
糾

本
色
数
會
に

就

い｀

て

　

本
色
教
合
と
は
外
國
に
お
け
る
宗
教
閥
値
の
維
概
的
援
助
や

布
教
上
の
指
導
を
受
け
寸
に
、
支
那
本
國
人
自
４
　
の
力
と
意
思

と
に
よ
り
紅
営
し
修
道
す
る
糊
立
教
合
、
文
字
通
り
に
支
那
自

ら
の
色
彩
を
も
っ
午
リ
ス
ヽ
ト
願
行
の
こ
と
で
あ
る
。
‘

　

こ
の
語
を
耳
に
し
た
の
は
咋
年
八
月
、
上
面
で
新
数
個
係
Ｏ

調
査
に
富
っ
て
ゐ
ら
れ
る
特
務
機
開
の
鈴
木
氏
に
お
行
ひ
し
た

時
０
こ
と
で
あ
る
。
大
束
単
戦
開
始
以
後
、
カ
ト

　

ツ
ク
は
姑

く
お
き
新
駄
々
行
は
英
米
本
国
と
の
建
絡
蕃
絶
た
れ
、
否
樹
な

し
に
支
那
人
信
徒
自
ら
の
維
１
　
に
よ
ら
ね
ば
た
ら
な
く
な
っ

た
。
も
っ
と
も
民
國
成
立
以
来
國
幄
川
・
復
迩
動
の
一
の
あ
ら
は

れ
と
し
て
外
人
宣
教
師
に
左
右
さ
れ
て
ゐ
る
高
等
教
育
を
支
那

人
の
手
に
取
り
戻
ご
う
と
す
る
意
圖
は
反
午
リ
ス
ト
教
運
動
Ｏ

有
力
な
‘
支
柱
と
た
っ
て
ゐ
だ
。
國
際
情
勢
が
束
亜
を
中
心
と
し

て
一
侵
し
た
今
日
、
本
色
歌
會
運
動
は
新
た
な
る
阻
を
以
て
見

直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
私
の
開
心
を
特
に
呼
び
起
し
た
・
の
に
、
一
般
に
支
那

耳
族
の
外
来
宗
教
受
容
０
仕
方
に
對
十
る
艇
史
的
老
察
に
開
係

づ
け
て
こ
の
問
題
を
一
層
根
板
的
ｋ
取
扱
っ
て
み
る
こ
と
０
意

義
で
あ
る
。

宮

カ

陶

　

志

　
　

種
族
生
活
０
内
部
に
胚
胎
し
た
宗
教
思
想
は
壮
會
晋
達
０
一

　

定
の
段
階
に
達
す
る
と
、
あ
る
種
の
諸
民
族
に
お
い
て
は
時
惑

　

を
隔
て
て
ゐ
て
も
呼
廊
す
る
が
如
。
き
宗
教
的
天
才
が
出
現
し
、
。

　

そ
０
創
憲
と
醒
嶮
と
に
よ
り
普
遍
的
な
人
観
救
済
の
旗
幟
を
掲

　

げ
た
組
織
的
宗
教
０
下
に
止
揚
せ
ら
れ
、
か
く
て
成
立
し
た
教

　

圃
の
活
動
は
幾
山
河
を
越
え
て
、
他
種
族
の
生
活
圏
・
に
作
用
し
、

　

自
ら
０
中
に
宗
教
的
天
才
を
出
ｆ
Ｕ
'
S
J
:
い
。
ま
ｘ
に
き
た
種
族
は
か

　

ゝ
る
外
来
宗
教
と
接
胴
し
、
あ
ら
ゆ
る
葛
膝
を
鰹
過
し
何
等
か

　

の
形
で
こ
れ
を
撮
取
ず
る
に
絡
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
。

　
　

外
来
宗
教
受
容
の
鴬
伺
に
も
い
て
は
、
こ
れ
を
拒
否
せ
乱
と

　

す
る
意
識
的
態
度
や
無
憲
識
的
傾
向
が
’
、
受
容
す
る
民
族
の
側

　

に
起
り
宗
教
迫
害
と
な
っ
て
現
れ
る
。
し
か
も
民
族
生
活
内
部

　

の
矛
盾
・
不
統
一
或
は
自
ら
の
文
化
の
駅
陥
を
反
省
し
て
、
宗

　

教
が
作
ぴ
米
っ
だ
外
米
文
化
の
優
秀
蕃
認
識
し
こ
れ
を
學
び
収

　

ら
う
と
す
る
民
族
的
欲
求
は
、
民
族
靴
會
の
一
隅
に
外
来
宗
教

　

を
憩
は
し
め
る
の
を
常
と
す
る
。
し
か
し
な
ほ
む
の
程
度
に
あ

’
り
て
は
そ
の
宗
教
は
異
國
的
色
彩
の
勝
っ
た
、
信
仰
の
本
質
よ

　

り
は
そ
の
周
遭
の
宗
教
的
文
化
の
魅
力
ひ
」
・
だ
０
み
と
し
。
て
、
在

　

米
９
民
族
文
化
の
花
束
に
一
枝
を
添
へ
る
位
０
役
割
し
か
果
さ

　
　
　
　
　

Ｉ

　

■

　
　
　

÷

　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　

｛
ｒ

　
　

ｌ
―

　
　

ゝ
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な
い
・
ｔ
だ
時
に
は
そ
。
Ｑ
宗
教
の
傅
道
μ
背
後
に
政
治
的
折
亨

や
武
力
を
有
し
、
布
教
は
。
侵
略
の
、
仮
面
を
被
っ
た
先
導
に
す

ぎ
祗
場
合
も
あ
る
・
キ
リ
ベ
ト
恥
に
っ
い
て
Ｉ
｀
ヘ
ー
ば
明
末
清
初
｀

及
び
そ
れ
以
前
の
支
那
流
傅
の
仕
方
は
前
者
０
例
工
あ
抄
、
南

京
條
約
恥
貧
清
朝
末
期
に
至
る
い
は
ｉ
Ａ
教
案
続
晋
時
代
・
は
後
者

の
例
で
あ
る
。

　

し
か
し
若
し
そ
の
宗
教
に
し
て
絶
對
登
具
理
０
一
面
を
有
し

　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

＼

　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

そ
の
民
族
に
と
っ
で
不
可
訣
の
精
４
　
的
要
素
を
呉
へ
う
べ
き
’
も

の
が
あ
る
た
ら
ば
、
そ
の
曹

な
民
族
又
は
諸
民
族
の
傅
統
に
よ
っ
て
刻
’
印
さ
れ
た
被
制
約
性

を
脆
し
、
普
遍
的
埋
姿
を
保
ち
。
乍
ら
、
新
ら
し
く
自
ら
を
そ
の

中
に
展
開
す
べ
き
民
族
の
未
来
慌
向
っ
て
淮
百
生
活
の
推
進
力

れ
を
専
攻
す
ぢ
中
世
の
歴
史
に
訴
へ
Ｋ
?
＊
ｉ
Ａ
Ｏ
ぱ
、
佛
教
り
支
那

束
傅
史
上
に
お
い
て
佛
教
が
支
那
人
の
も
０
、
京
那
人
の
た
め
・

の
も
の
に
な
り
膏
が
ら
佛
教
本
来
の
、
面
目
を
保
っ
た
時
機
は
東

晋
中
期
ダ
道
安
こ
慧
建
の
教
團
成
立
に
あ
り
と
言
明
せ
ざ
る
を

得
な
い
○
‐
‐

　

４

　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″

　

こ
ゝ
に
判
ひ
易
い
Ｉ
〇
例
を
引
く
と
、
漢
人
沙
門
が
そ
０
外

國
人
０
師
匠
の
姓
肺
ち
八
安
息
國
人
は
安
、
輪
茲
國
人
は
吊
と

い
ふ
が
如
き
ｊ
ｌ
に
Ｉ
依
ら
す
、
一
様
に
祥
姓
を
俗
す
る
に
至
っ

‘
た
の
は
道
安
Ｌ
の
提
唱
に
よ
る
と
い
ふ
の
が
通
説
で
あ
る
。

　

‘
初
魏
晋
沙
門
依
師
認
姓
。
故
姓
各
不
同
。
安
以
篤
大
師
之
本
。

　

莫
尊
称
迦
。
乃
以
称
命
氏
。
後
獲
増
一
阿
含
。
果
稀
四
河
入

　

海
。
無
復
河
名
。
四
姓
篤
沙
門
。
皆
俗
称
種
。
既
懸
臭
経
符
。

　

１
Ｉ
ｊ
ｆ
。
い
｀
／
ｌ
ｇ
Ｉ

　

｝
ｊ
ｆ
／

　

￥
ａ
－
Ｊ
－
１
Ｊ
Ｊ
Ｉ
ｊ
―
ｉ
｀
／
リ
ー
ｒ
ｒ
ｒ
ｌ
ｊ

　
　
　

・
１

　
　
　
　

９
１
１
～
ｊ
．
’
ｊ
‘
－
ｓ

　

″
。
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

１

く
て
普
遍
的
宗
教
と
し
て
し
か
も
艶
史
性
を
獲
碍
す
る
に
至
る

　

こ
ゝ
に

礼
い

て
支
那
佛
教
徒
ぽ
西
域
各
國
０
出
身
の
夫
々
の
傅

と
な
る
た
め
に
、
か
へ
つ
て
そ
Ｉ
０
民
族
０
体
統
に
隨
庖
し
、
か

　

‐

　
　

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

一
般
的
に
い
っ
て
、
あ
る
宗
教
が
あ
’
る
民
族
の
中
に
そ
の
本

　
　

色
教
會
を
樹
立
し
う
る
や
否
や
は
、
そ
の
宗
教
が
そ
こ
に
受
容

　
　

さ
れ
う
る
や
否
や
を
決
す
べ
き
準
的
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
士

　
　

た
民
族
は
本
色
教
會
を
成
言

　
　

も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
！
Ｓ
。

　
　
　
　

し
か
ら
ば
支
那
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
に
答

　
　

へ
る
べ
き
私
の
知
見
は
あ
ま
り
に
も
狭
い
。
し
か
し
會
々
キ
リ

石

　
　

゛
ト
敦
ひ
現
勢
に
開
し
て
本
色
教
會
な
る
概
念
を
把
握
し
’
こ

遂
焉
永
式
。
（
高
信
傅
巻
五
）

¨
道
沙
門
を
師
と
す
ぶ
各
派
の
佛
教
の
差
別
制
限
を
こ
え
て
、
そ

れ
ら
が
何
れ
も
鐸
迦
。
一
佛
の
教
で
あ
ゐ
こ
と
を
自
発
し
た
。
道

安
ら
が
従
来
老
荘
思
想
を
媒
介
と
し
た
た
め
、
往
々
般
若
橿
の

賀
意
を
離
れ
た
格
義
を
排
斥
し
、
三
論
傅
詳
以
前
に
よ
く
こ
れ
’

と
符
契
を
合
す
る
室
の
解
憚
た
る
本
無
義
を
立
て
た
そ
と
等
々

併
せ
考
へ
て
、
彼
に
よ
ね
佛
教
が
外
國
系
の
色
彩
を
脆
却
す
る

と
共
に
佛
靴
本
末
の
可
肝
を
匯
揮
し
た
と
云
ひ
う
る
・
し
か
も

そ
の
佛
鯨
は
支
那
民
族
心
荷
ふ
所
の
そ
れ
で
お
り
、
支
那
人
沙

門
を
通
じ
て
支
那
の
傅
統
的
文
化
の
流
れ
の
中
に
、
。
ま
た
覗
等

』

　

’
一

　
　
　
　

’

　
　

一

　
　

｀

　

ｊ
７

　

♂

　

Ｑ

　
　
　

－

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
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妬

を
理
解
じ
な
気
し
援
助
し
た
帝
室
や
中
世
貴
れ
の
桁
紳
生
活
の

中
に
撮
受
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
道
安
ら
の
精
紳
、
即
ち

時
代
や
径
路
を
異
に
し
所
依
の
維
論
を
異
に
し
た
雑
多
な
る
復

数
の
佛
教
を
い
か
に
し
て
Ｉ
〇
頭
系
あ
る
佛
教
に
組
織
し
直
す

か
ゞ
支
那
人
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
、
三
論
・
天
台
・
華

政
の
學
匠
の
彿
っ
た
努
力
は
佛
教
０
支
那
化
で
は
な
く
て
佛
教

自
醍
の
展
開
に
捧
げ
ら
れ
、
つ
ひ
に
こ
れ
を
成
功
せ
し
め
た
の

で
あ
る
。
：

　

佛
教
が
支
那
人
の
精
榊
に
何
等
の
刻
印
を
お
さ

す
し
て
近
世
の
顛
落
鴛
態
に
陥
っ
た
と
は
私
に
と
っ
て
信
す
る

能
は
ざ
る
所
で
あ
る
。

　

回
教
に
つ
い
て
は
如
何
。
川
教
史
に
つ
い
て
殆
ん
ど
何
等
知

る
所
の
な
い
私
に
と
っ
て
十
分
な
断
言
は
下
し
か
ね
る
け
れ
ど

も
、
明
末
洽
初
り
川
儒
の
努
力
は
川
教
自
鮒
の
正
し
い
認
識
と

共
に
そ
の
教
團
生
活
わ
支
那
化
に
向
け
ら
れ
た
と
思
は
れ
る
。

　

印
ち
王
岱
典
・
劉
智
・
金
北
高
ら
の
著
述
を
見
る
と
、
佛
教
・

老
荘
思
想
を
斥
け
な
が
ら
、
儒
教
の
説
く
主
徳
た
る
孝
を
、
川

教
教
義
に
よ
り
深
く
基
礎
づ
け
よ
う
と
試
み
て
を
り
、
一
方
彼

等
は
政
治
的
迫
害
に
屈
せ
す
信
仰
を
堅
守
す
べ
し
と
川
民
に
對

し
べ
庇
し
て
ゐ
る
。
王
岱
奥
の
正
教
箕
詮
０
中
に
大
舜
が
告
げ

ず
し
て
饗
っ
た
と
い
ふ
古
似
に
對
す
る
孟
子
の
議
論
を
批
判
し

子
孫
が
な
い
と
い
ふ
０
　
は
不
孝
の
徴
表
に
は
な
ら
な
い
が
、
舜

は
そ
０
父
が
自
分
０
娶
妻
に
も
し
同
意
し
な
い
場
合
は
、
天
子

た
る
尭
が
二
女
を
お
さ
め
く
だ
さ
Å
と
し
Ｉ
て
ゐ
渦
君
意
に
違
背
ヽ

　

し
、
君
立
に
迄
背
す
れ
ば
不
忠
の
罪
を
自
分
の
父
母
に
加
へ
る

　

結
果
を
床
し
父
母
を
不
忠
な
ら
し
め
る
万
は
印
ち
自
分
の
不
孝

　

で
あ
る
か
ら
、
忠
孝
両
全
の
た
め
に
告
げ
ず
し
て
娶
っ
だ
の
で

　

あ
る
と
解
憬
し
、
た
く
み
に
儒
教
倫
理
に
反
省
を
加
へ
し
め
る

　

と
共
に
回
教
を
し
て
近
世
支
那
の
國
家
及
び
家
族
生
活
に
適
合

　

せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
清
代
の
回
教
書
指
南
要
言
に
賀
主
の
諭

　

と
し
て
、
「
爾
二
親
に
順
は
ば
、
二
親
是
外
道
な
り
と
い
へ
ど

　

も
、
恕
宥
を
允
し
予
へ
ん
」
と
い
ふ
句
が
あ
る
が
、
支
那
倫
理

　

と
の
調
和
に
つ
い
て
は
回
伶
は
中
世
佛
教
徒
よ
り
も
積
極
的
で

　

あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
ぶ

　

し
か
し
川
民
が
特
殊
の
信
仰
・
風

″
俗
を
固
守
し
、
支
那
の
中
に
在
っ
て
も
同
時
に
叫
激
闘
に
届
し

　

て
ゐ
る
と
も
い
ふ
べ
き
状
態
と
、
川
教
徒
中
の
知
識
分
子
の
教

　

説
と
が
、
い
か
に
對
庶
す
べ
き
で
あ
る
か
、
隨
っ
て
回
教
が
木

　

質
を
失
は
す
に
全
く
支
那
的
に
な
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

　

ぜ
に
考
察
を
要
す
る
と
思
は
れ
る
・

‐
‐
最
後
に
こ
の
考
察
の
出
疲
鮎
に
な
に
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
っ
い

　

て
述
べ
る
。
本
色
叙
會
運
動
は
周
か
に
義
和
欄
事
件
に
よ
っ
て

　

仲
長
す
べ
き
衝
余
を
呉
へ
ら
れ
た
と
思
ふ
。
印
ち
従
来
の
ご
と

　

く
外
國
勢
淘
喩
か
り
て
支
那
固
有
の
文
化
を
無
覗
し
悟
道
を
試

　

み
て
も
過
大
な
根
強
い
反
抗
に
あ
ふ
の
み
で
あ
る
か
ら
、
支
那

　

人
の
創
意
を
重
ん
じ
、
何
等
か
の
意
味
で
支
那
人
に
適
す
る
様

　

な
布
教
方
針
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
え
い
ふ
反
省
が
内
外
の
悟

　

道
者
の
中
に
勉
っ
だ
の
で
あ
ら
う
。
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4Z

　

趣
國
４
　
　
七
年
出
版
、
中
華
基
督
裁
會
年
鑑
第
十
聡
に
、
董
健

吾
「
本
色
教
會
之
新
登
展
」
と
い
ふ
一
文
が
収
め
ら
れ
て
ゐ

る
。
＊
＊
　
　
　
■
そ
り
要
旨
昿
本
色
教
會
の
疲
展
の
た
め
に
は
不
平
等

　
　

一

　
　
　
　
　

”

條
約
上
の
保
護
傅
教
の
権
利
を
漸
次
放
棄
し
、
在
華
布
道
０
経

費
を
逐
次
減
少
す
る
必
要
が
あ
る
と
な
し
、
つ
い
で
富
時
著
し

か
っ
た
本
色
化
の
諸
傾
向
を
述
べ
、
裁
會
り
儀
式
に
國
楽
を
奏

１
　
新
歌
七
唱
へ
（
上
海
に
お
け
る
王
治
心
の
中
華
基
督
教
徒
新

團
契
）
又
は
佛
裁
の
儀
式
を
ま
じ
へ
る
。
（
南
京
に
於
け
る
友
香

徳
の
基
督
教
叢
林
）
等
の
儀
式
上
の
漿
遷
、
教
會
建
築
七
寺
殿

式
に
す
る
こ
と
、
教
會
内
の
宗
教
書
を
支
那
書
風
に
よ
り
描
く

こ
と
、
西
祥
文
の
順
路
で
は
た
く
支
那
人
信
徒
に
よ
る
基
督
化

的
文
學
を
創
る
こ
。
と
な
ど
を
列
阜
し
て
ゐ
る
。

　

か
ｘ
る
意
味
０
本
色
化
、
支
那
化
は
佛
教
や
回
教
に
お
い
て

は
流
傅
０
初
期
か
ら
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教

の
場
合
も
、
明
末
耶
蘇
會
士
の
布
教
方
針
な
ど
１
　
く
こ
れ
と
同

様
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
に
論
じ
た
如
人
本
色
教
會
の
成
立

を
宗
教
移
植
の
過
程
に
お
い
て
到
達
す
べ
き
Ｉ
可
能
態
に
止

　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　

／

ま
ざ
か
賓
現
さ
れ
得
た
か
は
別
と
し
て
ド
成
果
と
考
へ
る
と

き
は
、
現
代
キ
、
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
何
等
自
分
は
回
答
を
拠

へ
る
こ
’
と
は
で
き
な
い
。
昨
年
現
地
各
方
面
か
ら
聞
い
た
意
見

で
揉
概
ね
否
定
に
佃
い
て
ご
る
・
ま
た
支
那
傅
道
は
失
敗
で
か

っ
た
と
い
ふ
反
省
は
早
く
か
ら
教
會
内
部
で
起
っ
・
て
ゐ
る
。
も

っ
と
も
こ
れ
は
主
と
し
て
新
教
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
た
０
　
で
あ

つ
て
、
酸
忙
数
世
紀
０
歴
史
を
有
し
支
那
人
に
は
天
主
教
と
よ

ば
れ
基
督
教
（
新
教
）
と
明
瞭
に
亘
別
さ
れ
で
ゐ
る
カ
ト
リ
ッ

ク
教
狸
に
つ
い
て
は
別
途
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

何
れ
に
し
て
も
本
色
教
會
の
成
立
は
そ
の
教
會
０
布
教
す
べ

き
範
域
以
外
に
存
在
す
る
そ
の
教
團
の
形
而
下
的
勢
参
こ
と

に
そ
れ
と
結
合
し
た
政
治
軍
事
的
勢
力
か
ら
絶
縁
さ
れ
た
時
で

も
、
ｊ
能
く
そ
の
教
線
を
維
持
し
、
’
そ
の
精
紳
を
失
は
な
い
か
ど

う
か
と
い
ふ
事
賓
に
照
し
て
決
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
支
那
傅

這
に
ｓ
>
か
た
る
意
味
の
強
力
を
も
件
は
な
か
っ
た
佛
靫
に
っ
り

て
い
へ
ば
、
か
つ
て
佛
数
は
支
部
に
４
％
Ｓ
て
本
色
教
會
を
成
立

せ
し
め
た
と
肯
定
で
き
る
と
思
ふ
。
回
教
及
び
キ
リ
ス
ト
教
に

罰
し
｀
て
こ
ｐ
問
題
は
な
ほ
未
解
決
差
し
て
お
い
た
方
が
慎
重
で

あ
ら
う
。

　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　

’
王
治
心
「
中
国
宗
教
恩
想
皮
大
綱
」
第
六
章
に
も
少
し
く
本
を
教

　

゛
會
の
こ
と
に
頷
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＼

　

’
。
こ
の
條
の
記
痙
に
つ
い
て
は
塚
本
善
隆
氏
の
諸
著
作
、
特
に
魏

　
　
　

晋
佛
教
の
’
展
開
（
支
那
佛
散
史
研
究
北
貌
篇
所
収
）
。
を
參
ｇ
:
ｏ

　

＊
　
％
祥
契
嵩
輔
散
篇
の
孝
牌
に
刄
る
ご
と
ぐ
。
、
孝
を
孝
行
と
孝
義
と

　
　
　

に
分
ち
、
佛
教
は
形
式
の
孝
に
違
ふ
と
も
孝
の
精
紳
を
よ
り
深

　
　
　

く
把
握
し
て
ゐ
る
と
僻
論
す
る
か
、
又
は
・
絃
典
中
の
文
句
を
引

　
　
　

用
し
、
佛
教
に
も
孝
を
脱
か
な
い
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
一

　
　
　

般
に
儒
数
側
の
非
雄
に
對
し
て
守
勢
的
で
あ
る
。

　

゛
こ
の
書
は
上
海
で
膠
秋
笙
氏
か
ら
潜
ら
れ
た
。
氏
は
本
色
数
會

　
　

に
開
す
る
私
の
質
問
に
答
へ
、
希
望
を
持
つ
け
れ
ど
も
時
期
は

　
　

／
匹

す
ぎ
る
と
昨
意
見
で
あ
ヴ
た
・
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