
る
、
エ
ホ
バ
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
神
は
前
の
語
に
っ

　
づ
け
る
と
相
対
的
な
存
在
物
か
ら
生
れ
た
絶
対
性
を
持
っ
た
加
工
物
の
意
と
解

　
さ
れ
る
。

⑬
詩
的
正
義
　
　
ワ
イ
ル
ド
の
言
葉
の
借
用
か
。
　
「
ク
リ
ス
ト
の
正
義
は
す
べ
て

　
詩
的
正
義
だ
。
そ
し
て
正
義
と
は
ま
さ
し
く
詩
的
正
義
で
あ
る
べ
き
だ
」
。
（
獄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
中
記
）
そ
し
て
こ
れ
は
、
ク
リ
ス
ト
の
憧
れ
求
め
た
絶
対
の
も
の
を
意
味
す

　
る
。

⑭
そ
こ
に
　
　
相
対
的
な
も
の
の
中
か
ら
絶
対
的
な
力
を
持
っ
た
も
の
が
出
て
来

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
た
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
、
と
い
う
意
。

⑮
詩
　
　
こ
こ
で
は
詩
的
態
度
（
精
神
）
と
い
う
程
の
意
。

⑯
ヴ
オ
ル
テ
エ
ル
＜
o
冒
9
貯
。
（
一
六
九
四
－
一
七
七
八
）
　
　
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙

　
思
想
家
。
文
学
者
。
　
「
哲
学
書
簡
」
　
「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
」
な
ど
で
ク
リ
ス
ト
教

　
教
義
を
批
判
し
て
い
る
。

⑰
ク
リ
ス
ト
も
死
な
な
か
っ
た
　
　
後
代
に
、
ク
リ
ス
ト
達
が
あ
と
を
た
た
な
か

　
つ
た
。
ク
リ
ス
ト
達
と
は
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
精
神
を
も
っ
た
者
、
永
遠
に
超

　
え
ん
と
す
る
者
、
聖
霊
を
も
っ
て
生
き
る
人
達
を
意
味
す
る
。

⑱
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
に
苔
の
生
え
る
限
り
　
　
（
物
質
）
文
明
が
移
り
変
り
の
、

　
消
長
を
繰
り
返
す
限
り
、
即
ち
（
物
質
文
明
が
）
不
朽
の
も
の
に
な
ら
な
い
限

　
り
（
精
神
文
明
は
絶
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
）
永
遠
絶
対
の
神
を
求
め
る
で
あ
ろ
う

　
の
意
。

三
二

⑲
ダ
ン
テ
　
　
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
生
ま
れ
の
イ
タ
リ
ア
最
大
の
詩
人
（
一
二
六
五
一

　
＝
三
＝
）
。
　
永
遠
の
女
性
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
を
主
題
と
し
て
「
新
生
」
　
「
神

　
曲
」
を
書
い
た
。

⑳
フ
ラ
ン
チ
エ
ス
カ
　
　
「
神
曲
」
の
地
獄
篇
に
出
て
く
る
女
性
で
、
姦
通
の
た

　
め
地
獄
に
お
ち
た
。

⑳
炎
の
中
か
ら
救
っ
て
い
た
　
　
作
品
の
筋
の
上
で
は
必
ら
ず
し
も
地
獄
か
ら
救

　
い
上
げ
て
は
い
な
い
が
、
彼
女
の
切
々
た
る
恋
の
真
情
を
訴
え
ら
れ
て
感
動
に

　
堪
え
ず
、
そ
の
始
終
を
聞
く
と
い
う
一
段
が
あ
り
、
そ
こ
は
作
品
中
の
絶
唱
と

　
称
さ
れ
て
い
る
。
之
を
芥
川
は
敢
え
て
救
い
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

⑳
美
し
い
一
瞬
間
を
持
っ
た
も
の
　
　
キ
リ
ス
ト
の
云
う
「
悔
い
改
め
」
を
人
間

　
至
情
の
美
し
い
発
露
と
し
、
フ
ラ
ン
チ
ス
カ
の
至
情
に
つ
な
い
で
い
る
。

（
解
）

　
こ
の
章
の
主
旨
を
述
べ
れ
ば
次
の
如
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
エ
ホ
バ
」
と
い
う

神
は
、
ク
リ
ス
ト
の
創
り
出
し
た
神
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
相
対
的
存
在
で
あ

る
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ク
リ
ス
ト
は
そ
れ
を
絶
対
的
の
も
と
し
て
、
そ

の
為
に
一
生
を
捧
げ
た
の
で
あ
る
、
そ
の
為
と
は
、
詩
的
正
義
の
為
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
エ
ホ
バ
の
存
在
は
ク
リ
ス
ト
に
煮
て
は
詩
的
正
義
の
神
の
実
在
を
意
味

す
る
。

　
こ
の
事
情
の
理
解
出
来
な
い
為
に
、
後
世
、
む
つ
か
し
い
論
議
や
批
難
が
あ

る
。
が
、
然
し
、
キ
リ
ス
ト
の
「
主
な
る
神
」
は
生
き
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
エ

ホ
バ
の
神
は
、
文
明
と
い
う
も
の
が
時
間
に
支
配
さ
れ
て
、
朽
ち
て
ゆ
く
も
の
で

あ
る
限
り
、
い
つ
も
吾
々
に
君
臨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
生
き
る
の
で
あ
る

195



か
。
そ
れ
は
響
え
ば
こ
う
で
あ
ろ
う
。
ダ
ン
テ
は
フ
ラ
ン
チ
エ
ス
カ
を
地
獄
に
落

し
な
が
ら
、
こ
の
女
性
を
讃
美
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
度
で
も
悔
い
改
め
る
と
い

う
、
美
し
い
一
瞬
間
を
持
っ
た
も
の
は
い
つ
も
永
遠
の
生
命
を
得
て
い
る
。
だ
か

ら
、
キ
リ
ス
ト
の
「
エ
ホ
バ
」
の
神
が
、
感
傷
主
義
の
神
と
呼
ば
れ
易
い
の
も
こ

の
為
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
章
は
、
キ
リ
ス
ト
が
「
エ
ホ
バ
」
に
関
し
て
「
古
い
炎
に
新
し
い
薪
を
加

え
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
な
る
事
を
述
べ
て
、
十
九
章
を
承
け
つ
ぐ
章
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

（
購
孝
畿
・
短
大
教
授
・
国
文
学
科
）
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西
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