
二
〇
〇
一
年
七
月
一
五
日

　
　
　
聖
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
四
四
）

民
数
記
二
一
章
四
節
〜
九
節

　
今
日
は
、
民
数
記
二
一
章
四
節
〜
九
節
に
記
さ
れ
て
い
る
出
来
事
を
取
り
上
げ
て
お
話
し

し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

彼
ら
は
ホ
ル
山
か
ら
、
エ
ド
ム
の
地
を
迂
回
し
て
、
葦
の
海
の
道
に
旅
立
っ
た
。
し
か

し
民
は
、
途
中
で
が
ま
ん
が
で
き
な
く
な
り
、
民
は
神
と
モ
ー
セ
に
逆
ら
っ
て
言
っ
た
。

「
な
ぜ
、
あ
な
た
が
た
は
私
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
連
れ
上
っ
て
、
こ
の
荒
野
で
死
な

せ
よ
う
と
す
る
の
か
。
パ
ン
も
な
く
、
水
も
な
い
。
私
た
ち
は
こ
の
み
じ
め
な
食
物
に

飽
き
飽
き
し
た
。
」
そ
こ
で
主
は
民
の
中
に
燃
え
る
蛇
を
送
ら
れ
た
の
で
、
蛇
は
民
に

か
み
つ
き
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
多
く
の
人
々
が
死
ん
だ
。
民
は
モ
ー
セ
の
と
こ
ろ
に
来
て

言
っ
た
。
「
私
た
ち
は
主
と
あ
な
た
を
非
難
し
て
罪
を
犯
し
ま
し
た
。
ど
う
か
、
蛇
を

私
た
ち
か
ら
取
り
去
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
主
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。
」
モ
ー
セ
は
民

の
た
め
に
祈
っ
た
。
す
る
と
、
主
は
モ
ー
セ
に
仰
せ
ら
れ
た
。
「
あ
な
た
は
燃
え
る
蛇

を
作
り
、
そ
れ
を
旗
ざ
お
の
上
に
つ
け
よ
。
す
べ
て
か
ま
れ
た
者
は
、
そ
れ
を
仰
ぎ
見

れ
ば
、
生
き
る
。
」
モ
ー
セ
は
一
つ
の
青
銅
の
蛇
を
作
り
、
そ
れ
を
旗
ざ
お
の
上
に
つ

け
た
。
も
し
蛇
が
人
を
か
ん
で
も
、
そ
の
者
が
青
銅
の
蛇
を
仰
ぎ
見
る
と
、
生
き
た
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
と
っ
て
の
荒
野
で
の
最
後
の
旅
と
な
る
、
「
ツ
ィ
ン
の
荒

野
」
の
「
カ
デ
シ
ュ
」
か
ら
モ
ア
ブ
の
平
原
に
向
け
て
の
旅
の
途
中
の
出
来
事
で
す
。

　
四
節
に
は
、

彼
ら
は
ホ
ル
山
か
ら
、
エ
ド
ム
の
地
を
迂
回
し
て
、
葦
の
海
の
道
に
旅
立
っ
た
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
二
〇
章
一
四
節
〜
二
一
節
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
エ
ド
ム

を
南
北
に
走
っ
て
い
る
「
王
の
道
」
を
通
っ
て
モ
ア
ブ
の
平
原
に
進
も
う
と
し
ま
し
た
が
、

エ
ド
ム
に
拒
絶
さ
れ
た
た
め
、
「
エ
ド
ム
の
地
を
迂
回
し
て
、
葦
の
海
の
道
に
旅
立
っ
た
」

の
で
す
。
エ
ド
ム
は
ヤ
コ
ブ
の
兄
弟
で
あ
っ
た
エ
サ
ウ
の
子
孫
の
国
で
す
の
で
、
イ
ス
ラ
エ

ル
に
と
っ
て
は
「
兄
弟
国
」
で
し
た
。
申
命
記
二
章
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
主
は
イ
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ス
ラ
エ
ル
の
民
が
エ
サ
ウ
の
子
孫
の
土
地
を
占
領
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

で
、
エ
ド
ム
と
戦
う
こ
と
は
避
け
た
の
で
す
。

　
「
ホ
ル
山
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
二
〇
章
二
二
節
〜
二
九
節
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
よ
う
に
、
こ
の
旅
に
先
だ
っ
て
、
ア
ロ
ン
が
「
ホ
ル
山
」
で
主
の
御
許
に
召
さ
れ
た
か
ら

で
す
。

　
カ
デ
シ
ュ
は
カ
ナ
ン
と
エ
ジ
プ
ト
の
境
界
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
東
側
に

エ
ド
ム
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
エ
ド
ム
を
迂
回
す
る
た
め
に
、
カ
デ
シ
ュ
か
ら
さ
ら
に
南
東

に
下
っ
て
「
葦
の
海
の
道
」
に
出
て
か
ら
、
さ
ら
に
、
エ
ド
ム
の
東
に
進
ん
で
い
っ
て
、
荒

野
の
道
を
北
上
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
二
一
章
四
節
〜
九
節
に
記
さ
れ
て
い
る
出
来
事
は
、

「
葦
の
海
の
道
」
に
向
け
て
南
東
に
下
っ
て
い
く
途
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
四
節
後
半
と
五
節
に
は
、

し
か
し
民
は
、
途
中
で
が
ま
ん
が
で
き
な
く
な
り
、
民
は
神
と
モ
ー
セ
に
逆
ら
っ
て
言
っ

た
。
「
な
ぜ
、
あ
な
た
が
た
は
私
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
連
れ
上
っ
て
、
こ
の
荒
野
で

死
な
せ
よ
う
と
す
る
の
か
。
パ
ン
も
な
く
、
水
も
な
い
。
私
た
ち
は
こ
の
み
じ
め
な
食

物
に
飽
き
飽
き
し
た
。
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
う
ち
に
は
、
エ
ド
ム
を
迂
回
す
る
た
め
に
、
「
遠
回
り
」
を
す
る
こ

と
に
対
す
る
失
望
感
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
一
つ
の
民
が
荒
野
の

道
を
進
ん
で
い
く
こ
と
は
、
か
な
り
き
つ
い
こ
と
で
し
た
。
荒
野
以
外
の
道
で
あ
れ
ば
、
そ

の
道
筋
に
お
い
て
食
べ
ら
れ
そ
う
な
も
の
を
手
に
入
れ
て
、
少
し
は
、
食
べ
る
も
の
に
変
化

を
加
え
る
こ
と
も
で
き
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
は
、
マ
ナ
だ
け
を
食
べ
る
ほ
か
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
水
も
不
足
し
が
ち
で
、
渇
き
を
覚
え
な
が
ら
の
旅
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き
ま
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
五
節
で
、

民
は
神
と
モ
ー
セ
に
逆
ら
っ
て
言
っ
た
。
「
な
ぜ
、
あ
な
た
が
た
は
私
た
ち
を
エ
ジ
プ

ト
か
ら
連
れ
上
っ
て
、
こ
の
荒
野
で
死
な
せ
よ
う
と
す
る
の
か
。
パ
ン
も
な
く
、
水
も

な
い
。
私
た
ち
は
こ
の
み
じ
め
な
食
物
に
飽
き
飽
き
し
た
。
」

と
言
わ
れ
て
い
る
の
を
読
む
と
、
「
ま
た
か
」
と
い
う
よ
う
な
思
い
が
わ
い
て
き
ま
す
。
と

い
う
の
は
、
こ
れ
は
、
先
に
取
り
上
げ
ま
し
た
「
ツ
ィ
ン
の
荒
野
」
の
「
カ
デ
シ
ュ
」
で
の

出
来
事
を
記
し
て
い
る
二
〇
章
二
節
〜
五
節
に
、
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と
こ
ろ
が
会
衆
の
た
め
に
は
水
が
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
集
ま
っ
て
モ
ー
セ
と
ア
ロ

ン
と
に
逆
ら
っ
た
。
民
は
モ
ー
セ
と
争
っ
て
言
っ
た
。
「
あ
あ
、
私
た
ち
の
兄
弟
た
ち

が
主
の
前
で
死
ん
だ
と
き
、
私
た
ち
も
死
ん
で
い
た
の
な
ら
。
な
ぜ
、
あ
な
た
が
た
は

主
の
集
会
を
こ
の
荒
野
に
引
き
入
れ
て
、
私
た
ち
と
、
私
た
ち
の
家
畜
を
こ
こ
で
死
な

せ
よ
う
と
す
る
の
か
。
な
ぜ
、
あ
な
た
が
た
は
私
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
上
ら
せ
て
、

こ
の
悪
い
所
に
引
き
入
れ
た
の
か
。
こ
こ
は
穀
物
も
、
い
ち
じ
く
も
、
ぶ
ど
う
も
、
ざ

く
ろ
も
育
つ
よ
う
な
所
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
、
飲
み
水
さ
え
な
い
。
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
繰
り
返
し
だ
か
ら
で
す
。

　
時
間
的
に
見
て
も
、
こ
れ
は
、
「
葦
の
海
の
道
」
に
向
け
て
下
っ
て
い
く
途
中
の
こ
と
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
「
カ
デ
シ
ュ
」
を
出
て
か
ら
、
そ
ん
な
に
経
っ
て
い
な
い
時

の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
こ
ん
な
に
も
早
く
、
同
じ
つ
ぶ
や
き
を
繰
り

返
す
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
ま
す
。

　
「
カ
デ
シ
ュ
」
に
お
い
て
は
、
主
が
、
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
に
命
じ
て
、
岩
か
ら
水
を
出
さ

せ
て
く
だ
さ
り
、
民
の
渇
き
は
い
や
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
記
憶
も
新
鮮
な
時
で
す
か
ら
、
こ

の
時
も
、
主
に
信
頼
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
な
の
に
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
さ
ら
に
、
よ
く
見
て
み
ま
す
と
、
こ
の
つ
ぶ
や
き
は
、
「
カ
デ
シ
ュ
」
で
の
つ
ぶ
や
き
よ

り
も
大
胆
で
露
骨
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
カ
デ
シ
ュ
」
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
に
向
か
っ
て
逆
ら
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
実
質
的
に
は
主
に
逆
ら
う
こ
と
で
し
た
が
、
形
と
し
て
は
、

モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
に
逆
ら
う
形
を
取
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
明
確
に
「
神
と
モ
ー

セ
に
」
逆
ら
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
、

な
ぜ
、
あ
な
た
が
た
は
私
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
連
れ
上
っ
て
、
こ
の
荒
野
で
死
な
せ

よ
う
と
す
る
の
か
。

と
い
う
と
き
の
「
あ
な
た
が
た
」
は
、
モ
ー
セ
だ
け
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
、
神
で
あ
る

主
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
す
。
ア
ロ
ン
は
、
す
で
に
、
ホ
ル
山
で
主
の
御
許
に
召
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
が
、

な
ぜ
、
あ
な
た
が
た
は
私
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
連
れ
上
っ
て
、
こ
の
荒
野
で
死
な
せ

よ
う
と
す
る
の
か
。

と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
だ
け
取
っ
て
み
て
も
、
主
の
み
こ
こ
ろ
の
中
に
、
自
分
た
ち
に
対
す

る
「
悪
意
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
主
に
対
す
る
不
信
感
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
し
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か
し
、
こ
の
時
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
時
に
、
は
っ
き
り
と
神
で
あ
る
主
を
意
識
し

て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
主
に
対
す
る
不
信
感
を
表
わ
す
こ
と
を
越
え
て
、
直
接
的
に
、

主
を
糾
弾
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
「
カ
デ
シ
ュ
」
で
は
、
マ
ナ
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
満
を
表
わ
さ
な
い
で
、

こ
こ
は
穀
物
も
、
い
ち
じ
く
も
、
ぶ
ど
う
も
、
ざ
く
ろ
も
育
つ
よ
う
な
所
で
は
な
い
。

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
荒
野
で
は
マ
ナ
以
外
の
食
べ
物
が
な
く
、
飽
き
て
し
ま
っ
た
の
で
、

変
わ
っ
た
食
べ
物
を
食
べ
た
い
と
い
う
不
満
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　
荒
野
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
第
一
世
代
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
つ
ぶ
や
き
ま

し
た
。
一
一
章
四
節
〜
六
節
に
は
、

ま
た
彼
ら
の
う
ち
に
混
じ
っ
て
き
て
い
た
者
が
、
激
し
い
欲
望
に
か
ら
れ
、
そ
の
う
え
、

イ
ス
ラ
エ
ル
人
も
ま
た
大
声
で
泣
い
て
、
言
っ
た
。
「
あ
あ
、
肉
が
食
べ
た
い
。
エ
ジ

プ
ト
で
、
た
だ
で
魚
を
食
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
き
ゅ
う
り
も
、
す
い
か
、
に

ら
、
た
ま
ね
ぎ
、
に
ん
に
く
も
。
だ
が
今
や
、
私
た
ち
の
の
ど
は
干
か
ら
び
て
し
ま
っ

た
。
何
も
な
く
て
、
こ
の
マ
ナ
を
見
る
だ
け
だ
。
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
彼
ら
の
う
ち
に
混
じ
っ
て
き
て
い
た
者
」
と
い
う
の
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
二
章
三
七

節
、
三
八
節
に
、

イ
ス
ラ
エ
ル
人
は
ラ
メ
セ
ス
か
ら
、
ス
コ
テ
に
向
か
っ
て
旅
立
っ
た
。
幼
子
を
除
い
て
、

徒
歩
の
壮
年
の
男
子
は
約
六
十
万
人
。
さ
ら
に
、
多
く
の
入
り
混
じ
っ
て
来
た
外
国
人

と
、
羊
や
牛
な
ど
の
非
常
に
多
く
の
家
畜
も
、
彼
ら
と
と
も
に
上
っ
た
。

と
記
さ
れ
て
い
る
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
と
と
も
に
エ
ジ
プ
ト
を
出
て
き
た
外
国
人
た
ち
の

こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
つ
ぶ
や
き
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
た
き
つ
け
ら
れ
た
不

満
で
す
が
、
マ
ナ
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
満
で
は
な
く
、
食
べ
物
に
変
化
が
な
い
こ
と
に
対

す
る
不
満
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
葦
の
海
の
道
」
に
向
か
う
途
中
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
マ
ナ
を
指
し
て
、

私
た
ち
は
こ
の
み
じ
め
な
食
物
に
飽
き
飽
き
し
た
。

と
言
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
「
み
じ
め
な
食
物
」
の
「
み
じ
め
な
」
と
い
う
言
葉
（
ケ
ロ
ー
ケ
ー
ル
）
は
聖
書
の

中
で
こ
こ
だ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
そ
し
て
、
さ
げ
す
む
べ
き
こ
と
か
、
軽
く

て
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
マ
ナ
の
こ
と
を
、
普
通
で
な
い
言
葉
で
さ
げ
す
ん
だ
の
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。

-4-



　
マ
ナ
は
、
主
が
、
エ
ジ
プ
ト
を
出
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
、
四
〇
年
の
間
、
一
日
も
欠
け

る
こ
と
な
く
養
い
続
け
て
く
だ
さ
る
た
め
に
、
備
え
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、

主
の
真
実
さ
を
あ
か
し
す
る
も
の
と
し
て
、
契
約
の
箱
の
中
に
も
納
め
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

こ
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
第
一
世
代
が
か
ろ
う
じ
て
示
し
て
い
た
、
マ
ナ
そ
の
も
の
を

さ
げ
す
む
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
「
慎
み
」
さ
え
も
投
げ
捨
て
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
、
マ
ナ

の
こ
と
を
さ
げ
す
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
主
の
恵
み
そ
の
も
の
を
さ
げ
す
む
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
見
ま
す
と
、
こ
の
、

私
た
ち
は
こ
の
み
じ
め
な
食
物
に
飽
き
飽
き
し
た
。

と
い
う
言
葉
に
先
立
つ
、

な
ぜ
、
あ
な
た
が
た
は
私
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
連
れ
上
っ
て
、
こ
の
荒
野
で
死
な
せ

よ
う
と
す
る
の
か
。

と
い
う
言
葉
に
も
、
主
が
成
し
遂
げ
て
く
だ
さ
っ
た
出
エ
ジ
プ
ト
の
贖
い
の
御
業
そ
の
も
の

に
対
す
る
、
あ
か
ら
さ
ま
な
不
満
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
い
っ
た
い
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
。
先
週
ま

で
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
言
い
ま
す
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
、
こ
れ
ま

で
に
、
自
分
た
ち
の
う
ち
に
主
に
対
す
る
不
信
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
、
そ
の
罪

を
主
の
御
前
に
お
い
て
、
ま
た
、
主
に
対
し
て
悔
い
改
め
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
根
本
問
題
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
荒
野
の
イ
ス
ラ
エ

ル
の
第
一
世
代
と
第
二
世
代
を
と
お
し
て
、
常
に
あ
っ
た
問
題
で
し
た
。
こ
こ
で
は
、
イ
ス

ラ
エ
ル
の
民
は
、
不
信
仰
を
積
み
重
ね
て
、
約
束
の
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
第
一

世
代
の
人
々
が
か
ろ
う
じ
て
示
し
て
い
た
「
最
後
の
慎
み
」
さ
え
も
投
げ
捨
て
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
マ
ナ
し
か
食
べ
る
も
の
が
な
く
、
水
も
不
足
し
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
荒
野
を
旅
し
て
き
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
と
っ
て
は
、
特
別
な
事
情
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
や
は
り
、
「
カ
デ
シ
ュ
」
で
示
し
た
自
分
た
ち
の
不
信
仰
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
主
が
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
恵
み
に
つ
け
込
ん
で
、
主
に
対
す
る
恐
れ
を
を
失

い
、
つ
ぶ
や
く
こ
と
に
お
い
て
も
大
胆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
カ
デ
シ
ュ
」
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
水
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
モ
ー
セ

と
ア
ロ
ン
に
逆
ら
っ
て
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。
そ
の
つ
ぶ
や
き
は
、
た
だ
単
に
水
が
な
い
と
い
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う
こ
と
を
つ
ぶ
や
い
だ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
コ
ラ
と
そ
の
二
五
〇
人
の
仲
間
た

ち
が
、
祭
司
の
務
め
の
こ
と
で
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
に
逆
ら
い
、
主
の
聖
さ
を
冒
し
て
滅
び
た

時
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
も
、
彼
ら
に
同
調
し
て
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
に
逆
ら
っ
て
主
の
さ
ば

き
を
招
き
、
多
く
の
者
が
倒
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
自
分
た
ち
が
モ
ー
セ
の
執
り
成
し
と
ア

ロ
ン
の
決
死
の
贖
い
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、
あ
の
時
、
主
の
さ
ば
き
に

よ
っ
て
死
ん
で
い
た
方
が
よ
か
っ
た
と
言
い
だ
し
ま
し
た
。

　
主
の
忍
耐
と
恵
み
を
あ
っ
さ
り
と
否
定
し
て
し
ま
う
姿
勢
に
対
し
て
は
、
モ
ー
セ
と
ア
ロ

ン
も
、
自
分
た
ち
の
立
場
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
主
の
戒
め
を
踏
み
越
え
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の

民
に
自
分
た
ち
の
怒
り
を
ぶ
つ
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン

は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
約
束
の
地
に
導
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
さ
ば
き
の
宣

告
を
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ア
ロ
ン
は
、
す
で
に
、
ホ
ル
山
の
上
で
主
の
御
許
に
召
さ
れ

ま
し
た
。

　
「
カ
デ
シ
ュ
」
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
不
信
仰
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
し
た
。

そ
れ
は
、
当
然
、
主
の
聖
な
る
御
怒
り
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
主
は
、
岩

か
ら
水
を
出
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
彼
ら
の
渇
き
を
い
や
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
で
さ
え
も
、
そ
の
意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
し
た
。
そ

れ
で
、
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
自
分
た
ち
の
怒
り
を
ぶ
つ
け
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
罪
は
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
し
た
が
、
主
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
お

さ
ば
き
に
な
る
代
わ
り
に
、
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
に
、
岩
に
命
じ
て
水
を
出
さ
せ
る
よ
う
に
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
渇
き
は
い
や
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

か
え
っ
て
、
主
に
向
か
っ
て
つ
ぶ
や
く
こ
と
に
対
し
て
大
胆
に
な
り
、
主
に
対
す
る
恐
れ
も

失
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
「
葦
の
海
の
道
」
に
向
け
て
下
っ

て
い
く
途
中
の
つ
ぶ
や
き
の
中
で
、
あ
か
ら
さ
ま
に
マ
ナ
を
さ
げ
す
み
、
主
が
成
し
遂
げ
て

く
だ
さ
っ
た
出
エ
ジ
プ
ト
の
贖
い
の
御
業
を
さ
げ
す
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
表
わ
れ
て
き

た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
の
奥
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
自
分
た
ち
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る

主
に
対
す
る
不
信
を
自
覚
し
て
、
そ
の
罪
を
主
の
御
前
で
悔
い
改
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
「
カ
デ
シ
ュ
」
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
不
信
仰
は
、
主
の
聖
な
る
御
怒
り
を
引
き
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起
こ
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
主
は
、
そ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
罪
を
ど
う
で
も
よ
い
こ

と
と
さ
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
そ
の
機
会
を
捉
え
て
、
主
の
恵
み
を
示
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
、
す
で
に
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
七
章
一
節
〜
七
節
に
記

さ
れ
て
い
る
、
シ
ン
の
荒
野
の
レ
フ
ィ
デ
ィ
ム
で
の
出
来
事
を
と
お
し
て
示
さ
れ
た
恵
み
に

通
じ
る
も
の
で
す
。
エ
ジ
プ
ト
を
出
て
間
も
な
い
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
シ
ン
の
荒
野
の
レ

フ
ィ
デ
ィ
ム
に
お
い
て
、
や
は
り
、
水
が
な
い
た
め
に
モ
ー
セ
と
争
っ
て
、
モ
ー
セ
を
殺
そ

う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
主
は
、
モ
ー
セ
に
、

民
の
前
を
通
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
長
老
た
ち
を
幾
人
か
連
れ
、
あ
な
た
が
ナ
イ
ル
を
打
っ

た
あ
の
杖
を
手
に
取
っ
て
出
て
行
け
。
さ
あ
、
わ
た
し
は
あ
そ
こ
の
ホ
レ
ブ
の
岩
の
上

で
、
あ
な
た
の
前
に
立
と
う
。
あ
な
た
が
そ
の
岩
を
打
つ
と
、
岩
か
ら
水
が
出
る
。
民

は
そ
れ
を
飲
も
う
。

と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
と
、

民
の
前
を
通
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
長
老
た
ち
を
幾
人
か
連
れ

と
い
う
の
は
、
正
式
な
さ
ば
き
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
「
あ
な
た
が
ナ

イ
ル
を
打
っ
た
あ
の
杖
」
と
は
、
モ
ー
セ
が
エ
ジ
プ
ト
に
対
す
る
主
の
さ
ば
き
を
執
行
し
た

と
き
に
用
い
た
杖
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
、
主
の
さ
ば
き
が
執
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　
そ
の
さ
ば
き
を
受
け
る
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
の
は
、
不
信
仰
か
ら
主
に
つ
ぶ
や
い
た
イ
ス

ラ
エ
ル
の
民
で
し
た
が
、
実
際
に
、
そ
の
さ
ば
き
の
一
撃
を
受
け
た
の
は
、

さ
あ
、
わ
た
し
は
あ
そ
こ
の
ホ
レ
ブ
の
岩
の
上
で
、
あ
な
た
の
前
に
立
と
う
。

と
言
わ
れ
て
、
そ
の
「
岩
の
上
」
に
お
立
ち
に
な
っ
た
主
ご
自
身
で
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し

て
、
主
が
ご
自
身
の
民
の
罪
を
背
負
っ
て
、
ご
自
身
の
民
の
代
わ
り
に
打
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
岩
」
か
ら
水
が
出
て
、
民
の
渇
き
は
い
や
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
ツ
ィ
ン
の
荒
野
」
の
「
カ
デ
シ
ュ
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
恵
み
が
不
信
仰
を
繰
り
返
す

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
第
二
世
代
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の

際
に
、
す
で
に
、
主
が
ご
自
身
の
民
の
罪
を
背
負
っ
て
撃
た
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
繰
り

返
さ
れ
る
必
要
が
な
く
、
「
カ
デ
シ
ュ
」
に
お
い
て
は
、
岩
に
命
じ
て
水
を
出
さ
せ
れ
ば
よ

か
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
意
味
で
、
「
カ
デ
シ
ュ
」
に
お
い
て
も
、
主
の
聖
な
る
御
怒
り
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民

の
罪
に
対
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
を
、
主
が
お
引
き
受
け
に
な
っ
て
お
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ら
れ
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
こ
の
主
の
恵
み
に
つ
け
込
ん
で
、
主
に
対
す
る
恐
れ

を
失
い
、
つ
ぶ
や
く
こ
と
に
お
い
て
も
大
胆
に
な
り
、
「
葦
の
海
の
道
」
に
向
け
て
下
っ
て

い
く
途
中
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
主
の
恵
み
を
さ
げ
す
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
「
葦
の
海
の
道
」
に
向
け
て
下
っ
て
い
く
途
中
で
の
出
来
事
に
お
い
て
は
、
主
の
対
応
も
、

こ
れ
ま
で
の
も
の
と
違
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
モ
ー
セ
と
ア
ロ

ン
に
つ
ぶ
や
き
ま
す
と
、
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
が
そ
れ
を
主
に
お
委
ね
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
に
対
す
る
主
の
み
こ
こ
ろ
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
は
、
モ
ー
セ

が
か
か
わ
る
余
地
も
な
い
ま
ま
に
、
直
ち
に
、
主
の
さ
ば
き
が
執
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
六
節

で
は
、そ

こ
で
主
は
民
の
中
に
燃
え
る
蛇
を
送
ら
れ
た
の
で
、
蛇
は
民
に
か
み
つ
き
、
イ
ス
ラ

エ
ル
の
多
く
の
人
々
が
死
ん
だ
。

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
不
信
仰
に
よ
る
つ
ぶ
や
き
が
、
今
お
話
し
し
た
よ
う
な
性

質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。

　
「
燃
え
る
蛇
」
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
見
方
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
そ
の
蛇
に
噛
ま
れ

る
と
焼
け
る
よ
う
な
痛
み
が
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
も
う
一
つ
は
、

燃
え
る
よ
う
な
赤
い
斑
点
の
あ
る
蛇
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。

ど
ち
ら
も
、
そ
の
当
時
、
実
際
に
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
蛇
で
す
。
一
般
に
は
、
そ
の
蛇
に

噛
ま
れ
た
と
き
に
焼
け
る
よ
う
な
痛
み
が
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
七
節
に
は
、

民
は
モ
ー
セ
の
と
こ
ろ
に
来
て
言
っ
た
。
「
私
た
ち
は
主
と
あ
な
た
を
非
難
し
て
罪
を

犯
し
ま
し
た
。
ど
う
か
、
蛇
を
私
た
ち
か
ら
取
り
去
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
主
に
祈
っ

て
く
だ
さ
い
。
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
主
と
あ
な
た
を
非
難
し
て
罪
を
犯
し
ま
し
た
。

と
い
う
の
は
、
形
と
し
て
は
罪
の
告
白
で
す
が
、
ど
れ
ほ
ど
罪
を
罪
と
し
て
自
覚
し
て
い
る

か
は
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

ど
う
か
、
蛇
を
私
た
ち
か
ら
取
り
去
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
主
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。

と
い
う
言
葉
は
、
た
だ
、
主
の
さ
ば
き
を
招
い
た
こ
と
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
ま
す
。
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＊

　
モ
ー
セ
の
執
り
成
し
に
対
す
る
主
の
お
答
え
は
、
八
節
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

あ
な
た
は
燃
え
る
蛇
を
作
り
、
そ
れ
を
旗
ざ
お
の
上
に
つ
け
よ
。
す
べ
て
か
ま
れ
た
者

は
、
そ
れ
を
仰
ぎ
見
れ
ば
、
生
き
る
。

と
い
う
も
の
で
し
た
。

　
そ
し
て
、
九
節
に
は
、

モ
ー
セ
は
一
つ
の
青
銅
の
蛇
を
作
り
、
そ
れ
を
旗
ざ
お
の
上
に
つ
け
た
。
も
し
蛇
が
人

を
か
ん
で
も
、
そ
の
者
が
青
銅
の
蛇
を
仰
ぎ
見
る
と
、
生
き
た
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
青
銅
の
蛇
」
の
「
青
銅
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
（
ネ
ホ
ー
シ
ェ
ス
）
は
、
青
銅
か
銅

を
表
わ
し
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
向
か
っ
て
い
た
「
葦
の
海
の
道
」
の
方
に
あ
る
テ
ィ

ム
ナ
に
は
、
銅
の
鉱
山
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
実
際
に
、
紀
元
前
一
一
五
〇
年
頃
の
も
の
と
さ

れ
て
い
る
銅
の
蛇
も
出
土
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
モ
ー
セ
が
作
っ
た
の
は
「
銅
の

蛇
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
色
の
上
か
ら
八
節
の
「
燃
え
る
蛇
を
作
り
」

と
い
う
こ
と
に
合
致
し
ま
す
。

　
「
旗
ざ
お
」
と
訳
さ
れ
た
言
葉
（
ネ
ー
ス
）
は
、
軍
旗
の
よ
う
に
、
目
立
つ
も
の
で
、
そ

の
周
り
に
人
々
が
招
集
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
表
わ
す
言
葉
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ

う
な
も
の
を
付
け
る
ポ
ー
ル
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
銅
の
蛇
」
が
誰
か
ら

も
よ
く
見
え
る
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
が
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、

ど
う
か
、
蛇
を
私
た
ち
か
ら
取
り
去
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
主
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。

と
い
う
よ
う
に
願
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
主
は
「
燃
え
る
蛇
」
を
取
り
除
か
れ
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
蛇
に
噛
ま
れ
た
者
た
ち
が
救
わ
れ
る
道
を
備
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

さ
ば
き
を
受
け
て
死
ぬ
べ
き
人
が
、
主
が
備
え
て
く
だ
さ
っ
た
「
銅
の
蛇
」
を
仰
ぎ
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
誰
で
も
救
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
そ
れ
は
、
蛇
に
噛
ま
れ
て
し
ま
っ
た
人
に
何
か
特
別
な
こ
と
を
す
る
よ
う
に
要
求

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
も
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
掲
げ
ら
れ
た
「
銅
の

蛇
」
を
、
た
だ
仰
ぎ
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
は
救
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
必
要
な

の
は
、
そ
の
よ
う
に
主
が
約
束
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
信
じ
て
、
そ
の
「
銅
の
蛇
」
を
仰

ぎ
見
る
こ
と
だ
け
で
す
。

　
こ
れ
が
も
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
願
い
ど
お
り
に
、
蛇
を
取
り
去
る
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
と
し
ま
す
と
、
す
で
に
蛇
に
噛
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
多
く
の
人
々
は
、
そ
の
ま
ま
滅
び
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て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
主
が
備
え
て
く
だ
さ
っ
た
「
銅
の
蛇
」
は
、
す
で
に
蛇
に
噛

ま
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
死
ぬ
ほ
か
な
い
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
救
う
た
め
の
も
の

で
す
。

　
す
で
に
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
主
の
示
し
て
く
だ
さ
っ

た
恵
み
に
つ
け
込
ん
で
、
主
に
対
す
る
恐
れ
を
失
い
、
出
エ
ジ
プ
ト
の
贖
い
の
御
業
と
、
四

〇
年
の
間
、
変
わ
る
こ
と
な
く
備
え
て
く
だ
さ
っ
た
マ
ナ
そ
の
も
の
を
さ
げ
す
む
よ
う
な
、

不
信
仰
の
極
み
に
達
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
対
す
る
さ
ば
き
は
避
け
ら

れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
な
ん
と
、
そ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
対
し
て
、
た
だ
さ
ば
き
が
そ
こ
で

止
む
の
で
は
な
く
、
す
で
に
さ
ば
き
を
受
け
て
死
と
滅
び
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
者
た
ち
を
、

救
い
出
し
て
く
だ
さ
る
た
め
の
備
え
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
三
章
一
四
節
、
一
五
節
に
は
、

モ
ー
セ
が
荒
野
で
蛇
を
上
げ
た
よ
う
に
、
人
の
子
も
ま
た
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
信
じ
る
者
が
み
な
、
人
の
子
に
あ
っ
て
永
遠
の
い
の
ち
を
持
つ
た
め

で
す
。

と
い
う
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
指
導
者
で
あ
る
ニ
コ
デ
モ
に
お
語
り
に
な
っ

た
言
葉
で
す
。

　
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
私
た
ち
の
罪
を
背
負
っ
て
、
十
字
架
に
お
つ
き
に
な
る

こ
と
が
、
モ
ー
セ
が
荒
野
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
た
め
に
「
銅
の
蛇
」
を
高
く
掲
げ
た
こ
と
の
成

就
で
あ
る
こ
と
を
お
示
し
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

　
人
は
す
べ
て
、
造
り
主
で
あ
る
神
さ
ま
に
対
し
て
罪
を
犯
し
て
、
御
前
に
堕
落
し
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
神
さ
ま
の
聖
な
る
御
怒
り
に
よ
る
さ
ば
き
の
も
と
に
あ
っ
て
、

死
と
滅
び
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
さ
ば
き
は
、
す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、

人
は
地
上
の
歩
み
を
死
を
も
っ
て
閉
じ
ま
す
。

　
そ
れ
と
と
も
に
、
主
の
さ
ば
き
は
、
世
の
終
わ
り
に
、
神
さ
ま
が
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
を
と
お
し
て
、
す
べ
て
の
者
を
お
さ
ば
き
に
な
る
と
き
に
、
最
終
的
な
形
で
（
総
決
算
と

し
て
）
執
行
さ
れ
ま
す
。

　
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
私
た
ち
が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
す
べ
て
の
さ
ば
き
を

そ
の
身
に
負
う
た
め
に
、
十
字
架
に
か
か
っ
て
死
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

私
た
ち
を
、
今
こ
こ
に
お
い
て
も
、
世
の
終
わ
り
の
さ
ば
き
の
日
に
お
い
て
も
、
死
と
滅
び
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の
道
か
ら
救
い
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

　
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
主
が
岩
の
上
に
お
立
ち
に
な
っ
て
、
ご
自
身
の
民
の
さ
ば
き
を

そ
の
身
に
負
っ
て
撃
た
れ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
贖
い
の
恵
み
と
、

「
銅
の
蛇
」
が
掲
げ
ら
れ
た
時
に
、
そ
れ
を
仰
ぎ
見
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
救
わ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
救
い
を
成
就
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
　
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
一
三
節
に
は
、

キ
リ
ス
ト
は
、
私
た
ち
の
た
め
に
の
ろ
わ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
、
私
た
ち
を
律
法
の
の

ろ
い
か
ら
贖
い
出
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
木
に
か
け
ら
れ
る
者
は
す

べ
て
の
ろ
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
書
い
て
あ
る
か
ら
で
す
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
に
し
て
、
木
に
か
け
ら
れ
て
「
の
ろ
わ
れ
た
も
の
」
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
、
信
仰
を
も
っ
て
仰
ぎ
見
る
者
は
、
誰
で
も
救
わ
れ
ま
す
。

　
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
三
章
一
四
節
、
一
五
節
に
記
さ
れ
て
い
る
、

モ
ー
セ
が
荒
野
で
蛇
を
上
げ
た
よ
う
に
、
人
の
子
も
ま
た
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
信
じ
る
者
が
み
な
、
人
の
子
に
あ
っ
て
永
遠
の
い
の
ち
を
持
つ
た
め

で
す
。

と
い
う
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
続
い
て
、
一
六
節
に
は
、
神
さ
ま
の
救
い
を
伝
え
る

福
音
の
神
髄
を
示
す
と
言
わ
れ
る
、

神
は
、
実
に
、
そ
の
ひ
と
り
子
を
お
与
え
に
な
っ
た
ほ
ど
に
、
世
を
愛
さ
れ
た
。
そ
れ

は
御
子
を
信
じ
る
者
が
、
ひ
と
り
と
し
て
滅
び
る
こ
と
な
く
、
永
遠
の
い
の
ち
を
持
つ

た
め
で
あ
る
。

と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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