
二
〇
〇
一
年
八
月
五
日
　
（
夕
拝
）

　　
　
　
初
め
に
神
が
（
四
）

創
世
記
一
章
一
節
〜
五
節

　　　
創
世
記
一
章
一
節
〜
二
章
三
節
に
は
、
三
四
の
節
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、
「
神
」

（
エ
ロ
ー
ヒ
ー
ム
）
と
い
う
言
葉
が
三
五
回
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
す
べ
て
主
語

と
し
て
出
て
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
創
造
の
御
業
の
「
主
役
」
が
神
さ
ま
で
あ
る
こ
と
を

反
映
し
て
い
ま
す
。
創
造
の
御
業
は
、
神
さ
ま
お
ひ
と
り
の
御
業
で
す
。
神
さ
ま
は
造
り
主

で
あ
り
、
私
た
ち
も
含
め
て
、
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
も
の
は
神
さ
ま
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た

も
の
で
す
。

　
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
は
、
こ
の
造
ら
れ
た
世
界
の
時
間
や
空
間
を
無
限
に
超
越
し
た
方

で
あ
り
、
無
限
、
永
遠
、
不
変
の
栄
光
に
満
ち
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
神
さ
ま
と
、

神
さ
ま
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
の
間
に
は
「
絶
対
的
な
区
別
」
が
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
こ
の
世
界
の
中
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
神
さ
ま
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も

の
の
間
の
違
い
を
見
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
違
い
か
ら
類
推
し
て
、
神
さ
ま
と
神

さ
ま
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
と
の
間
の
違
い
を
考
え
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
は
、
私
た
ち
が

神
さ
ま
と
神
さ
ま
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
と
の
間
の
「
違
い
」
を
考
え
る
方
法
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　
し
か
し
、
こ
の
世
界
の
中
に
あ
る
も
の
の
間
に
あ
る
違
い
は
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
目
か
ら

見
て
、
ど
ん
な
に
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
相
対
的
な
も
の
で
す
。
私
た
ち
に
は
、
こ
の

世
界
の
中
に
あ
る
も
の
の
間
に
あ
る
、
相
対
的
な
違
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
す
。

そ
の
違
い
を
い
く
ら
拡
大
し
て
も
、
造
ら
れ
た
も
の
と
、
こ
れ
を
お
造
り
に
な
っ
た
神
さ
ま

と
の
間
に
あ
る
違
い
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
私
た
ち
が
、
あ
る
も
の
と
あ
る
も
の
の
違
い
を
考
え
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
も

の
を
比
べ
て
そ
の
違
い
を
考
え
ま
す
。
そ
れ
ら
の
も
の
を
比
べ
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
そ
れ

ら
の
も
の
を
、
私
た
ち
の
心
で
同
一
平
面
上
に
並
べ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
同

一
平
面
上
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
は
、
み
な
「
相
対
化
」
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
言
い
換
え
ま

す
と
、
私
た
ち
は
、
相
対
的
な
も
の
同
士
し
か
比
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
相
対
的
な

も
の
同
士
の
間
に
あ
る
違
い
を
知
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
す
。

　
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
存
在
と
す
べ
て
の
属
性
の
栄
光
に
お
い
て
無
限
、
永
遠
、
不
変
の
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神
さ
ま
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
も
比
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
で
あ
る
の
で
す
。

　
　
「
そ
れ
な
の
に
、
わ
た
し
を
、
だ
れ
に
な
ぞ
ら
え
、

　
　
だ
れ
と
比
べ
よ
う
と
す
る
の
か
。
」
と

　
　
聖
な
る
方
は
仰
せ
ら
れ
る
。

　
　
目
を
高
く
上
げ
て
、

　
　
だ
れ
が
こ
れ
ら
を
創
造
し
た
か
を
見
よ
。

　
　
こ
の
方
は
、
そ
の
万
象
を
数
え
て
呼
び
出
し
、

　
　
一
つ
一
つ
、
そ
の
名
を
も
っ
て
、
呼
ば
れ
る
。

　
　
こ
の
方
は
精
力
に
満
ち
、
そ
の
力
は
強
い
。

　
　
一
つ
も
も
れ
る
も
の
は
な
い
。

　
イ
ザ
ヤ
書
四
〇
章
二
五
節
、
二
六
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
私
た
ち
は
、
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
と
、
私
た
ち
人
間
を
含
め
た
、
造
ら
れ
た
も
の
の
間

に
あ
る
「
絶
対
的
な
区
別
」
を
、
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
造

り
主
で
あ
る
神
さ
ま
と
、
神
さ
ま
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
の
間
に
は
、
「
絶
対
的
な
区
別
」

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
を
頭
で
理
解
す
る
だ
け
で
は
十

分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
理
解
を
は
る
か
に
越
え
た
、
造
り
主
で
あ
る

神
さ
ま
と
、
神
さ
ま
が
造
ら
れ
た
も
の
の
間
に
あ
る
「
絶
対
的
な
区
別
」
を
、
い
わ
ば
、

「
神
の
か
た
ち
」
に
造
ら
れ
て
い
る
人
間
と
し
て
の
在
り
方
の
す
べ
て
を
傾
け
て
わ
き
ま
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
そ
れ
で
、
神
さ
ま
を
造
り
主
と
し
て
わ
き
ま
え
、
自
分
た
ち
を
神
さ
ま
に
よ
っ
て
造
ら
れ

た
も
の
と
し
て
わ
き
ま
え
る
こ
と
は
、
全
身
全
霊
を
傾
け
て
神
さ
ま
を
礼
拝
す
る
こ
と
と
し

て
現
わ
れ
て
き
ま
す
。

　
全
身
全
霊
を
傾
け
て
神
さ
ま
を
礼
拝
す
る
こ
と
は
、
「
神
の
か
た
ち
」
に
造
ら
れ
て
い
る

人
間
が
、
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
の
こ
と
を
、
自
分
の
理
解
を
無
限
に
越
え
て
い
て
、
こ
の

造
ら
れ
た
世
界
の
何
も
の
と
も
比
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
無
限
、
永
遠
、
不
変
の
栄
光
の

神
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
、
栄
光
を
神
さ
ま
に
帰
す
る
た
め
の
、
た
だ
一
つ
の
方
法
な
の

で
す
。

　
そ
の
意
味
で
、
礼
拝
を
歪
め
て
し
ま
い
ま
す
と
、
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
を
神
と
し
て
わ

き
ま
え
て
、
告
白
す
る
道
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
に
、

神
と
し
て
の
栄
光
を
帰
す
る
道
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
を
信
じ
る
者
た
ち
が
、
決
し
て
偶
像
礼
拝
を
し
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な
い
こ
と
の
理
由
が
了
解
さ
れ
ま
す
。
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
と
人
間
の
関
係
の
在
り
方
の

根
本
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
「
十
戒
」
の
第
一
戒
と
第
二
戒
を
記
す
、
出
エ
ジ
プ
ト

記
二
〇
章
三
節
〜
五
節
で
は
、

あ
な
た
に
は
、
わ
た
し
の
ほ
か
に
、
ほ
か
の
神
々
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
は
、

自
分
の
た
め
に
、
偶
像
を
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。
上
の
天
に
あ
る
も
の
で
も
、
下
の
地

に
あ
る
も
の
で
も
、
地
の
下
の
水
の
中
に
あ
る
も
の
で
も
、
ど
ん
な
形
を
も
造
っ
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
を
拝
ん
で
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
に
仕
え
て
は
な
ら
な
い
。

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
人
間
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
偶
像
は
、
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
と
、
私
た
ち
人
間
を
含

め
た
、
造
ら
れ
た
も
の
の
間
に
あ
る
「
絶
対
的
な
区
別
」
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
の
場
合
、
偶
像
は
、
た
だ
人
間
の
手
で
造
ら
れ
た
何
か
の
像
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
人

間
が
考
え
て
い
る
「
神
の
イ
メ
ー
ジ
」
で
も
あ
り
え
ま
す
。
人
間
が
考
え
て
い
る
「
神
の
イ

メ
ー
ジ
」
は
、
そ
れ
が
人
間
が
考
え
う
る
か
ぎ
り
で
最
も
高
く
、
最
も
大
き
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
人
間
の
想
像
力
の
限
界
の
中
に
あ
り
、
相
対
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

よ
う
な
、
人
間
が
考
え
る
「
神
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
人
間
の
理
解
を
無
限
に
越
え
て
い
て
、

こ
の
造
ら
れ
た
世
界
の
何
も
の
と
も
比
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
無
限
、
永
遠
、
不
変
の
栄

光
の
神
さ
ま
と
は
、
ま
っ
た
く
懸
け
離
れ
た
も
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
想
像
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
「
神
の
イ
メ
ー

ジ
」
を
も
と
に
し
て
、
神
さ
ま
を
礼
拝
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
自
分
た
ち
の
想
像
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
「
神
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
も
と
に
し
て
神
を

礼
拝
し
よ
う
と
し
た
例
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
二
章
一
節
〜
六
節
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
は
、

民
は
モ
ー
セ
が
山
か
ら
降
り
て
来
る
の
に
手
間
取
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
ア
ロ
ン
の
も

と
に
集
ま
り
、
彼
に
言
っ
た
。
「
さ
あ
、
私
た
ち
に
先
立
っ
て
行
く
神
を
、
造
っ
て
く

だ
さ
い
。
私
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
の
地
か
ら
連
れ
上
っ
た
あ
の
モ
ー
セ
と
い
う
者
が
、
ど

う
な
っ
た
の
か
、
私
た
ち
に
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
。
」
そ
れ
で
、
ア
ロ
ン
は
彼
ら
に
言
っ

た
。
「
あ
な
た
が
た
の
妻
や
、
息
子
、
娘
た
ち
の
耳
に
あ
る
金
の
耳
輪
を
は
ず
し
て
、

私
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
来
な
さ
い
。
」
そ
こ
で
、
民
は
み
な
、
そ
の
耳
に
あ
る
金
の
耳

輪
を
は
ず
し
て
、
ア
ロ
ン
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
来
た
。
彼
が
そ
れ
を
、
彼
ら
の
手
か
ら

受
け
取
り
、
の
み
で
型
を
造
り
、
鋳
物
の
子
牛
に
し
た
。
彼
ら
は
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
。

こ
れ
が
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
地
か
ら
連
れ
上
っ
た
あ
な
た
の
神
だ
。
」
と
言
っ
た
。
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ア
ロ
ン
は
こ
れ
を
見
て
、
そ
の
前
に
祭
壇
を
築
い
た
。
そ
し
て
、
ア
ロ
ン
は
呼
ば
わ
っ

て
言
っ
た
。
「
あ
す
は
主
へ
の
祭
り
で
あ
る
。
」
そ
こ
で
、
翌
日
、
朝
早
く
彼
ら
は
全

焼
の
い
け
に
え
を
さ
さ
げ
、
和
解
の
い
け
に
え
を
供
え
た
。
そ
し
て
、
民
は
す
わ
っ
て

は
、
飲
み
食
い
し
、
立
っ
て
は
、
戯
れ
た
。

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
の
問
題
は
、
ア
ロ
ン
が
金
の
「
鋳
物
の
子
牛
」
を
作
っ
て
、
民
が
そ
の
「
鋳
物
の

子
牛
」
を
拝
ん
で
偶
像
礼
拝
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ア
ロ
ン
は
、
そ
の
「
鋳
物
の
子
牛
」
を
指
し
て
、

イ
ス
ラ
エ
ル
よ
。
こ
れ
が
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
地
か
ら
連
れ
上
っ
た
あ
な
た
の
神
だ
。

と
言
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

あ
す
は
主
へ
の
祭
り
で
あ
る
。

と
言
い
ま
し
た
。
こ
の
「
主
」
は
、
新
改
訳
で
は
太
字
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
契
約
の

神
で
あ
る
主
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
で
す
。

　
つ
ま
り
、
ア
ロ
ン
は
、
こ
の
金
の
「
鋳
物
の
子
牛
」
の
こ
と
を
、
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
、

ヤ
ハ
ウ
ェ
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ア
ロ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
金
の

「
鋳
物
の
子
牛
」
を
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
で
あ
る
と
考
え
て
、
自
分
た
ち

は
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
礼
拝
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
一
体
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ア

ロ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
う
ち
に
あ
る
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
に
対
す
る
理
解
が
、
そ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
こ
の
時
ま
で
ず
っ
と
、
契
約

の
神
で
あ
る
「
主
」
を
、
金
の
「
子
牛
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

こ
の
時
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
し
た
が
っ
て
金
の
「
鋳
物
の
子
牛
」
を
作
っ
た
の
で
す
。

　
で
は
、
そ
の
金
の
「
子
牛
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
か
ら
得
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、

長
い
エ
ジ
プ
ト
で
の
奴
隷
の
状
態
に
あ
る
生
活
の
中
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
い
つ
の
間
に

か
身
に
着
け
て
し
ま
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ア
ロ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
の
際
に
契
約
の
神
で
あ

る
「
主
」
が
な
し
て
く
だ
さ
っ
た
救
い
と
さ
ば
き
の
御
業
を
目
の
当
た
り
に
見
な
が
ら
、
そ

の
御
業
を
な
し
て
お
ら
れ
る
「
主
」
を
、
金
の
「
子
牛
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
し
て
い
た
わ

け
で
す
。
事
実
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
九
章
一
六
節
に
、

　
三
日
目
の
朝
に
な
る
と
、
山
の
上
に
雷
と
い
な
ず
ま
と
密
雲
が
あ
り
、
角
笛
の
音
が

非
常
に
高
く
鳴
り
響
い
た
の
で
、
宿
営
の
中
の
民
は
み
な
震
え
上
が
っ
た
。

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
時
、
「
主
」
の
御
臨
在
の
栄
光
が
シ
ナ
イ
の
山
全
体
を
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覆
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
恐
ろ
し
さ
の
余
り
震
え
上
が
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
な
の
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
そ
の
山
の
麓
で
、
金
の
「
鋳

物
の
子
牛
」
を
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
、
ヤ
ハ

ウ
ェ
で
あ
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
礼
拝
し

ま
し
た
。

　
ア
ロ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
う
ち
に
、
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
に
対
す
る
、
こ
の
よ

う
な
、
ま
っ
た
く
歪
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
は
、
ず
っ
と
隠
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
自
分

た
ち
自
身
の
中
に
こ
の
よ
う
な
歪
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
自
分
た
ち
の
う
ち

に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
そ
ん
な
に
も
歪
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
、
「
モ
ー
セ
が
山
か
ら
降
り
て
来
る
の
に
手
間
取
っ
て
い
る
」

と
い
う
現
実
（
危
機
）
を
前
に
し
て
、
彼
ら
の
う
ち
に
「
主
」
に
対
す
る
ま
っ
た
く
歪
ん
だ

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
が
、
あ
ら
わ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
ロ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
初
め
か
ら
、
自
分
た
ち
の
心
の
中
で
、

契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
、
自
分
た
ち
の
も
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
「
鋳
直

し
」
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
は
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
契
約

の
神
で
あ
る
「
主
」
の
救
い
と
さ
ば
き
の
御
業
に
接
し
て
い
た
の
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
同
じ
よ
う
な
危
険
は
、
私
た
ち
に
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
も
、
こ
の
世
の
宗
教
が
も
っ
て

い
る
「
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
も
っ
て
い
る
の
に
、
そ
し
て
、
自
分
の
心
の
う
ち
で
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
を
「
鋳
直
し
」
し
て
い
る
の
に
、

そ
れ
に
気
が
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
危
険
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
世
の
宗
教
が
も
っ
て
い
る
「
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
世
の
宗
教
の
発
想
で
は
、
「
神
」
と
は
、
人
間
を
助
け
て
く
れ
る
「
都
合
の
い
い

存
在
」
で
す
。
普
段
は
出
番
は
な
い
け
れ
ど
、
い
ざ
と
い
う
時
に
は
助
け
て
く
れ
る
「
保
険
」

の
よ
う
な
存
在
で
す
。
人
間
が
奉
仕
を
す
る
と
、
そ
れ
に
応
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
与
え

て
く
れ
る
「
取
引
関
係
に
あ
る
存
在
」
で
す
。

　
私
た
ち
も
、
こ
の
よ
う
な
、
こ
の
世
の
宗
教
の
発
想
に
よ
る
「
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
し
た

が
っ
て
、
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
を
「
鋳
直
し
」
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
「
神
さ
ま
を
信
じ
る
な
ら
、
あ
な
た
の
人
生
は
充
実
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
」
「
神
さ

ま
を
信
じ
る
な
ら
、
平
安
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」
「
十
字
架
に
か
か
っ
て
死

ん
で
く
だ
さ
っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
な
ら
、
地
獄
の
刑
罰
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
」
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
。
み
ん
な
そ
の
と
お
り
で
す
。
で
も
、
「
そ
れ
っ
て
、
神
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さ
ま
を
利
用
し
て
、
自
分
の
幸
福
を
図
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
か
。
」
「
神
さ
ま
や
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
を
『
主
』
と
呼
び
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
『
し
も
べ
』
の
よ
う
に
働
か
せ
る

こ
と
で
は
な
い
の
で
す
か
。
」
「
そ
れ
は
、
物
質
的
な
御
利
益
宗
教
で
は
な
い
け
れ
ど
、
や

は
り
、
一
種
の
御
利
益
宗
教
で
は
な
い
の
で
す
か
。
」
と
問
い
か
け
ら
れ
た
ら
、
ど
う
答
え

た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
神
さ
ま
の
た
め
に
一
生
懸
命
に
奉
仕
し
て
い
る
人
が
、
自
分
が
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
に
一

種
の
満
足
を
覚
え
て
、
そ
の
満
足
感
が
、
自
分
が
神
さ
ま
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

し
る
し
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
に
、
な

か
な
か
奉
仕
が
で
き
な
い
人
が
、
そ
の
こ
と
に
自
責
の
念
を
覚
え
て
苦
し
ん
で
い
る
と
き
、

そ
の
苦
し
み
が
、
神
さ
ま
か
ら
退
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
し
る
し
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
な

こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
ら
は
、
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
神
さ
ま
の
恵
み
を
、
こ
の
世
の
宗
教
の
イ

メ
ー
ジ
で
「
鋳
直
し
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
そ
れ
に
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
な
い
ま
ま
に
神
さ
ま
の
こ

と
を
理
解
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
ど
う
し
て
も
、
自
分
な
り
の
イ
メ
ー

ジ
で
神
さ
ま
の
こ
と
を
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
、
そ
の

と
お
り
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
私
た
ち
は
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
に
し
た
が
っ
て
「
鋳
直
し
」
し
た
「
神
」
を

礼
拝
し
て
し
ま
う
他
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
な
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
実
質

的
に
は
、
シ
ナ
イ
の
山
の
麓
で
、
金
の
「
鋳
物
の
子
牛
」
を
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
、
ヤ

ハ
ウ
ェ
で
あ
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
礼
拝
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
と
同
じ
罪
を
犯
す
他
は
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
礼
拝
に
お
い
て
、
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
と
、
神
さ

ま
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
の
間
に
あ
る
「
絶
対
的
な
区
別
」
を
認
め
て
、
神
さ
ま
に
栄
光

を
帰
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
、
ど
の

よ
う
に
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
つ
の
こ
と
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
シ
ナ

イ
の
山
の
麓
で
、
金
の
「
鋳
物
の
子
牛
」
を
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
で
あ
る
と
考
え
て
、

そ
れ
を
礼
拝
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
問
題
は
、
ど
の
点
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
金
の
「
鋳
物
の
子
牛
」
を
拝
ん
だ
こ
と
は
偶
像
礼
拝
で
す
。
確
か
に
、
彼
ら
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は
そ
の
罪
を
犯
し
て
い
ま
す
。

　
で
も
、
彼
ら
は
、
「
他
の
神
」
で
は
な
く
、
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
を
拝
ん
で
い
る
つ

も
り
だ
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
心
情
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
偶
像

礼
拝
で
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
偶
像
を
拝
ん
で
い
る
人
々
に
混
じ
っ
て

同
じ
よ
う
に
拝
礼
し
な
が
ら
、
自
分
の
心
で
は
天
地
万
物
の
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
を
礼
拝

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
偶
像
礼
拝
で
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
エ
ジ
プ
ト
の
奴
隷
の
状
態
に
あ
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
の
発
想
で

契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
「
主
」
か
ら
離
れ
て
い

た
こ
と
の
現
わ
れ
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
「
主
」
は
、
ご
自
身
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に

啓
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
モ
ー
セ
を
遣
わ
し
て
く
だ
さ
り
、
モ
ー
セ
を
通
し
て
語
っ
て

く
だ
さ
り
、
出
エ
ジ
プ
ト
の
際
の
救
い
と
さ
ば
き
の
御
業
を
成
し
遂
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
、
「
主
」
の
ご
臨
在
と
御
業
に
接
し
て
い
な

が
ら
、
「
主
」
が
ど
の
よ
う
な
方
で
あ
る
か
を
悟
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
り
ま

す
。
も
し
彼
ら
が
悟
っ
て
い
た
な
ら
、
シ
ナ
イ
の
山
の
麓
で
、
金
の
「
鋳
物
の
子
牛
」
を
契

約
の
神
で
あ
る
「
主
」
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
で
あ
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
礼
拝
す
る
よ
う
な
こ
と
は

な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　
私
た
ち
が
、
福
音
の
御
言
葉
を
聞
い
た
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
自
分
た
ち
が
も
っ
て
い
た
こ

の
世
の
宗
教
の
発
想
で
、
神
さ
ま
の
こ
と
を
考
え
、
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
の
恵

み
を
考
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
罪
の
た
め
に
神
さ
ま
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
た

者
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
罪
の
贖
い
に
あ
ず
か
っ
て
神
の
子
ど
も
、

「
主
」
の
民
と
し
て
い
た
だ
い
て
、
常
に
御
言
葉
に
触
れ
て
い
る
の
に
、
や
は
り
、
こ
の
世

の
宗
教
の
発
想
を
も
っ
た
ま
ま
で
、
神
さ
ま
と
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
の
恵
み
を

理
解
し
て
い
る
と
し
ま
す
と
、
シ
ナ
イ
の
山
の
麓
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
と
同
じ
状
態
に
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
大
切
な
こ
と
は
、
常
に
、
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
の
語
り
か
け
で
あ
る
御

言
葉
に
耳
を
傾
け
て
、
そ
れ
を
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
主
」
を
よ
り
深
く
、
ま
た
親
し
く

知
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。
聖
書
は
、
契
約
の
神
で
あ
る
「
主
」
の
ご
臨
在
の
し
る
し
は
、

主
の
御
言
葉
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
教
え
て
い
ま
す
。
出
エ
ジ
プ
ト
の
贖
い
の
御
業
の

本
体
で
あ
る
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
と
死
者
の
中
か
ら
の
よ
み
が
え
り
に
よ

る
罪
の
贖
い
の
御
業
と
、
そ
の
意
味
を
あ
か
し
す
る
、
福
音
の
御
言
葉
を
常
に
新
し
く
悟
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
主
」
を
よ
り
深
く
、
ま
た
親
し
く
知
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
大
切
な
の

で
す
。
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御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贖
い
の
御
業
の
核
心
に
あ
る
こ
と
は
単
純
な
も
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
意
味
の
広
が
り
は
、
私
た
ち
が
生
涯
を
か
け
て
理
解
し
て
も
、
尽
き
て
し
ま

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
福
音
の
御
言
葉
を
通
し
て
あ
か
し
さ
れ
て
い
る
契
約

の
神
で
あ
る
「
主
」
、
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
の
恵
み
を
通
し
て
、
私
た

ち
が
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
「
主
」
は
、
私
た
ち
が
永
遠
に
知
り
続
け

て
も
尽
き
る
こ
と
が
な
く
、
常
に
新
し
い
方
で
あ
る
か
ら
で
す
。

　
ま
た
、
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
一
六
章
一
三
節
、
一
四
節
で
、

し
か
し
、
そ
の
方
、
す
な
わ
ち
真
理
の
御
霊
が
来
る
と
、
あ
な
た
が
た
を
す
べ
て
の
真

理
に
導
き
入
れ
ま
す
。
御
霊
は
自
分
か
ら
語
る
の
で
は
な
く
、
聞
く
ま
ま
を
話
し
、
ま

た
、
や
が
て
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
あ
な
た
が
た
に
示
す
か
ら
で
す
。
御
霊
は

わ
た
し
の
栄
光
を
現
わ
し
ま
す
。
わ
た
し
の
も
の
を
受
け
て
、
あ
な
た
が
た
に
知
ら
せ

る
か
ら
で
す
。

と
あ
か
し
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
血
に
よ
る
新
し
い
契
約
に
あ

ず
か
っ
て
い
る
、
神
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
福
音
の
御
言
葉
を
悟
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

を
さ
ら
に
親
し
く
、
ま
た
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
導
い
て
く
だ
さ
る
「
真
理
の
御

霊
」
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
と
、
神
さ
ま
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
と

の
間
に
あ
る
「
絶
対
的
な
区
別
」
を
告
白
し
つ
つ
、
無
限
、
永
遠
、
不
変
の
栄
光
を
神
さ
ま

に
帰
す
る
礼
拝
は
、
福
音
の
真
理
の
御
言
葉
と
、
御
言
葉
と
と
も
に
働
い
て
私
た
ち
を
御
子

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
許
に
導
い
て
く
だ
さ
る
御
霊
の
お
働
き
に
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
真
の
礼
拝
者
た
ち
が
霊
と
ま
こ
と
に
よ
っ
て
父
を
礼
拝
す
る
時
が
来
ま
す
。

今
が
そ
の
時
で
す
。
父
は
こ
の
よ
う
な
人
々
を
礼
拝
者
と
し
て
求
め
て
お
ら
れ
る
か
ら

で
す
。
神
は
霊
で
す
か
ら
、
神
を
礼
拝
す
る
者
は
、
霊
と
ま
こ
と
に
よ
っ
て
礼
拝
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」

　
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
四
章
二
三
節
、
二
四
節
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