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臼

井

竹

次

良日

永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
ま
た
は
さ
ま
よ
へ
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
の
偉
説
は
、

そ
の
起
源
は
聖
書
の
言
葉
に
よ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
誠
に

爾
曹
に
告
ん
人
の
子
其
園
を
以
て
来
る
を
見
ま
で
は
此
に
立
も
の
の
中
に
死
ざ
る
者
あ
る
べ
し
」

(
マ
タ
イ
侍
十
六
章
二
八
節
)

な
ど
の
箇

所
が
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
、

こ
の
侮
説
が
形
造
ら
れ
た
の
は

一
体
い
つ
の
頃
で
あ
ら
う
か
。
芥
川
龍
之
介
は
こ
れ
に
興
味
を
持
っ
た
ら
し

く
、
よ
く
調
べ
て
居
る
が
、
ア
ハ
ス
グ
ム
ル
ス
の
姿
を
見
た
と
云
ふ
記
録
は
十
三
世
紀
以
後
ら
し
い
。
そ
し
て
十
六
世
紀
頃
か
ら
十
八
世

紀
に
か
け
て
ヨ

l
ロ
y
パ
の
随
所
に
現
は
れ
た
と
云
ふ
記
録
が
あ
る
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
に
関
聯
す
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
の
話
が
活
濯
に
な

っ
た
頃
が
丁
度
フ
ァ
ク
ス
ト
の
侮
説
が
盛
ん
に
な
っ
た
頃
に
蛍
る
ら
し
い
ζ

と
は
わ
か
る
。
ド
イ

ζ 

の

ツ
で
最
初
に
と
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
閲
す
る
絵
双
紙
本
が
出
た
の
が
一
六

O
二
年
、

「
ア
ハ
ス
グ
ム
ル
ス
と
言
ふ
名
を
も
て
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ

い
て
の
物
語
の
あ
ら
ま
し
」
と
云
ふ
題
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ク
ス
ト
傍
説
の
最
初
の
絵
双
紙
本
は
一
五
八
七
年
。
い
づ
れ
も
信
仰
な
き
も
の

の
姿
で
あ
る
が
、

と
れ
ら
の
侮
説
が
喜
ば
れ
た
の
は
諸
図
遍
歴
の
話
や
ら
世
の
常
な
ら
ぬ
奇
行
な
ど
の
面
白
味
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な

ぃ。

一
方
は
未
来
に
向
は
う
と
す
る
新
し
い
人
問
、
他
は
過
去
を
脊
負
う
た
人
間
と
し
て
登
場
す
る
の
も
興
味
あ
る
乙
と
で
あ
る
。
と
も

か
く
ど
ち
ら
の
繕
双
紙
本
も
グ
1
テ
が
幼
い
頃
愛
讃
し
た
も
の
で
あ
り
、
共
に
早
く
か
ら
こ
れ
を
作
品
と
し
て
書
き
た
い
と
志
し
た
題
材

で
あ
っ
た
。グ

1
テ
の
宗
教
銀
事
詩



グ
1

テ
の
宗
教
絞
事
詩

グ
l
テ
が
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
侮
説
を
と
り
上
げ
て
殺
事
詩
の
形
に
し
よ
う
と
し
た
時
、
宗
教
叙
事
詩
と
し
て
は
す
で
に
ミ
ル
ト
ン
の

大
作
が
あ
り
、

ζ

れ
が
ボ

l
ド
マ

l
一
派
に
よ
っ
て
文
撃
の
至
賓
と
仰
が
れ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
ク
ロ
ッ
プ

ν
ュ
ト
ク
は
ド
イ
ツ
の
宗
教
殺

事
詩
と
し
て
メ

νア
ス
を
書
い
た
。

一
七
四
八
年
、
二
十
四
歳
の
時
に
書
き
始
め
、

一
七
七
三
年
に
こ
れ
を
完
結
し
た
。
そ
し
て
グ

l
テ

が
ア
ハ
ス
グ
ェ
ル
ス
の
殺
事
詩
を
書
き
か
け
た
の
が
丁
度
メ
ジ
ア
ス
の
完
結
の
年
で
、
グ

l
テ
は
時
に
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
青
年
グ
1

4

プ
が
ク
ロ
ッ
プ

ν
ュ
ト
ク
の
汗
情
詩
に
感
激
を
寄
せ
た
ζ

と
は
ワ
L

ル
テ
ル
の
中
に
そ
の
記
念
の
文
字
を
残
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
殺
事
詩

が
正
統
派
の
信
仰
を
出
で
ず
、
生
彩
を
歓
く
所
あ
る
に
は
機
ら
な
か
っ
た
と
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
グ

l
テ
は
宗
教
殺
事
詩
に
調

刺
的
な
パ
ロ
デ
ィ
の
姿
を
輿
へ
た
の
で
あ
る
。

後
年
一

八

一
三
年
に
「
詩
と
箆
賞
」
の
第
十
五
巻
で
営
時
を
回
想
し
た
所
を
見
る
と
、
ゲ
ー
テ
は
こ
の
傍
説
を
殺
事
詩
と
し
て
取
扱
ひ

宗
教
史
、
教
曾
史
の
中
で
目
立
っ
た
事
件
を
拾
っ
て
描
か
う
と
し
た
一
大
長
篇
を
企
て
て
ゐ
た
と
と
を
述
べ
、
ア
ハ
ス
グ
ェ
ル
ス
に
つ
い

て
は
彼
が
ド
レ
ス
デ
ン
滞
在
中
に
知
合
っ
た
靴
屋
を
モ
デ
ル
に
し
、

乙
れ
に
同
業
仲
間
と
し
て
ハ
シ
ス
・
グ
ァ
ク
ス
の
機
智
を
加
へ
て
、

ζ

の
偉
説
の
人
物
を
描
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
云
ふ
。

乙
の
靴
屋
の
仕
事
場
は
通
行
人
も
立
止
つ
て
な
か
な
か
の
賑

は
ひ
。
キ
リ
ス
ト
も
弟
子
に
連
れ
ら
れ
て
折
々
は
ζ

と
に
立
寄
る
乙
と
も
あ
っ
た
。
靴
屋
ほ
キ
リ
ス
ト
が
最
展
な
の
で
あ
る
が
、
強
引
に

大
檀
の
構
想
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ロ
が
達
者
で
軽
口
の
名
人
な
の
で
、

自
分
の
考
へ
通
り
の
キ
リ
ス
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
め
で
か
か
る
頭
の
固
さ
。
靴
屋
は
キ
リ
ス
ト

κ向
っ
て
、
閑
人
達
と
一
絡
に

ね
な
い
し
、

ぶ
ら
つ
い
て
、
仕
事
を
放
た
ら
か
さ
せ
て
人
を
集
め
た
り
な
ど
す
れ
ば
ろ
く
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
人
が
集
ま
れ
ば
謀
反
に
も
な
り
か

そ
の
頭
目
に
で
も
か
つ
が
れ
て
つ
ま
ら
ぬ
目
を
見
る
は
必
定
だ
か
ら
、
遊
説
は
止
め
た
が
い
い
と
説
き
つ
け
る
。
キ
リ
ス
ト

は
得
意
の
聾
へ
話
で
わ
け
を
説
明
す
る
が
、

そ
ん
な
言
葉
は
靴
屋
の
耳
に
入
ら
な
い
。
す
る
中
に
キ
リ
ス
ト
の
名
が
高
く
な
る
。
や
が
て

捕
へ
ら
れ
、
裁
か
れ
、
判
決
を
v

つ
け
る
。
そ
の
時
ユ
ダ
が
と
の
仕
事
場
に
駈
け
乙
ん
で
来
た
。

キ
P
ス
ト
が
私
は
王
だ
と
名
乗
り
を
上
げ
て
く
れ
る
の
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
ゐ
た
が
、
い
つ
ま
で

J

い
も
煮
え
切
ら
ず
に
ぐ
づ
つ
い
て
ゐ
る

ユ
ダ
は
他
の
キ
n
J

ス
ト
の
味
方
と
同
じ
く



キ
リ
ス
ト
に
歯
が
ゆ
く
な
っ
て
、
今
は
無
理
に
で
も
こ
れ
を
質
行
さ
せ
よ
う
と
て
、
今
ま
で
力
を
用
ひ
る
こ
と
を
さ
し
ひ
か
へ
て
ゐ
た
祭

司
圏
を
そ
そ
の
か
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
い
ざ
と
な
れ
ば
血
の
雨
も
辞
せ
ぬ
だ
け
の
用
意
は
し
で
あ
っ
た
の
に
、
キ
リ
ス
ト
は
意
外
に
も

自
分
の
方
か
ら
進
ん
で
己
が
身
を
引
渡
し
、
弟
子
ど
も
を
悲
嘆
の
ど
ん
底
に
つ
き
落
し
て
し
ま
っ
た
、
と
ユ
ダ
の
述
懐
。
靴
屋
は
と
れ
を

と
ζ

れ
ま
た
八
つ
蛍
り
。
そ
こ
で
ユ
ダ

聞
い
て
も
キ
リ
ス
ト
へ
の
腹
立
ち
は
お
さ
J

ま
ら
ず
、
ま
た
ユ
ダ
に
劃
し
で
も
要
ら
頃
さ
る
こ
と
を
、

は
と
り
つ
く
島
な
く
、
急
い
で
飛
出
し
て
首
を
吊
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

ゴ
ル
ゴ
タ
へ
の
道
す
が
ら
、
靴
屋
の
仕
事
場
の
前
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
十
字
架
の
重
さ
に
耐
へ
か
ね
た
キ
り
ス
ト
を
見
て
ア
ハ
ス
グ

ェ
ル
ス
は
、
あ
れ
程
言
っ
て
お
い
た
の
に
聞
か
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
責
め
立
て
た
。
彼
は
正
義
漢
で
は
あ
る
が
、
潤
み
を
知
ら
ず
、
人
が

己
が
罪
で
不
幸
な
自
に
遊
ふ
と
、

乙
れ
を
一

一層
責
め
立
て
て
不
幸
を
更

κ大
き
く
す
る
人
間
な
の
で
あ
る
。
と
の
時
グ
エ
ロ
ニ
カ
は
キ
リ

ス
ト
の
顔
を
布
で
蔽
ひ
、

乙
れ
を
ま
た
と
る
と
、
受
難
の
相
は

一
慶
し
て
襲
容
に
光
り
輝
く
顔
が
見
え
た
。
そ
の
光
が
ま
ぶ
し
く
て
自
を

閉
ぢ
る
と
、

「
お
前
は
私
が
と
の
姿
で
ゐ
る
の
を
再
び
見
る
ま
で
は
地
上
を
さ
ま
よ
ふ
の
だ
」
と
の
撃
が
靴
屋
の
耳
に
聞
え
た
。
び
っ
く

み
ん
な
は
出
か
け
て
行
っ
た
後
で
エ
ル
サ
レ
ム
の
通
り
は
ひ
っ
そ
り
開
。
不
安
と
憧
僚
に
駆
ら
れ
て
家
を

り
仰
天
し
て
目
を
開
け
る
と
、

飛
び
出
し
た
の
が
ア
ハ
ス
グ
ェ
ル
ス
の
さ
す
ら
ひ
の
始
ま
り
。

こ
の
腹
案
が
果
し
て
青
年
時
代
に
す
で
に
ζ

の
ま
ま
の
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
か
、
或
は
後
の
人
生
観
か
ら
つ
け
加
は
っ
た
も
の
が
あ

る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
グ
1
テ
は
と
の
腹
案
で
書
き
出
し
た
け
れ
ど
も
、
乙
れ
に
必
要
な
調
べ
も
の
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

そ
の
時
間
も
な
け
れ
ば
、
他
の
計
劃
も
あ
っ
て
ζ

れ
に
力
を
集
中
す
る
と
と
も
で
き
ず
、
そ
の
中
に
ワ
ェ
ル
テ
ル
を
書
き
、
そ
の
反
響
以

後
は
「
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
を
書
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
。
断
片
と
し
て
残
っ
て
ゐ
る
殺
事
詩
に
泊
て
来

る
ア
ハ
ス
グ
L

ル
ス
は
ど
く
僅
か
だ
け
だ
か
ら
、
「
詩
と
寛
賞
」
に
あ
る
腹
案
は
こ
れ
だ
け
で
は
う
か
が
ふ
べ
く
も
な
い
が
、
例
へ
ば
ユ

ダ
の
人
物
に
つ
い
て
の
解
稗
は
後
年
の
考
へ
で
は
な
い
だ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
‘
ま
た
ハ
ン
ス
・

4J
ッ
ク
ス
ば
り
の
ユ
ー
モ
ア
を
持
た
せ

る
乙
と
も
後
か
ら
の
考
へ
方
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

グ
l
テ
の
宗
教
銭
事
詩



グ
l
テ
の
宗
教
鍍
事
詩

四

乙
の
銃
一
挙
詩
に
つ
い
て
の
最
初
の
記
録
は
ラ

l
フ
ァ
タ
!
の
日
記
で
、

一
七
七
四
年
六
月
二
八
日
の
所
に
、
ゲ
ー
テ
と
同
車
し
て
行
く

途
中
、
彼
が
ス
ピ
ノ
ず
に
つ
い
て
語
り
、
こ
の
人
ほ
ど
神
、
救
世
主
に
つ
い
て
語
っ
た
人
は
な
い
と
言
っ
て
か
ら
、
「
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
」

か
ら
引
用
し
て
聞
か
せ
た
と
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
場
合
の
引
用
箇
所
は
こ
の
殺
事
詩
の
第
二
の
構
想
た
る
再
来
の
キ
リ
ス
ト
に
闘
す
る
部

分
で
あ
っ
た
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

と
の
叙
事
詩
は
「
詩
と
質
賃
」
で
は
「
プ
ロ
メ

l
ト
イ
ス
」
と
な
ら
ん
で
鯛
れ
で
あ
る
の
で
二
七
七
三
年
の
作
と
見
る
と
と
が
で
き
る
。

ζ

の
殺
事
詩
断
片
は
中
絶
の
ま
ま
に
な
っ
た
が
、
グ
l
-ア
は
こ
れ
を
幾
度
か
と
り
上
げ
て
書
き
つ
づ
け
る
と
と
を
考
へ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ

る

。

一

七

八

六

年

十

月

二

八

日

、

そ
れ
か
ら
十
三
年
後
、

ロ
ー
マ
に
向
ふ
街
道
で

。ロ0
4
白
色

jzuoszo
の
扇
額
の
か
か
っ
て
ゐ
る

教
舎
堂
の
前
に
立
っ
た
時
、
ペ
ト
ロ
に
輿
へ
た
キ
リ
ス
ト
の
答
、
再
び
十
字
架
に
か
か
ら
ん
が
た
め
に
来
た
と
の
言
葉
が
浮
ん
で
来
て
、

ミ
ュ
ー
ズ
の
神
は
一
つ
の
よ
き
着
想
を
輿
へ
て
く
れ
た
と
日
記
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
だ
が
更
に
書
き
加
へ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
更

に
「
詩
と
実
質
」
第
十
六
巻
に
よ
れ
ば
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
遍
歴
の
途
す
が
ら
ス
ピ
ノ
ヂ
を
訪
れ
る
乙
と
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
に
再
舎
す
る
前
の

こ
と
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
か
ら
、
或
は
ア
ハ
ス
グ
ェ
ル
ス
の
救
ひ
の
乙
と
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

ら
う
か
。
と
の
や
う
に
い
ろ
い
ろ
と
腹
案
が
追
加
さ
れ
て
書
き
つ
づ
け
る
意
志
は
あ
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
が
、

フ
ァ
ク
ス
ト
と
は
違
っ
て
き

れ
ぎ
れ
の
断
片
の
ま
ま
に
終
っ
た
。
乙
れ
が
護
表
さ
れ
た
の
は
死
後
四
年
の
と
と
、

に
よ
っ
て
入
れ
ら
れ
た
。
テ
キ
ス
ト
は
版
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が
あ
る
。

一
八
三
六
年
の
全
集
に
り
!
マ
!
と
エ

y
カ
l
マ
γ

先
づ
作
者
は
異
夜
中
に
飛
び
起
き
て
書
き
出
し
た
と
官
頭
に
前
置
き
し
て
、

書
か
ず
に
居
れ
な
い
欲
求
は
警
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義

務
だ
と
云
っ
た
、
烈
し
く
急
き
と
ん
だ
調
子
で
始
ま
る
の
で
あ
る

d

グ
l
-ア
は
ラ
イ
ブ
チ
ヒ
で
病
を
獲
た
後
、

ヘ
ル
シ
フ

l
ト
派
に
接
近

し
た
が
、
宗
教
哲
撃
、
教
舎
史
の
研
究
を
進
め
て
行
く
に
つ
れ
、

を
も
た
な
い
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、
彼
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
私
用
の
キ

P
ス
ト
教
」
を
見
出
す
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
キ

P
ス

一
七
七
二
年
頃
に
は
ピ
エ
テ
イ
ス
ト
か
ら
も
離
れ
、
あ
ら
ゆ
る
ド
グ
マ

ト
の
人
格
へ
の
敬
愛
、
聖
書
へ
の
閥
心
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、

一
つ
の
宗
派
に
偏
す
る
も
の
の
持
つ
頭
の
中
の
し
と
り
か
ら
離
れ
て
ζ

れ



に
劃
す
る
調
刺
に
傾
き
、
ア
ハ
ス
ヴ
L

ル
ス
に
於
て
乙
れ
の
封
象
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
他
方
で
は
教
舎
の
歴
史
を
研
究
し
て
行

っ
て
、
教
舎
が
キ

y
ス
ト
の
教
へ
か
ら
ど
れ
だ
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
を
い
よ
い
よ
知
る
に
及
ん
で
、

そ
れ
に
劃
す
る
調

刺
の
欲
求
も
強
く
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
と
乙
に
彼
の
企
て
た
叙
事
詩
が
先
人
の
宗
教
叙
事
詩
、
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
分
岐
黙
が
あ
る
。

ミ
ル
ト
ン
の
向
ふ
を
張
っ
て
正
面
切
っ
た
ク
ロ
ッ
プ

ν
ュ
ト
ク
の
叙
事
詩
は
そ
の
た
め
に
固
く
な
っ
た
と
評
さ
れ
た
が
、
若
い
詩
人
は
調

刺
的
パ
ロ
デ
ィ
の
中
で
行
動
の
自
由
を
見
出
さ
う
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。

乙
の
頃
、
即
ち
一
七
七
三
年
に
「
牧
師
の
手
紙
」
が
書
か
れ
た
。

こ
れ
は
一
人
の
老
牧
師
が
新
任
の
牧
師
に
自
分
の
考
へ
て
ゐ
る
所
を

フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
課
し
た
も
の
と
云
ふ
形
を
と
っ
て
ゐ
る
。
作
者
は
と
の
仮
装
に
よ
っ
て
自
分
の
考
へ
を
思
ふ
ま
ま
に

述
べ
た
も
の
で
、

述
べ
る
自
由
を
得
た
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
れ
に
よ
っ
て
グ
l
テ
の
宗
教
観
を
知
る
と
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
容
は
煎
じ
つ
め
れ
ば
神

乙
の
言
葉
は
ま
た
グ

l
-ア
が
ど
の
様
に
ス
ピ
ノ
ザ
を
讃
ん
だ
か
を
示
す
も

と
愛
と
は
U
V

ノ
ニ
ム
で
あ
る
と
の
言
葉
に
つ
き
る
の
で
あ
る
。

の
と
言
へ
ょ
う

Q

そ
れ
か
ら
ま
た
キ
リ
ス
ト
の
教
へ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
舎
内
で
受
け
た
ほ
ど
の
摩
一
迫
を
集
っ
た
場
所
は
他
に
な
い
と
と

や
ら
、
キ
リ
ス
ト
直
後
の
司
徒
の
時
代
に
は
自
に
見
え
る
教
舎
は
地
上
に
な
か
っ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
が
説
か
れ
で
あ
る
。
自
に

見
え
ぬ
教
舎
を
説
い
た
乙
の
書
簡
と
自
に
見
え
る
教
舎
へ
の
調
刺
を
な
す
「
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
は
正
に
表
裏
を
な
す
も
の
で
、
同
じ

年
代
の
も
の
と
し
て
ー
相
即
す
る
。

殺
事
詩
で
は
序
の
部
分
が
す
む
と
、
昔
ユ
ダ
ヤ
の
闘
に
靴
屋
が
住
ん
で
ゐ
た
乙
と
を
護
端
と
し
て
彼
の
信
仰
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
彼

は
堕
落
し
た
教
舎
の
時
代
に
あ
っ
て
心
か
ら
の
信
者
と
し
て
有
名
だ
っ
た
、
即
ち
エ
ァ
セ
シ
派
、
メ
ソ
ヂ
ス
ト
、

ヘ
ル
シ
ア
ー
ト
派
、
分

離
派
を
兼
ね
、

一
身
に
す
べ
て
の
宗
派
を
負
ふ
ほ
ど
の
信
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
云
ふ
の
は
十
字
架
と
苦
情
を
重
ん
じ
た
か
ら
だ
と
言

ふ
Q

エ
ッ
セ
ン
派
と
は
キ
リ
ス
ト
在
世
の
頃
、
死
海
の
畔
に
布
教
し
た
禁
欲
的
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
派
で
あ
っ
て
、
洗
瞳
者
ヨ
ハ
ネ
は
乙
れ
に

属
し
て
ゐ
た
。
ア
ハ
ス
ヴ
L

ル
ス
の
傍
説
に
よ
る
と
、
彼
は
教
舎
に
姿
を
見
せ
た
時
、
主
の
名
が
皐
げ
ら
れ
る
と
殊
の
外
う
や
う
や
し
く

頭
を
垂
れ
た
と
云
ふ
の
で
ヘ
ル
ン
フ

l
ト
派
の
名
も
出
て
来
た
の
で
あ
ら
う
。
と
も
あ
れ
キ
リ
ス
ト
在
世
の
時
代
も
十
八
世
紀
の
キ
リ
ス

グ
i
テ
の
宗
教
絞
事
詩

五



グ
i
テ
の
宗
教
銀
事
務

ム

ノ、

ト
教
諸
派
も
入
り
交
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
偉
説
の
殺
事
詩
で
は
な
く
、
侮
説
を
借
り
た
調
刺
詩
た
る
乙
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

ま
り
彼
は
我
濁
り
行
く
濁
創
的
非
凡
の
人
間
で
、
そ
の
濁
創
非
凡
の
た
め
に
他
の
多
く
の
馬
鹿
も
の
と
同
じ
こ
と
を
し
た
」
の
で
あ
る
。 「つ

こ
の
般
事
詩
は
全
く
き
れ
ぎ
れ
で
あ
る
が
、

と
れ
を
大
体
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
な
ら
ば
第

一
の
部
分
が
ア
ハ
ス
グ
ェ
ル
ス
に
闘
す
る

乙
れ
は
グ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
者
に
向
け
た
調
刺
と
解
さ
れ
る
。
即
ち

部
分
で
、

第
二
の
部
分
は
極
く
僅
か
し
か
な
い
が
、

最
も
偉
大
な
人
聞
は
人
の
子
で
、
最
も
す
ぐ
れ
た
頭
脳
も
他
と
異
る
所
が
な
い
。
た
だ
人
が
足
で
歩
く
所
を
頭
で
歩
く
と
云
ふ
さ
か
さ
ま

ぶ
り
を
や
る
だ
け
の
と
と
。
一
般
の
人
が
尊
敬
す
る
も
の
を
軽
蔑
し
、
皆
が
憤
慨
す
る
と
と
を
平
気
で
尊
敬
す
る
。
と
云
っ
て
も
限
度
が

あ
る
の
で
、

そ
の
極
限
は
神
を
誘
っ
て
塵
を
拝
す
る
乙
と
に
極
ま
っ
た
の
だ
。

と
も
か
く
い
ろ
ん
な
要
素
が
な
ら
ん
で
ご
た
ご
た
し
て
ゐ
る
が
、

ア
ハ
ス
グ
ェ
ル
ス
の
登
場
も
第
一
の
部
分
の
中
だ
け
で
、
先
き
に
見

て
来
た
「
詩
と
異
質
」
で
述
べ
ら
れ
た
人
物
像
は
描
か
れ
て
ゐ
な
い
。
む
し
ろ
狂
信
に
か
た
ま
っ
た
信
者
の
姿
で
あ
る
こ
と
は
前
に
見
た

通
り
で
あ
る
。
プ
l
ケ
の
翻
察
に
従
ふ
と
、
グ
ー
テ
は
ア
ハ
ス
グ
L

ル
ス
の
姿
を
借
り
て

一
つ
の
型
を
描
か
う
と
し
た
の
で
あ
ふ
て
、
そ

れ
は
グ
1
テ
が
始
め
は
同
情
を
寄
せ
て
ゐ
た
が
、
次
第
に
好
意
あ
る
イ
ロ
ニ

l
の
自
で
見
る
や
う
に
な
っ
た
人
閣
の
型
、
即
ち
現
在
の
秩

序
と
自
己
自
身
に
満
足
で
き
ず
、
疑
ひ
、
ほ
じ
く
り
、
あ
ら
探
し
を
し
て
、
果
て
は
自
己
の
生
を
亡
ぼ
す
疑
問
型
の
人
聞
を
描
か
う
と
し

た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

分
離
派
の
人
た
ち
に
は
特
に
こ
の
傾
向
が
強
く
、

あ
ら
ゆ
る
宗
圏
を
離
れ
て
自
力
で
救
ひ
を
求
め
よ
う
と
す

る
。
謂
は
ば
宗
教
上
の
偏
屈
者
を
描
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
。
と
ま
れ
濁
創
的
天
才
の
呼
び
撃
が
高
く
な
り
、
グ

i
テ
も
一
時
は
そ
れ
に

沼
崎
か
れ
た
時
代
風
潮
は
幾
多
の
危
機
を
官
時
に
於
け
る
疑
問
型
の
人
間
と
し
て
生
ん
で
来
た
が
、
ゲ
ー
テ
は
自
己
の
内
に
も
周
園
に
も
そ

の
危
機
と
そ
れ
の
生
む
不
幸
を
知
る
に
つ
け
て
も
、
と
れ
を
脱
し
つ
つ
乙
れ
に
イ
ロ
ニ
!
の
目
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
グ
l
テ
の

批
判
克
服
の
仕
方
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
年
一
八
一
二
年
に
グ
i
テ
は
「
調
創
人
に
容
す
」
と
題
す
る
短
い
詩
を
作
っ
た
。
或
人

目
く
、
わ
れ
は
流
派
を
持
た
ず
、
顔
色
う
か
が
ふ
師
を
持
た
ず
、
先
人
か
ら
事
ぶ
こ
と
更
に
な
し
、
と
。
云
ふ
こ
と
を
正
し
く
解
け
ば
、

わ
れ
は
と
れ
自
家
製
の
愚
者
な
り
、
と
。

ζ

れ
は
い
つ
ま
で
経
つ
で
も
絶
え
る
ζ

と
な
く
績
出
す
る
濁
創
狂
の
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
臭
味
に
業



先
き
に
引
用
し
た
第
二
の
部
分
に
も
濁
創
奇
人
へ
の
調
刺
は
ひ
び
い
て
ゐ

る
。
ま
た
日
毎
に
奇
蹟
を
求
め
る
狂
信
ぶ
り
を
ア
ハ
ス
グ
ェ
ル
ス
に
輿
へ
て
ゐ
る
所
も
さ
う
し
た
調
刺
で
あ
ら
う
か
。
他
方
で
は
ワ
ェ
ル

一
ア
ル
を
同
じ
頃
に
書
い
た
の
で
あ
る
か
ら
グ

l
テ
の
幅
の
庚
さ
は
早
く
か
ら
大
き
か
っ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

乙
れ
は
分
量
か
ら
云
へ
ば
一
番
長
い
。
三
千
年
後
の
キ
リ
ス
ト
の
再
来
が
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
。
天
上
の
場
、

を
煮
や
し
た
結
果
、

吐
き
す
て
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
が
、

殺
事
詩
の
第
コ
万
部
分
、

キ
リ
ス
ト
の
地
上
再
来
及
び
地
上
遍
歴
が
断
片
的
に
つ
ら
な
る
。
天
上
の
場
は
き
れ
ぎ
れ
で
つ
な
が
り
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

「
お
前

は
人
間
愛
の
血
を
も
っ
て
ゐ
て
、
虐
げ
ら
れ
た
も
の
を
助
け
る
の
が
好
き
だ
」
と
か
、

「
み
ん
な
焚
き
殺
さ
れ
ま
し
た
」
な
ど
の
言
葉
が
暗
示
と
し
て
と
び
と
び
に
出
て
来
る
の
は
キ
リ
ス
ト
再
度
の
受
難
が
考

「
父
を
知
っ
た
も
の
が
昔
は
ゐ
た
が
、
今
は
何
慮

に
ゐ
る
の
だ
」

へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
よ
り
も
心
を
打
つ
の
は
地
上
に
下
り
て
来
た
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
で
あ
る
。

喜
び
と
苦
し
み
の

鎖
、
欲
望
に
戟
き
、
脱
し
よ
う
と
努
め
、

一
旦
乙
れ
を
脱
す
る
と
ま
た
新
た
に
こ
れ
に
し
が
み
つ
く
入
閣
の
不
思
議
な
定
め
に
は
安
隠
と

キ
リ
ス
ト
は
再
び
地
上
に
下
り
て
来
た
の
で
あ
る
。
人
聞
に
寄
せ
る
愛
と
同
情
が
ひ
び
く
。
先
き
の
日
に
は

種
を
蒔
い
た
、
今
は
と
り
入
れ
に
来
た
の
で
あ
る
。
前
に
悪
魔
が
誘
惑
し
よ
う
と
し
た
山
に
今
キ
リ
ス
ト
は
下
り
て
来
て
下
界
を
見
廻
し

た
。
か
つ
て
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
か
ら
燃
え
上
っ
た
光
、
天
か
ら
下
界
に
張
り
つ
め
ら
れ
た
清
い
糸
、
彼
の
血
か
ら
生
れ
た
使
徒
、
今
は
何

鹿
に
も
見
嘗
ら
な
い
。
目
に
つ
く
も
の
は
何
か
、
物
慾
が
貧
り
、
搾
り
、
豊
か
に
賓
の
る
野
に
隣
人
の
喜
び
を
喰
ひ
っ
く
し
、
専
制
君
主

一
岬
の
座
に
休
ん
で
居
れ
ず
、

は
大
理
石
の
邸
に
住
ん
で
迷
へ
る
羊
の
民
の
た
め
に
胸
中
に
狼
の
群
を
僻
化
し
、
彼
の
気
ま
ぐ
れ
な
欲
望
を
鎮
め
る
た
め
に
は
人
聞
の
骨

の
髄
が
集
め
ら
れ
、
暖
気
吐
く
ほ
ど
有
儀
る
中
に
ゐ
て
尚
も
幾
千
人
の
汗
と
血
を
流
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
の
名
に
於
て
貧
し
き
も
の
か
ら
そ

の
子
の
パ
ン
を
己
が
満
腹
の
口
に
捧
げ
さ
せ
て
ゐ
る
。
こ
の
腐
っ
た
酒
漢
の
上
に
金
色
燦
と
し
て
受
難
の
印
し
が
光
っ
て
さ
な
が
ら
キ
リ

ス
ト
を
誹
り
顔
、
と
云
っ
た
の
が
地
上
の
有
様
で
あ
っ
た
。

乙
乙
で
切
れ
て
、
次
ぎ
に
キ
リ
ス
ト
の
地
上
遍
歴
に
移
る
。
新
奮
い
づ
れ
の
教
舎
も
彼
の
言
葉
の
賓
の
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知
つ

た
キ
リ
ス
ト
は
道
づ
れ
と
な
っ
た
牧
師
と
共
に
町
に
入
る
。

ζ
ζ

で
上
級
牧
師
の
家
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
こ
れ
か
ら
具
瞳
的

グ
l
テ
の
宗
教
厳
事
務

'じ



グ

1
テ
の
宗
教
鉄
事
詩

八

な
種
々
相
に
絹
れ
る
ζ

と
に
な
る
の
で
あ
ら
う
が
、
惜
し
い
と
と
に
は
ζ

れ
か
ら
先
き
が
無
い
の
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
ツ
ア

l
メ
・
ク

セ
l
ニ
エ
シ
の
一
つ
に
、

「
教
舎
の
歴
史
は
始
め
か
ら
終
り
ま
で
無
理
と
力
の
押
通
し
」
と
あ
る
位
、
グ

l
テ
は
教
舎
史
を
讃
む
ほ
ど
に

作
り
話
で
は
な
い
事
賓
を
数
々
知
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
と
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
所
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
甚
だ
残
念
で
あ

る
ω

そ
の
代
り
道
づ
れ
の
牧
師
を
描
く
時
に
諏
刺
的
な
皮
肉
で
味
附
を
し
て
ゐ
る
ω

彼
は
不
平
た
ら
た
ら
の
妻
君
と
大
勢
の
子
供
を
か
か

へ
て
ゐ
る
が
、
現
金
の
上
り
が
大
き
い
の
で
神
様
に
は
天
閣
で
休
ん
で
貰
っ
て
、
自
分
は
ち
ょ
っ
ぴ
り
己
が
口
を
繁
し
ま
せ
る
、
主
キ
リ

ス
ト
は
壁
の
木
彫
の
や
う
に
頭
の
中
に
は
あ
る
が
、
心
の
中
に
は
宿
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
キ
u
y
ス
ト
が
上
級
牧
師
の
家
へ
案
内
を
頼

ん
だ
時
も
、

こ
い
つ
め
自
分
は
碗
豆
ま
め
ほ
ど
も
な
い
く
せ
に
、
今
ど
な
た
様
と
一
絡
に
ゐ
る
か
知
り
も
し
な
い
の
だ
と
む
く
れ
る
が
、

ど
う
せ
死
ぬ
時
に
は
引
導
渡
し
を
頼
み
に
来
る
の
だ
か
ら
と
思
ひ
直
し
て
案
内
す
る
の
で
あ
る
。

ζ

ん
な
風
に
牧
師
気
質
が
筒
軍
な
が
ら

う
ま
く
描
か
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
町
に
二
人
が
近
づ
い
て
、
彼
方

K
教
舎
の
塔
が
見
え
る
と
、
あ
そ
乙
は
正
義
と
宗
教
が
封
印
し
て
あ
っ
て

そ
の
威
力
を
四
方
に
送
る
所
だ
と
牧
師
が
説
明
す
る
と
、

キ
リ
ス
ト
は
か
つ
て
の
自
の
無
花
果
の
木
に
向
ふ
心
地
が
し
た
、

と
か
、

宅全~
nて

教
改
革
は
僧
か
ら
家
屋
敷
を
と
り
上
げ
た
が
、
そ
と
に
ま
た
別
の
僧
を
植
付
け
た
、
今
度
の
方
が
よ
く
喋
り
、
前
の
も
の
ほ
ど
顔
を
し
か

め
な
い
、
な
ど
と
菰
刺
の
筆
は
よ
く
動
く
。
か
と
思
ふ
と
、
上
級
牧
師
の
家
を
訪
れ
た
時
、
出
て
来
た
女
中
の
前
掛
け
か
ら
キ
ャ
ベ
ツ
が

一
つ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
乙
ろ
が
っ
た
り
す
る
所
は
風
俗
奮
の
や
う
で
あ
り
、
女
中
と
の
問
答
も
面
白
い
。
御
主
人
は
舎
議
中
で
面
舎
な
り
ま
せ

ぬ
と
断
ら
れ
て
キ
リ
ス
ト
が
舎
議
の
場
所
は
何
庭
と
聞
く
と
、
そ
ん
な
と
と
を
聞
い
て
何
に
な
り
ま
す
と
女
中
は
つ
ん
と
す
る
。
い
や
そ

れ
で
も
知
り
た
い
と
重
ね
て
云
ふ
と
女
中
は
も
う
拒
む
勇
気
が
な
く
な
っ
た
、

キ
リ
ス
ト
の
人
物
の
取
扱
ひ
方
も
さ
す
が
は
グ

l
テ
で
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
は
普
か
ら
女
の
胸
へ
の
通
ひ
路
は
よ
く
心
得

て
ゐ
た
。
」

ク
ロ
ッ
プ

ν
ュ
ト
ク
の
や
う
に
固
く
な
ら
な
い
。
フ
ァ
ク
ス

ト
と
な
ら
ん
で
こ
れ
が
完
成
し
て
を
れ
ば
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
に
。
但
し
若
い
グ
!
テ
の
用
語
に
は
わ
か
り
に
く
い
所
が

あ
っ
て
委
し
い
注
が
ほ
し
い
。

ずr



若
き
日
の
憎
み
、
疾
風
怒
濡
期
の
天
才
崇
拝
、
濁
創
欲
の
熱
も
若
い
時
代
の
青
年
の
苦
情
の
象
徴
と
見
ら
れ
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
そ
れ

だ
け
に
烈
し
い
欲
求
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
病
的
な
面
を
露
出
し
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
ウ
ェ
ル
テ
ル
病
患

一
七
七
七
年
の
詩
「
冬
の
ハ
ル
ツ
の
旅
」
の
中
に
も
か
か
る
不
幸
な
青
年
の
姿
が
見
出
さ
れ

者
が
多
く
出
た
ζ

と
は
そ
の
例
誼
で
あ
る
。

る
。
癒
え
ぬ
苦
悩
の
傷
手
に
は
香
油
も
毒
と
な
り
、
轡
の
杯
か
ら
は
喜
び
で
は
な
く
人
間
嫌
ひ
の
苦
汁
を
飲
み
こ
み
、
世
の
笑
ひ
も
の
と

な
っ
て
は
逆
に
世
を
白
眼
で
見
る
、
自
己
を
追
求
し
て
満
足
を
得
る
こ
と
な
く
、
果
て
は
自
己
の
力
を
喰
ひ
っ
く
し
て
し
ま
ふ
。

ζ

の
不

幸
な
青
年
は
人
に
背
き
、
唯
濁
り
山
路
を
踏
み
迷
ふ
、
彼
は
人
生
の
道
に
迷
ひ
、
生
き
る
道
を
見
失
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
時
詩
人
は
慈

愛
の
父
に
向
っ
て
呼
び
か
け
る
、
汝
の
讃
歌
に
し
て
彼
の
耳
に
ひ
び
く
音
あ
ら
ば
、
以
て
彼
の
心
を
晴
ら
し
給
へ
、
砂
漠
に
咽
喉
渇
く
も

の
は
身
近
か
に
泉
あ
る
も
見
え
ざ
れ
ば
、
曇
れ
る
眼
を
聞
か
し
め
給
へ
、
と
。
榊
の
胸
は
秘
密
で
見
え
ず
し
て
、
し
か
も
そ
の
働
き
は
明

か
に
示
さ
れ
る
。
見
え
ず
し
て
顕
現
す
る
愛
の
秘
密
、
こ
れ
乙
そ
は
宗
教
の
核
心
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
今
や
グ
l
テ
は
孤
猫
の
疾
患
か

乙
れ
と
な
ら
ん
で
グ

l
テ
の
自
然
観
察
も
進
み
つ
つ
あ
っ
た
。
一
七
八
四
年
に

岩
に
つ
い
て
」
の
一
文
が
あ
る
。
そ
の
中
で
グ

l
-プ
は
、
人
閣
の
心
と
云
ふ
、
創
造
物
の
中
で
最
も
若
く
、
千
差
寓
別
、
移
ろ
ひ
易
く
費

ら
秘
密
に
し
て
顕
現
す
る
愛
の
働
き
に
よ
る
救
ひ
に
目
を
向
け
た
の
で
あ
る
。

か
く
宗
教
的
鵠
験
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
時
、

「
花
尚

り
易
い
、
最
も
不
安
定
な
も
の
を
観
察
し
て
来
た
目
を
輔
じ
て
、
最
も
古
く
、
境
ら
ぬ
金
剛
不
壊
の
大
盤
石
た
る
花
筒
岩
に
向
っ
た
乙
と

を
述
べ
て
、
自
他
共
に
人
間
の
心
の
移
り
饗
る
不
安
定
に
よ
っ
て
数
々
の
苦
悩
を
経
て
来
た
後
で
、
ゆ
る
ぎ
な
き
崇
高
な
安
定
を
輿
へ
ら

れ
た
乙
と
を
感
謝
し
て
ゐ
る
。
安
定
、
安
心
を
求
め
て
ゐ
た
グ

l
-ア
が
花
偶
岩
を
観
察
し
て
、
と
と
に
移
ろ
は
ぬ
永
遠
な
る
も
の
を
現
賓

に
あ
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
、
そ
れ
は
こ
の
文
章
を
讃
美
の
調
べ
に
ま
で
高
め
た
の
で
あ
る
。

ζ

れ
と
略
々
近
い
一
頃
の

も
の
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
に
「
自
然
」
と
題
す
る
讃
歌
風
の
ア
フ

f
p
ズ
ム
集
が
あ
る。

ζ

乙
で
は
ま
だ
爾
極
性
と
上
昇
性
と
云
ふ
概
念

は
つ
か
め
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
多
と
一
、
創
造
と
破
壊
の
爾
端
を
含
め
て
一
な
る
全
瞳
を
な
す
と
の
自
然
観
が
直
観
的
に
把
へ

ら
れ
て
ゐ
る
。
と
の
文
は
グ

l
-ア
が
書
い
た
ま
ま
忘
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
の
を
一
八
二
八
年
に
な
っ
て
見
せ
ら
れ
て
、

こ
れ
は
八
十
年
代

グ
1
テ
の
宗
教
談
事
詩

九



グ
ー
テ
の
宗
教
銀
事
詩

。

イ
タ
リ
ヤ
旅
行
を
樫
て
彼
の
自
然
観
が
確
立
し
、
二
つ
の

概
念
を
樹
立
し
得
た
段
階
を
最
高
級
と
呼
ん
だ
。
比
較
級
、
最
高
級
と
は
護
展
段
階
の
推
移
で
あ
っ
て
、
質
的
な
費
化
で
は
な
い
。
自
然

に
と
っ
て
は
現
在
が
永
遠
で
あ
る
。
現
在
に
あ
っ
て
し
か
も
太
初
以
来
の
存
在
で
あ
る
花
山
岡
山
石
は
寓
代
不
易
、
永
遠
な
る
も
の
の
姿
で
あ

の
も
の
と
自
分
で
推
定
し
、

と
の
営
時
に
達
し
た
段
階
を
比
較
級
と
名
づ
け
、

り
、
見
え
ぬ
永
遠
の
現
前
す
る
姿
、
存
在
に
象
徴
の
合
致
せ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
と
か
ら
崇
高
な
安
定
が
将
来
し
、

そ
し
て
安
心

の
根
蟻
が
奥
へ
ら
れ
る
。

他
方
グ

I
テ
は
人
間
の
裡
に
宿
る
榊
の
も
の
、

U
E
の
丘
己
目
白
何
回
ゆ
と
云
ふ
詩
(
一
七
八
一
年
)
で
は
識
の
法
則
の
も
つ
必
然
性
に
射
し

て
入
閣
の
も
つ
倫
理
性
を
強
調
し
て
ゐ
る
。
と
ζ

で
は
無
差
別
の
汎
紳
観
に
封
し
て
人
間
倫
理
が
前
面
に
出
て
来
る
。
天
上
の
紳
の
座
に

近
い
も
の
と
し
て
高
貴
な
人
聞
が
求
め
ら
れ
る
。
自
然
は
情
を
持
た
ず
、
善
悪
無
差
別
で
永
遠
の
銭
則
に
従
は
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
の
環
の

中
に
あ
る
が
、
濁
り
人
間
だ
け
が
不
可
能
な
乙
と
を
な
し
得
る
。
そ
れ
は
善
悪
の
選
擦
を
な
す
能
力
、
情
を
知
り
、
善
根
を
も
ち
、
世
の

た
め
に
つ
く
し
、
正
義
を
賓
現
す
る
乙
と

κよ
っ
て
瞬
間
に
永
績
を
輿
へ
る
ζ

と
が
で
き
る
。
人
間
の
倫
理
的
理
想
像
、

乙
れ
が
高
貴
な

人
間
で
、
そ
れ
は
人
間
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
を
努
努
さ
せ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
す
で
に
「
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
中
で
主
役
を
輿
へ
ら
れ
て

ゐ
る
が
、
乙
ζ

に
描
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
K
は
そ
の
後
の
グ
l
-ア
の
宗
教
的
瞳
験
と
共
に
護
展
し
て
来
た
倫
理
的
完
成
の
面
は
ま
だ
蝿
れ
ら

れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。

ζ

の
問
題
は
十
年
後
の
殺
事
詩
「
秘
密
」
で
取
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
雨
者
と
も
グ

1
テ
の
書
い
た
宗
教
殺
事
詩
で

あ
る
が
、
十
年
と
云
ふ
年
月
の
聞
の
作
者
の
思
索
憧
験
の
跡
は
榊
を
宿
す
人
問
、
キ
リ
ス
ト
の
後
纏
ぐ
高
貴
な
人
聞
を
生
ぜ
し
め
た
。
そ

し
て
更
に
法
燈
を
纏
ぐ
も
の
を
見
出
し
、
永
績
、
永
遠
の
相
が
把
へ
ら
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
先
き
の
鎮
事
詩
で
キ
リ
ス
ト
の
嘆
き

で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
度
は
現
に
在
る
も
の
と
し
て
出
現
し
、
過
去
ま
た
は
現
在
の
調
刺
か
ら
現
在
に
永
遠
を
奥
へ
る
示
顕
の
世
界
に
、

否
定
的
か
ら
肯
定
的
に
移
り
、
見
え
ぬ
教
舎
の
考
へ
が
見
え
る
集
圏
の
生
活
と
し
て
展
開
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

叙
事
詩
「
酪
密
」
は
一
七
八
四
年
八
月
に
書
き
始
め
ら
れ
、
翌
八
五
年
の
春
に
再
び
書
き
つ
づ
け
ら
れ
た
が
、

八
行
詩
が
四
十
四
節
ま

で
行
っ
て
切
れ
て
し
ま
っ
た
。

「
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
が
き
れ
ぎ
れ
の
断
片
の
集
り
で
あ
っ
た
の
に
較
べ
る
と
、

と
の
方
は
形
は
と
と
の



っ
て
ゐ
る
。
世
界
の
す
べ
て
の
宗
教
を
登
場
さ
せ
る
と
云
ふ
宗
教
博
物
館
み
た
い
な
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
大
が
か
り
す
ぎ
て

つ
づ
か
な
く
な
っ
た
も
の
か
。
同
じ
年
の
三
月
、
ク
ネ
l
ベ
ル
に
宛
て
た
手
紙
に
、

「
今
と
て
も
大
が
か
り
な
詩
を
せ
っ
せ
と
書
い
て
第

四
十
節
ま
で
来
ま
し
た
。
多
分
そ
れ
は
ま
だ
ほ
ん
の
入
口
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

ζ

の
計
劃
は
私
の
今
の
妹
態
で
は
あ
ん
ま
り
大
き
す
ぎ

ま
す
。
だ
が
つ
づ
け
て
、
ど
こ
ま
で
進
む
か
や
っ
て
み
る
つ
も
り
で
す
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
四
節
つ
づ
い
た
だ
け
で
中
絶
し
、
再
び

ζ

れ
に
燭
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
の
殺
事
詩
と
殆
ん
ど
同
時
に
、
即
一
七
八
四
年
八
月
に
全
集
の
最
初
に
載
っ
て
ゐ
る
「
隊
げ
の
歌
」
が
書
か
れ
た
。
と
の
歌
は
全
集

の
序
と
な
る
位
置
に
お
か
れ
て
ゐ
る
が
、
始
め
は
「
秘
密
」
の
序
と
す
る
つ
も
り
で
書
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
朝
露
の
山
路
を
行
き

霧
の
晴
れ
て
行
く
日
出
の
爽
や
か
な
感
じ
で
始
ま
る
所
は
「
秘
密
」
の
序
歌
と
し
て
も
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
あ
る
。

レ
ブ
ジ
ン
グ
は
「
人

類
の
教
育
」

、(
一
七
八

O
年
)
を
書
い
た
時
、
峠
の
頂
き
に
達
し
た
感
を
洩
ら
し
た
が
、
今
グ
l
-ア
も
彼
の
フ
マ
ニ
テ

l
ト
思
想
の
峯
に

上
っ
た
の
で
あ
る
。
山
を
越
え
、
谷
を
渡
り
、
幾
度
か
の
危
機
を
抜
け
て
後
、
部
然
と
眼
界
が
聞
け
た
感
じ
で
あ
る
。
「
隊
げ
の
歌
」
で

は
朝
霧
が
切
れ
て
そ
の
中
か
ら
女
神
が
現
は
れ
て
来
る
。
霧
の
中
か
ら
女
瞳
紳
の
出
現
す
る
構
想
は
グ
1
テ
の
好
み
で
、
し
ば
し
ば
用
ひ

ら
れ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
こ
の
歌
の
場
合
で
も
こ
の
女
神
が
誰
で
あ
る
と
か
、
何
を
示
す
か
と
か
穿
盤
す
る
ζ

と
は

νι
タ
イ
ガ

l
が
云
ふ

や
る
に
要
ら
ざ
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
詩
人
が
女
神
と
交
は
す
言
葉
に
耳
を
傾
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
詩
人
は
情
熱
が
若
い
身
内
を

駆
け
め
ぐ
っ
た
暗
に
と
れ
を
鎮
め
て
く
れ
た
ζ

と
を
女
紳
に
謝
し
、
迷
ひ
の
日
々
に
は
友
づ
れ
多
か
っ
た
の
に
、
女
神
を
識
る
に
及
ん
で

は
孤
濁
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
と
を
訴
へ
る
。
即
ち
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
て
来
た
こ
と
の
嘆
き
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
女
神
は
と
れ
に
答

へ
て
、
少
年
の
日
の
夢
魔
め
き
ら
ぬ
聞
に
超
人
と
恩
ひ
と
む
も
の
の
け
に
濃
か
れ
て
、
人
間
の
義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
こ
と
を
奉
げ
る
。

夢
の
幸
閥
、
夢
の
危
機
は
少
年
の
臼
か
ら
青
年
に
到
る
ま
で
脱
し
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
、
汝
自
身
を
知
れ
と
戒
め
る
。
無
限
向

上
の
努
力
は
天
才
崇
拝
の
横
溢
と
な
り
、

そ
れ
は
わ
れ
他
を
区
別
す
る
濁
創
狂
と
な
っ
て
孤
立
の
傾
き
を
免
れ
な
い
。
汝
自
ら
を
知
れ
と

は
、
他
と
麗
ら
、
さ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
平
和
に
世
と
和
解
せ
よ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
調
和
と
云
ふ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
説
く
女

グ
1
テ
の
宗
教
叙
事
詩



グ
1
テ
の
宗
教
叙
事
詩

耐
に
は
先
き
の
日
の
「
プ
ロ
メ

l
ト
イ
ス
」
に
於
け
る
ミ
ネ
ル
グ
ァ
の
清
澄
な
悌
が
浮
ん
で
来
る
。
プ
ロ
メ
l
ト
イ
ス
劇
は
断
片
に
終
つ

て
そ
の
後
の
褒
展
は
わ
か
ら
な
い
が
、
調
停
役
の
ミ
ネ
ル
グ
ァ
の
言
葉
に
は
調
和
へ
の
暗
示
が
讃
み
と
ら
れ
る
。

「
献
げ
の
歌
」
で
女
榊

の
説
く
「
汝
自
身
を
知
れ
」
は
「
秘
密
」
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
自
己
克
服
と
相
遥
じ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
後
で
鰯
れ
よ
う
。

一
口
に
プ
マ
ニ
テ

i
ト
と
云
っ
て
も
レ
y

V
ン
グ
、

於
け
る
共
通
の
場
を
な
す
乙
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

ゲ
ー
テ
と
そ
れ
ぞ
れ
に
相
異
る
面
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、

レ
ブ

ν
シ
グ
が
フ
ラ
イ
マ
ワ
ラ

l
の
艶
話
を
書
き
、

ヘ
ル
ダ

1
‘

と
の
頃
に

「
賢
者
ナ

l
タ
ン
」
を
褒
表

「
人
類
の
教
育
」
で
彼
の
思
想
の
峯
に
達
し
た
頃
と
ほ
ぼ
な
ら
ん
で
ヘ
ル
ダ

l
の
イ
デ

i
エ
ン
は
巻
を
追
う
て
出
か
か
り
、
グ

l
テ

が
前
掲
の
詩
を
通
し
て
彼
の
ブ
マ
ニ
テ
l
ト
思
想
に
形
を
輿
へ
つ
つ
あ
っ
た
頃
と
相
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
。
・
と
の
頃
は
ま
た
グ
l
-ア
が
ジ

しュ
タ
イ
ン
夫
人
、

ヘ
ル
ダ

l
、

ク
ネ

l
ベ
ル
と
の
閣
の
親
交
が
篤
か
っ
た
時
で
も
あ
っ
た
。

己
を
理
解
し
て
く
れ
る
少
数
の
人
と
し
て

こ
れ
等
の
人
々
を
グ

l
-ア
は
讃
者
と
し
て
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
グ
1
テ
が
ヘ
ル
ダ

l
の
書
か
ら
譲
み
と
っ
た
も
の
は
人
間

の
歴
史
を
貫
い
て
永
遠
に
費
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
言
ふ
確
信
で
あ
っ
た
。
入
閣
の
歴
史
は
移
る
、
宗
教
も
ま
た
賢
る
。
神
の
叡
智
は
い
つ

し
か
偉
統
と
し
て
因
襲
化
す
れ
ば
、
澗
渇
し
て
人
を
苦
し
め
、
人
か
ら
背
か
れ
る
も
の
と
な
る
。
だ
が
差
異
、
融
機
遷
は
あ
っ
て
も
、
ど
の

宗
教
に
も
神
の
叡
智
は
宿
り
、

そ
れ
ぞ
れ
道
は
異
っ
て
も
神
へ
の
服
従
蹄
依
に
襲
り
は
な
い
。
ど
の
宗
教
に
も
一
度
は
永
遠
な
る
も
の
の

示
顕
し
た
時
期
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
永
遠
な
る
も
の
は
と
れ
ま
た
秘
密
に
し
て
額
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

殺
事
詩
は
山
を
越
え
て
尋
ね
行
く
若
い
行
脚
僧
マ
ル
ク
ス
と
共
に
歩
む
険
し
い
山
路
で
以
て
始
ま
る
。
だ
が
と
と
で
は
登
る
と
と
久
し

け
れ
ば
自
ら
目
指
す
所
に
も
近
づ
く
信
念
が
あ
る
。
あ
の
冬
の
日
の
ハ
ル
ツ
の
山
中
で
青
年
が
道
を
見
失
ふ
行
程
と
は
何
と
云
ふ
違
ひ
で

あ
ら
う
か
。
唯
こ
れ
一
つ
を
求
め
る
の
は
純
粋
で
は
あ
る
が
、
阻
ま
れ
る
と
無
理
に
も
と
云
ふ
我
執
が
生
じ
易
く
、
寛
に
は
道
が
な
く
な

る
こ
と
に
も
な
る

Q

今
や
詩
人
に
も
ゆ
と
り
が
生
じ
て
来
た
。

ζ

の
詩
の
謎
を
頭
の
中
で
考
へ
て
全
部
を
解
か
う
と
せ
ず
に
、
各
人
各
様

に
受
け
と
っ
て
ほ
し
い
と
と
を
作
者
は
求
め
る
の
で
あ
る
。
美
し
い
花
も
見
る
人
次
第
で
、
紫
し
ん
で
足
を
停
め
る
人
も
あ
れ
ば
、
暗
い

目
っ
き
で
と
れ
を
避
け
る
人
も
あ
る
。
好
き
な
や
う
に
味
は
へ
ば
そ
と
に
泉
も
湧
い
て
出
ょ
う
と
云
ふ
も
の
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
も
つ



そ
の
諸
相
を
通
じ
て
一
つ
の
秘
密
、
永
遠
な
る
も
の
の
象
徴
を
受
け
と
る
な
ら
ば
そ
れ
は
宗
教
の
核
心
に
鰯
れ
た
の
で
あ
る
。

語
の
説
明
を
待
た
ず
し
て
自
づ
と
蹄
依
安
心
を
誘
ふ
象
徴
が
こ
こ
で
は
穣
蓄
に
か
こ
ま
れ
た
十
字
架
で
あ
る
。

グ
1
-プ
は
ζ

の
殺
事
詩
を
中
断
し
て
か
ら
再
び
と
れ
に
鯖
れ
る
と
と
は
し
な
か
っ
た
が
、

秘
密
、

一
八
一
五
年

κヶ
i
ユ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
の
筆
生

圏
瞳
か
ら
乙
の
詩
の
説
明
を
求
め
ら
れ
て
、
翌
年
こ
れ
の
回
答
を
嚢
表
し
た
。
グ

1
-ア
は
こ
の
詩
の
環
境
と
し
て
モ
ン
ト
・
セ
ラ

l
ト
を

思
ひ
浮
べ
る
こ
と
を
求
め
た
。
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
近
郊
に
あ
る
鋸
山
、
モ
ン
ト
・
セ
ラ
!
ト
に
は
八
八

O
年
頃
ペ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
の
修
道
院

が
建
立
さ
れ
て
、
参
箱
す
る
求
道
の
士
が
世
界
各
園
か
ら
集
っ
て
来
た
と
云
ふ
。
グ
1
テ
が
こ
の
名
を
知
っ
た
の
は
ア
ウ
グ
ス
ト
・
フ
ォ

そ
の
記
述
の
寄
贈
を
受
け
た
の
が
一
八

O
O年
で
あ
る
か
ら
、
殺
事
詩
を
書
い
た
頃
に
は
ま
だ

知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
ζ

れ
が
グ
1
テ
の
考
へ
て
ゐ
た
理
想
郷
に
最
も
近
い
現
賓
の
場
所
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
ら

シ
・
プ
シ
ボ
ル
ト
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、

今
拳
生
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
こ
の
名
を
使
ふ
の
が
一
番
の
早
わ
か
り
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
。

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
土
地
か
ら
勝
れ
た
人
た
ち
が
集
り
、
気
候
、
風
土
、
風
俗
、
習
慣
な
ど
が
異
る
に
つ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
護
展
し

て
来
た
考
へ
方
、
感
じ
方
を
め
い
め
い
が
代
表
し
、

そ
の
最
高
度
の
完
成
は
個
々
で
は
不
十
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
集
園
生
活
を
す
る
ζ

と
に
ト
す
っ
て
達
成
さ
れ
得
る
乙
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
し
て
各
自
相
互
の
仲
介
者
と
な
る
べ
き
導
師
が
居
て
、

そ
の
導
師
を
中
心
に
十
二
人

の
騎
士
圏
僧
が
ゐ
て
勤
行
に
つ
と
め
て
ゐ
る
。
十
二
人
の
騎
士
圏
僧
が
即
ち
世
界
の
宗
教
を
代
表
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
導
師
の
名
は
フ

で
あ
る
。

マ
l
ヌ
ス
と
言
ふ
。
と
の
名
は
象
徴
的
な
ひ
び
き
を
持
っ
て
ゐ
る
。
神
で
も
な
く
、
キ
日
ノ
ス
ト
で
も
な
い
。
人
聞
の
名
を
持
っ
て
い
る
の

の
中
で
キ
リ
ス
ト
が
町
の
門
を
入
ら
う
と
し
て
番
人
の
役
人
に
と
が
め
ら
れ
る
と
と
ろ
が
あ

先
き
の

「
永
遠
の
ユ
ダ
ヤ
人
」

る
Q

名
は
何
と
申
す
か
。
人
間
の
子
ぢ
ゃ

。
ζ

れ
で
キ
リ
ス
ト
は
ま
か
り
通
る
。
併
し
後
で
役
人
ど
も
は
大
騒
ぎ
。
何
ぢ
ゃ
、
あ
い
つ
奴

人
間
の
子
ぢ
ゃ
と
ぬ
か
し
て
、
面
と
向
っ
て
愚
弄
す
る
と
は
け
し
か
ら
ん

u

だ
が
報
告
書
に
は
何
と
書
い
た
も
の
か
。

殿
は
、
何
を
考
へ
と
る
、
あ
い
つ
の
親
爺
の
名
が
人
間
な
ん
ぢ
ゃ
、
と
解
決
を
つ
け
る
。
と
乙
で
調
刺
と
し
て
ひ
び
く
人
聞
の
名
は
後
に

「
人
聞
に
宿
る
神
の
も
の
」
の
詩
で
は
高
貴
な
人
間
と
し
て
倫
理
的
完
成
の
内
容
を
輿
へ
ら
れ
た
。
プ
マ

l
ヌ
ス
は
と
の
高
貴
な
人
聞
を

一
杯
気
嫌
の
隊
長

グ
1
-プ
の
宗
教
銀
事
務



グ
l
テ
の
宗
教
銀
事
詩

四

示
す
も
の
で
あ
る
。
叙
事
詩
の
始
ま
り
は
行
脚
僧
マ
ル
ク
ス
の
到
来
で
、

そ
の
日
は
ブ
マ

l
ヌ
ス
が
こ
と
を
立
去
る
こ
と
を
言
明
し
た
直

後
で
あ
る
。

プ
マ

l
ヌ
ス
の
生
立
ち
素
性
を
聞
く
と
、
聖
霊
の
申
し
子
と
し
て
生
れ
、
洗
躍
の
日
に
は
一
つ
の
星
が
群
を
抜
い
て
光
り
、
腕
が
鳩
の

群
に
入
っ
て
仲
よ
く
つ
ど
ひ
、
次
い
で
彼
は
少
年
の
自
に
妹
の
腕
に
ま
き
つ
い
た
蛇
を
退
治
し
、
ま
た
彼
の
剣
の
先
に
鯛
れ
た
岩
か
ら
泉

が
湧
い
た
。
キ

D
ス
ト
、

ヘ
ラ
ク
レ
ス
、

モ
1
セ
の
侮
説
を
一
身
に
集
め
た
如
く
で
あ
る
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
集
る
所
の
導
師
と

云
ふ
格
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
更
に
長
じ
て
先
づ
瞳
験
し
た
乙
と
は
服
従
と
奉
仕
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
試
錬
の
中
で
最
も
困
難
な
も
の

は
自
己
を
制
す
る
乙
と
で
あ
る
ν

力
は
生
き
て
働
く
た
め
に
は
絶
え
ず
前
進
し
よ
う
と
す
る
し
之
に
反
し
て
世
の
流
れ
は
四
方
か
ら
と
れ

を
押
~
ー
、
阻
み
、
引
き
さ
ら
は
う
と
す
る
u

生
け
る
も
の
を
拘
束
す
る
あ
ら
ゆ
る
力
か
ら
解
放
さ
れ
る
も
の
は
自
己
克
服
を
な
し
た
人
間

で
あ
る
。
服
従
と
奉
仕
、
あ
ら
ゆ
る
弊
苦
を
進
ん
で
甘
受
し
て
自
己
克
服
を
瞳
得
し
て
後
フ
マ

l
ヌ
ス
は
教
圏
生
活
に
入
っ
た
。
聖
者
、

賢
者
、
選
ば
れ
た
人
と
し
て
彼
は
教
圏
の
中
の
仲
介
者
で
あ
る
と
共
に
榊
と
人
間
と
の
仲
介
者
で
あ
る
。
人
間
の
倫
理
的
完
成
が
と
と
に

具
現
し
た
の
で
あ
る
。

プ
マ

l
ヌ
ス
の
周
圏
の
十
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
彼
に
近
づ
き
、
彼
に
倣
は
う
と
努
め
る
。
何
年
か
の
共
同
生
活
は
そ
の
果
賓
を
得
た
の

で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
宗
教
は
そ
の
最
高
の
成
果
を
上
げ
る
時
期
に
達
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
榊
の
愛
と
人
間
の
愛
が
賓
を
結

び
、
榊
と
人
間
の
徳
が
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
仲
介
者
フ
マ

l
ヌ
ス
は
そ
の
精
榊
が
十
二
人
に
そ
れ
ぞ
れ
に
具
現
し
た
の
で
、

も
は
や
地
上
の
衣
を
必
要
と
し
な
く
な
り
、
立
去
る
と
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
最
も
困
難
な
徳
た
る
自
己
克
服
が
な
さ
れ
る
と
と
は

世
に
背
く
修
道
院
で
は
な
い
。
だ
か
ら
プ
マ

i
ヌ
ス
に
受
難
の
運
命
は
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
乙
乙
に
着
い
て
十
字
架
を
見

上
げ
た
時
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
世
の
人
の
慰
め
と
な
り
、
希
望
と
な
っ
た
十
字
架
、
精
神
は
乙
れ
を
己
が
義
務
と
し
、
心
は
こ
れ
に
熱
い

祈
願
を
捧
げ
た
十
字
架
、
死
の
力
を
碑
き
、
勝
利
の
旗
に
議
か
れ
て
は
た
め
い
た
十
字
架
が
自
に
映
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
十
字

架
は
破
蓄
の
花
で
菌
ま
れ
、
固
い
木
に
柔
か
み
が
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
の
秘
密
の
象
徴
に
は
何
の
説
明
の
言
葉
も
つ
い
て
ゐ
な
い
。



八
一
六
年
の
回
答
に
も
グ

I
テ
は
ζ

の
こ
と
に
は
縄
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
と
れ
が
今
後
ど
の
や
う
に
費
展
す
る
か
も
述
べ
な
か
っ
た
。
だ

が
グ

l
テ
は
言
ふ
、
ブ
マ

l
ヌ
ス
の
退
去
の
日
と
マ
ル
ク
ス
の
到
来
の
時
が
も
し
復
活
祭
の
前
の
週
だ
と
す
れ
ば
、
次
に
来
る
復
活
祭
は

人
閣
の
達
し
た
高
い
妖
態
が
永
顧
す
る
乙
と
の
確
謹
と
な
っ
て
、

一
園
の
人
々
は
フ
マ

1
ヌ
ス
退
去
の
悲
し
み
を
大
い
に
慰
め
ら
れ
る
と

と
に
な
る
だ
ら
う
、
と
。

し
て
み
る
と
破
事
は
復
活
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
か
。
と
ま
れ
死
の
暗
さ
で
は
な
く
、
明
る
い
喜
び
に
つ
つ
ま
れ
た
十
字
架
は
そ
の
ま

ま
永
遠
な
る
も
の
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
ブ
マ

l
ヌ
ス
が
地
上
の
衣
を
脱
ぐ
時
、
若
い
マ
ル
ク
ス
が
門
を
た
た
く
。
と
云
ふ
こ
と
は
復
活
と

は
後
績
、
後
継
を
意
味
し
、
地
上
に
於
け
る
永
績
、
現
在
が
即
ち
永
遠
の
境
が
具
現
し
た
と
見
る
と
と
が
で
き
る
。
殺
事
詩
の
終
り
の
所

に
、
夜
の
引
明
け
頃
、
短
火
を
持
っ
た
三
人
の
青
年
が
登
場
す
る
。
短
火
を
消
し
て
三
人
の
姿
は
見
え
な
く
な
る
が
、
乙
れ
が
世
間
へ
と

出
て
行
く
か
ど
う
か
、
殺
事
詩
は
と
ζ

で
切
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
わ
か
ら
な
い
。
グ

l
テ
の
作
品
の
中
の
モ
ン
ト
・
セ
ラ

1
ト
と
見
る
と

と
が
で
き
る
こ
の
舷
事
詩
は
一
つ
の
頂
献
で
あ
っ
て
、
永
遠
の
相
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
謂
は
ば
原
形
と
言
へ
ょ
う
。
但
し
そ
の
メ

タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
見
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
切
れ
た
の
で
あ
る
。
秘
密
に
つ
つ
ま
れ
た
頂
離
は
一
つ
の
指
針
で
あ
っ
て
、
乙
こ
に
ワ
イ
ル
ヘ
ル

ム
・
マ
イ

ス
タ
ー
の
秘
密
の
塔
と
な
り
、
数
育
郷
と
な
り
、
或
は
プ
ァ
ウ
ス
ト
に
於
け
る
共
同
盟
へ
と
護
展
を
な
す
座
芽
が
含
ま
れ
て
ゐ

る
。
グ

l
テ
の
フ
マ
ニ
テ

l
ト
思
想
の
果
賓
が
傍
統
と
な
り
、
と
れ
が
ど
の
や
う
な
創
造
を
今
日
ま
で
生
ん
で
来
た
か
。
そ
れ
は
興
味
深

い
と
と
で
あ
る
が
同
時
に
あ
ま
り
に
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

(
本
研
究
は
昭
和
三
十
二
年
度
文
部
省
科
撃
研
究
費
に
よ
る
「
古
典
期
に
於
け
る
フ
マ
ニ
テ
l
ト
概
念
の
形
成
」
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
)
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