
評書

書

評

累
8
一
霧
日
①
も
ω
霞
2

　
野
望
9
ミ
ご
紺
ミ
ミ
題
§
駄

　
9
爵
偽
肉
筆
お
賊
ミ
§

　
湘
§
ミ
い
い
§
ミ
b
u
o
N
o
讐
犠

ニ
コ
ラ
ス
・
テ
ル
プ
ス
ト
ラ
著

『
ル
ネ
サ
ン
ス
期
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
お
け
る

俗
人
兄
弟
会
と
市
民
的
信
仰
』

坂
　
上
　
政
　
美

　
本
書
は
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
お
け
る
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会

（
0
8
ヰ
象
墨
譜
け
伊
O
o
世
智
σ
Q
巳
p
・
兄
弟
子
、
信
心
会
）
に
つ
い
て
研
究
し

て
き
た
著
者
の
、
一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
四
年
に
か
け
て
の
論
文
を
中
心

に
ま
と
め
た
初
の
著
作
で
あ
り
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会
研
究
に
お
い
て
も

最
初
の
包
括
的
な
研
究
成
果
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
七
〇
年
代
以
前
、
信
心
団
体
と
し
て
の
側
面
の
み
が
注
目
さ
れ
、
主

に
教
会
史
の
文
脈
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
兄
弟
会
研
究
は
、
社
会

史
的
関
心
の
拡
大
と
い
う
歴
史
学
の
潮
流
の
変
化
の
中
で
、
ま
ず
八
○
年
代

初
頭
に
、
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
の
手
法
を
導
入
し
た
ワ
イ
ズ
マ
ン
や
プ
ラ
ン
等
に

よ
っ
て
、
転
換
期
の
都
市
に
お
け
る
政
治
・
社
会
構
造
の
中
に
、
新
た
に
位

置
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
兄
弟
会
や
病
院
施
設
を
、
前
近
代
社
会
に
お
け

る
貧
民
救
済
上
の
役
割
に
着
目
し
て
と
ら
え
る
傾
向
が
高
ま
り
、
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
を
専
門
と
す
る
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
を
初
め
と
し
て
、
我
国
で
も
河
原
温
氏

や
高
橋
友
子
氏
等
の
業
績
が
あ
る
。
こ
れ
ら
先
駆
者
の
業
績
と
手
法
を
吸
収

し
た
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会
を

取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
的
変
化
の
中
に
位
置
付
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　
本
書
の
構
成
は
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
が
既
発
表
論
文
で
あ
り
、
そ

の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
背
景
と
な
る
政
治
、
宗
教
的
推
移
を
第
一
章
に

お
い
て
概
観
し
、
第
五
章
で
は
、
や
や
趣
を
変
え
て
病
院
施
設
を
中
心
に
論

じ
て
い
る
。
多
岐
に
渡
る
論
点
を
す
べ
て
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
兄
弟
会
と
社
会
構
造
と
の
関
係
の
解
明
を
課
題
と

し
て
い
る
評
者
の
関
心
を
中
心
に
、
以
下
に
お
い
て
そ
の
幾
つ
か
を
取
り
上

げ
、
若
干
の
論
評
を
述
べ
て
み
た
い
。
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こ
こ
で
は
、
本
書
の
テ
…
マ
周
辺
の
宗
教
的
背
景
の
概
要
と
、
考
察
対
象

と
す
る
～
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
ま
で
の
兄
弟
会
を
生
み
出
し
た
諸
条

件
が
示
さ
れ
る
。
ま
ず
、
一
五
世
紀
に
お
い
て
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会
は
一

つ
の
転
換
期
を
迎
え
る
と
し
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
要
因
を
挙
げ
る
。
第
一

の
要
因
は
、
～
四
世
紀
末
に
北
・
中
部
イ
タ
リ
ア
都
市
に
迫
っ
た
ミ
ラ
ノ
の

≦
ω
o
o
膨
凱
家
に
よ
る
脅
威
と
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
し
た
聖
母
を
奉
じ
る
ビ

ア
ン
キ
の
行
進
と
呼
ば
れ
た
都
市
規
模
の
市
民
に
よ
る
プ
ロ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の

影
響
で
あ
る
。
第
二
の
要
因
と
し
て
は
、
シ
ス
マ
に
よ
っ
て
失
墜
し
た
教
会

権
威
の
回
復
を
目
指
す
教
皇
庁
の
方
針
の
下
で
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
司
教
に
就

任
し
た
厳
格
派
霧
o
o
o
一
〇
≧
げ
Φ
お
鋤
ユ
（
「
四
一
七
一
四
五
）
の
、
兄
弟
会
推
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進
政
策
が
挙
げ
ら
れ
る
。
在
俗
司
祭
と
共
に
、
一
般
の
俗
人
儒
徒
に
対
し
て

も
積
極
的
な
教
化
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
》
一
げ
Φ
お
帥
瓢
は
、
兄
弟
会
を
、

教
会
と
俗
人
と
の
問
に
接
点
を
作
り
出
す
た
め
の
手
段
と
考
え
、
彼
に
よ
っ

て
一
五
世
紀
以
降
を
特
徴
付
け
る
新
た
な
兄
弟
会
の
形
態
が
作
ら
れ
た
と
署

っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
、
コ
ン
タ
ー
ド
や
地
区
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
な
宗
教

的
シ
ン
ボ
ル
を
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
全
体
の
信
仰
の
中
心
に
拡
大
し
、
全
帯
的
規
模

を
持
た
せ
た
点
、
そ
し
て
聖
書
劇
の
上
演
や
壮
大
な
プ
ロ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
実

施
さ
せ
る
な
ど
、
視
覚
的
影
響
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
部
分
に
、
従
来
と
は
異

な
る
兄
弟
会
の
儀
礼
上
の
重
要
な
転
換
が
看
取
で
き
る
。
し
か
し
、
著
者
は

以
上
の
よ
う
な
見
通
し
を
示
し
た
上
で
、
b
d
Φ
耳
ぞ
。
σ
q
匡
○
家
台
頭
と
共
に
特

に
兄
弟
会
の
政
治
的
性
格
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
兄
弟
会
を

政
治
的
文
脈
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
を
避
け
、
民
衆
宗
教
を
再
考
す
る
上

で
重
視
す
る
。
≧
ぴ
2
σ
Q
承
伝
の
死
後
、
広
範
な
社
会
層
の
市
民
、
女
性
、
子

供
ま
で
も
取
込
ん
だ
兄
弟
会
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
市
民
の
信
仰
生
活
の
中

心
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
兄
弟
会
の
運
営
、
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
従

来
の
教
会
史
の
観
点
か
ら
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
市
民
の
信
仰
上
の
絆
を
明
ら

か
に
し
、
都
市
生
活
の
一
局
面
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
本
書

の
核
と
な
る
問
題
意
識
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　
P
「
p
《
ω
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「
一
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餌
瓢
ぐ
①
コ
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続
く
第
二
章
で
は
、
上
記
の
問
題
に
対
し
、
「
兄
弟
会
と
托
鉢
修
道
会
」
、

「
集
団
儀
礼
に
見
ら
れ
る
信
仰
」
、
「
個
人
儀
礼
に
見
ら
れ
る
信
仰
」
、
「
死
と

臨
終
」
と
題
さ
れ
た
計
四
節
に
お
い
て
、
規
約
に
現
れ
る
様
々
な
儀
礼
の
検

討
を
行
い
、
一
五
世
紀
に
現
れ
る
兄
弟
会
と
そ
れ
以
前
の
も
の
と
の
差
異
、

ま
た
托
鉢
修
道
会
の
儀
礼
と
の
違
い
を
示
し
、
兄
弟
会
信
仰
の
独
自
性
を
浮

き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
〉
ぴ
Φ
お
売
口
の
改
革
期
に
は
、
シ
エ

ナ
の
b
u
Φ
露
鋤
益
営
○
や
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
の
ζ
鋤
⇒
ヰ
Φ
象
と
い
っ
た
厳
格
派

修
道
士
が
、
市
民
の
信
仰
生
活
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
そ
の
影

響
下
に
お
い
て
多
数
の
鞭
昇
ち
兄
弟
会
巳
ω
口
説
冨
四
韻
が
誕
生
、
そ
し
て
そ

の
一
派
で
あ
る
げ
即
け
8
鼠
が
創
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
＝
二
世
紀
に
起
源

を
持
つ
O
o
ヨ
冨
σ
q
三
Φ
ω
且
降
誕
即
と
異
な
り
、
修
道
誓
約
を
行
わ
な
い
俗

人
信
徒
の
集
ま
り
で
あ
り
な
が
ら
瞑
想
、
告
解
、
鞭
打
ち
の
儀
礼
を
重
視
し
、

新
人
会
員
に
は
見
習
い
期
間
を
設
け
る
な
ど
、
修
道
会
会
則
を
模
倣
し
た
点

に
何
よ
り
特
徴
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
上
靴
に
、
規
約
の
分
析

に
よ
っ
て
、
鞭
打
ち
儀
礼
が
形
式
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
、
個
人
の
内
面
の
問

題
よ
り
も
、
月
例
ミ
サ
そ
し
て
物
故
会
員
の
追
悼
ミ
サ
と
い
っ
た
集
会
の
方

が
重
視
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
、
運
営
の
主
導
権
は
9
蝕
鎚
隊
。
に
就
任
す
る
俗

人
信
徒
の
側
に
握
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
次
に
、
会
員
の

思
想
を
よ
り
直
接
に
探
る
べ
く
、
年
代
記
の
中
の
、
公
証
人
国
房
Φ
o

ζ
価
ヨ
Φ
一
下
一
の
一
五
三
一
年
の
臨
終
を
巡
る
記
述
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
こ
に

は
、
ギ
ル
ド
の
有
力
者
に
加
え
、
故
人
が
生
前
に
所
属
し
て
い
た
複
数
に
及

ぶ
兄
弟
会
の
会
員
と
、
そ
こ
で
雇
わ
れ
て
い
た
ド
メ
ニ
コ
派
修
道
士
が
弔
い

に
集
ま
っ
て
い
た
。
兄
弟
会
は
、
現
世
に
お
け
る
親
族
、
隣
人
、
ギ
ル
ド
と

い
っ
た
紐
帯
を
越
え
た
人
間
関
係
を
作
り
出
し
、
死
後
に
対
す
る
保
障
を
、

よ
り
強
園
に
幾
重
に
も
作
り
出
す
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
追
悼
ミ
サ
の

重
視
と
い
う
点
か
ら
も
、
兄
弟
会
へ
の
参
加
の
主
要
な
目
的
は
、
ま
さ
に
自

分
の
死
後
に
お
け
る
魂
の
救
済
の
確
保
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
複
数
の
兄
弟
会
へ
の
参
加
、
救
貧
活
動
も
、
市
民
に

と
っ
て
は
純
粋
な
世
俗
的
関
心
か
ら
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
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評書

　
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
が
兄
弟
会
に
参
加
し
た
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
は
、

ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
市
民
が
コ

ム
ー
ネ
政
府
の
葬
儀
に
関
す
る
奢
修
禁
止
令
を
逃
れ
る
た
め
に
兄
弟
会
に
参

加
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
兄
弟
会
と
葬
儀
と
の
関
係
は
注
目
に
値

す
る
。
今
後
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会
に
関
し
て
も
、
都
市
の
法
令
と
の
関

係
に
お
い
て
更
に
検
討
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た

会
員
の
信
仰
心
の
在
り
方
を
検
討
す
る
上
で
は
、
会
内
部
で
、
聖
職
者
あ
る

い
は
俗
人
会
員
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
説
教
の
検
討
が
有
効
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
恐
ら
く
史
料
的
限
界
か
ら
か
、
そ
の
点
に
雷
及
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
階
し
ま
れ
る
。

　
ω
・
↓
7
Φ
ヨ
Φ
O
，
〇
三
〇
ω
O
↓
ヨ
Φ
∋
σ
Φ
「
ω
三
〇

　
本
章
は
、
「
見
習
い
会
員
と
正
会
員
」
、
「
地
理
的
構
造
と
社
会
的
地
位
」
、

「
規
模
、
発
展
、
出
席
者
」
、
「
追
放
者
」
、
「
残
留
者
」
、
「
女
性
」
、
「
小
括
」

と
題
さ
れ
た
計
七
節
か
ら
構
成
さ
れ
、
こ
こ
で
は
会
員
録
を
主
な
史
料
と
し
、

兄
弟
会
を
、
そ
の
規
模
、
会
員
の
性
別
と
い
っ
た
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
五
世
紀
の
改
革
以
降
の
兄
弟
会
内
部
の
構
造
を
会
員
構
成
面
か

ら
扱
っ
て
い
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
専
門
と
す
る
ワ
イ
ズ
マ
ン
は
、
会
員
の

地
理
的
分
布
の
検
討
や
統
計
的
手
法
を
会
員
録
の
考
察
に
導
入
す
る
こ
と
で
、

　
五
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
、
教
区
や
ゴ
ン
フ
ァ
ロ
ー
ネ
を
越
え
て
市

内
全
域
か
ら
会
員
を
集
め
る
兄
弟
会
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
さ

ら
に
、
市
民
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
中
に
兄
弟
会
を
位
置
付
け
、
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
市
民
に
と
っ
て
、
兄
弟
会
と
は
政
治
的
キ
ャ
リ
ア
の
踏
み
台
と
し
て
の

役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
と
い
う
点
を
強
調
し
た
。
本
章
に
お
い
て
著
者
は
、

一
五
世
紀
以
降
の
ポ
ロ
…
ニ
ャ
の
兄
弟
会
に
起
こ
っ
た
構
造
面
で
の
変
化
を
、

敢
え
て
異
な
る
視
点
か
ら
考
察
し
、
ワ
イ
ズ
マ
ン
の
示
し
た
兄
弟
会
の
イ

メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
新
た
な
知
見
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
従
来
、
　
一
五
世
紀
の
改
革
は
、
幾
つ
か
の
兄
弟
会
に
お
い
て
、
広
範
な
市

民
の
参
加
と
共
に
、
会
員
数
の
増
大
と
い
っ
た
兄
弟
会
の
大
型
化
を
も
た
ら

し
た
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
一
四
四
ニ
ー
八
～
年
の

竃
Φ
。
・
。
。
臼
○
霧
ρ
○
誹
8
会
、
～
四
七
一
　
1
一
五
五
五
年
の
ω
．
O
砕
。
賦
ヨ
。

①
α
》
コ
舞
会
な
ど
の
会
員
録
の
統
計
的
検
討
に
よ
っ
て
、
死
亡
時
ま
で
一

貫
し
て
正
会
員
で
あ
っ
た
者
が
実
は
少
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
ω
．
○
綜
。
『
ヨ
。
Φ
匹
〉
謬
四
会
で
は
こ
の
期
問
、
確
か
に
入
会
者
数
は

増
加
す
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
が
見
習
い
期
間
や
生
前
の
間
に
退
会
し
て
い

る
。
つ
ま
り
少
数
の
固
定
し
た
会
員
が
核
と
な
っ
て
運
営
に
あ
た
り
、
そ
の

周
辺
を
流
動
的
な
会
員
層
が
常
に
入
れ
代
わ
り
な
が
ら
取
り
巻
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
た
一
四
世
紀
ま
で
見
ら
れ
た
女
性
や
職
人
層
の
参
加
も
、
次
第

に
減
少
し
て
い
き
、
こ
れ
は
＆
し
。
鼠
9
舞
江
や
審
鉾
β
二
ほ
ど
そ
の
特
徴
が

顕
著
で
あ
っ
た
。
≧
げ
霞
α
Q
鋤
甑
の
改
革
は
、
従
来
に
な
か
っ
た
規
模
で
、
市

昆
の
兄
弟
会
へ
の
参
加
と
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
が
、
こ
の
兄
弟
会
の
「
全

市
民
」
化
は
、
同
時
に
、
職
人
や
女
性
を
排
除
し
、
有
力
市
昆
の
閉
鎖
的
な

兄
弟
会
を
誕
生
さ
せ
る
と
い
う
逆
説
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
だ
っ
た
。

　
申
量
末
期
、
様
々
な
兄
弟
会
に
お
い
て
、
会
員
の
社
会
層
や
数
に
お
い
て

変
化
が
晃
ら
れ
る
こ
と
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
例
か
ら
も
首
肯
で
き
る
。
著

者
は
さ
ら
に
、
退
会
者
の
多
さ
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
兄
弟
会
が
構
造
幽
い

か
な
る
変
化
を
被
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
よ
り
具
体
的
な
像

を
示
し
得
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い

る
史
料
は
大
半
が
一
六
世
紀
の
も
の
で
あ
り
、
≧
び
2
α
q
鋤
厭
の
改
革
以
後
の

兄
弟
会
の
変
化
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
通
時
的
な
史
料
の
分
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析
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
有
力
市
田
へ
の
主

導
権
の
移
動
を
指
摘
す
る
～
方
で
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会
は
、
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
場
合
と
異
な
り
、
内
部
で
、
政
治
的
キ
ャ
リ
ア
に

繋
が
る
密
な
人
的
結
合
関
係
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

部
分
に
つ
い
て
は
判
断
の
根
拠
が
曖
味
で
、
推
測
に
基
づ
く
部
分
が
多
い
こ

と
に
不
満
が
残
る
。
む
し
ろ
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
カ
タ
ス
ト
の
よ
う
な
対
照
史

料
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会
の
場
合
、
政
治
的
、

社
会
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
妨
げ
と
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
劇
・
O
o
ヨ
§
⊆
コ
鋤
＝
Ω
Φ
温
ξ
鋤
α
∋
…
三
ω
紳
「
鶏
δ
瀞
鋤
5
α
楠
5
鋤
”
o
δ
ω

　
本
章
で
は
兄
弟
会
の
信
仰
の
内
容
と
、
組
織
と
し
て
の
構
造
の
変
化
、
特

に
兄
弟
会
の
役
職
と
財
産
と
の
関
係
を
極
心
に
、
「
共
同
体
」
、
「
運
営
」
、

「
収
入
・
財
産
・
義
務
」
と
題
す
る
三
節
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　
≧
げ
Φ
お
鋤
鳳
の
改
革
は
、
幾
つ
か
の
兄
弟
会
か
ら
ロ
ー
カ
ル
性
を
排
除
し

た
が
、
そ
の
際
、
大
聖
堂
へ
の
祭
壇
の
移
転
や
、
「
ζ
諸
山
。
類
舞
茸
匹

ζ
o
答
。
」
の
よ
う
に
一
地
区
の
信
仰
の
シ
ン
ボ
ル
が
、
全
市
的
信
仰
の
対
象

に
ま
で
高
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
特
徴
が
現
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状

況
が
も
た
ら
す
組
織
の
巨
大
化
、
運
営
資
金
の
増
加
、
事
務
の
煩
雑
化
と
い

っ
た
現
象
は
、
　
～
四
世
紀
以
前
の
、
小
規
模
か
つ
素
朴
な
民
聞
信
仰
の
一
形

態
と
し
て
の
兄
弟
会
の
在
り
方
を
、
運
営
面
、
構
造
面
か
ら
揺
る
が
す
結
果

を
も
た
ら
す
。
ψ
ζ
巴
鋤
号
｝
冨
ζ
9
お
会
や
ψ
ζ
9
H
貯
仙
巴
ω
Φ
三
会
な

ど
富
裕
で
あ
っ
た
兄
弟
会
で
は
、
礼
拝
堂
の
新
設
や
祭
壇
の
移
動
、
さ
ら
に

下
部
組
織
と
し
て
少
年
兄
弟
会
や
病
院
の
運
営
に
着
手
し
始
め
る
が
、
こ
れ

は
内
部
で
、
事
務
に
携
わ
る
会
員
と
儀
礼
の
み
に
参
加
す
る
会
員
と
の
区
別

を
生
み
出
し
た
。
ま
た
同
時
に
、
渚
。
＄
鳳
。
（
公
証
人
）
な
ど
事
務
に
長
け

た
専
門
職
の
者
や
ζ
器
ω
舞
。
や
∪
Φ
唱
。
ω
一
§
δ
な
ど
の
役
職
を
常
置
す
る

傾
向
も
～
般
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
で
も
、
教
会
や
修
道
会
の
影
響

よ
り
も
俗
人
主
体
の
運
営
形
態
へ
の
移
行
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　
ま
た
財
源
の
性
格
も
変
化
し
た
。
一
四
世
紀
の
ペ
ス
ト
大
流
行
以
後
、
多

く
の
兄
弟
会
で
は
、
寄
進
・
遺
贈
が
増
加
し
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
オ
ル
サ
ン

ミ
ケ
ー
レ
会
の
よ
う
に
、
豊
富
な
資
金
力
を
持
つ
兄
弟
会
も
現
れ
た
。
し
か

し
、
一
五
世
紀
末
以
降
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会
で
は
、
市
内
や
コ
ン
タ
ー

ド
に
お
い
て
会
が
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
か
ら
の
地
代
・
賃
貸
収
入
が
主
な

財
源
と
な
り
始
め
、
一
五
〇
五
年
の
ω
・
ω
Φ
げ
霧
旨
き
。
①
菊
o
o
。
o
会
の
年
間

収
入
で
は
そ
の
大
半
が
地
代
収
入
と
公
債
に
よ
る
利
子
収
入
に
よ
っ
て
占
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
有
力
市
艮
に
よ
る
不
動
産
獲
得
の
傾
向
、

所
謂
「
土
地
へ
の
回
帰
」
と
連
動
し
て
お
り
、
運
営
主
体
が
有
力
帯
民
の
手

に
移
る
に
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
資
産
に
対
す
る
考
え
方
が
反
映
さ
れ
た
と
、

著
者
は
強
調
す
る
。

　
兄
弟
会
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
都
市
ご
と
ま
た
は
会
ご
と
に
、
詳
細
か
つ

様
々
な
実
態
が
近
年
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
本
章
の
分
析
は
比
較
史
的
観

点
か
ら
も
興
味
深
い
考
察
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
兄
弟
会
の
運
営
に
携
わ
る

役
職
の
種
類
や
そ
の
数
の
推
移
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
会
の
社
会
的
性

格
を
探
る
視
点
は
有
益
だ
が
、
史
料
上
の
制
約
か
ら
か
、
個
々
の
役
職
に
ど

の
よ
う
な
社
会
層
の
市
民
が
就
任
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
ま
で
踏
み
込

め
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
ま
た
、
運
営
形
態
の
分
析
に
つ
い
て
、
や

は
り
～
五
世
紀
以
前
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
兄
弟

会
が
地
代
収
入
へ
の
依
存
を
強
め
て
い
っ
た
時
期
が
具
体
的
に
実
証
さ
れ
て
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評書

い
な
い
点
に
も
不
満
が
残
る
。

　
9
0
0
コ
ヰ
舞
Φ
ヨ
簗
0
7
0
＝
ぞ
雪
〔
＝
，
Φ
o
一
く
δ
2
洋

　
ぎ
一
7
Φ
一
鋤
一
Φ
骨
子
Φ
Φ
コ
帥
7
鋤
コ
α
Φ
鋤
「
一
《
ω
㎜
×
酔
Φ
Φ
コ
仲
7
0
Φ
コ
紳
⊆
「
一
Φ
ω

　
本
書
の
締
括
り
と
し
て
、
帯
民
に
よ
る
私
的
な
信
仰
団
体
で
あ
り
、
教
会

や
修
道
会
な
ど
の
指
導
下
に
あ
っ
た
兄
弟
会
が
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、

　
六
世
紀
に
は
、
政
麿
や
有
力
市
民
と
い
っ
た
世
俗
権
力
の
管
理
下
に
移
り

半
公
的
な
性
格
を
持
つ
に
至
っ
た
か
が
、
主
と
し
て
、
兄
弟
会
が
運
営
す
る

病
院
施
設
の
側
面
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
本
章
は
三
節
構
成
で
、
順
に
「
シ
ニ

ョ
ー
レ
体
制
か
ら
も
。
豆
狸
。
（
元
老
院
）
に
よ
る
寡
頭
支
配
へ
」
、
「
兄
弟
会
的

病
院
施
設
か
ら
国
家
的
貧
民
救
済
へ
」
、
「
全
帯
民
的
信
仰
の
発
展
」
と
題
さ

れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
～
五
世
紀
末
の
、
イ
タ
リ
ア
半
島
の
勢
力
均
衡
と
そ
の
崩
壊
と
い

う
国
際
状
況
の
変
動
の
中
で
、
常
に
大
国
の
影
響
を
受
け
て
き
た
ボ
ロ
ー
ニ

ャ
の
政
治
的
推
移
が
概
観
さ
れ
る
。
一
五
世
紀
、
シ
ニ
ョ
ー
レ
の
地
位
に
あ

っ
た
b
u
魯
牙
。
α
q
一
δ
家
の
勢
力
基
盤
は
、
実
は
、
ミ
ラ
ノ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

と
い
う
二
大
勢
力
の
支
持
の
上
に
築
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
一
五
世
紀
宋

の
、
シ
ャ
ル
ル
の
イ
タ
リ
ア
侵
攻
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
追
放
と
い
っ
た
国
際
情

勢
の
変
化
の
中
で
、
政
治
的
支
持
者
を
失
っ
た
b
d
窪
鋤
く
○
σ
Q
一
δ
家
は
追
放
さ

れ
、
他
の
有
力
市
民
は
ω
魯
舞
。
を
形
成
し
、
今
度
は
教
皇
庁
を
保
護
者
と

す
る
集
団
指
導
体
制
へ
の
道
を
選
ん
だ
。
単
独
の
シ
ニ
ョ
ー
レ
を
排
す
る
こ

と
で
、
制
度
上
政
治
権
力
の
頂
点
に
立
っ
た
ω
Φ
暴
8
層
の
有
力
市
民
は
、

自
ら
を
巻
帯
の
秩
序
の
管
理
者
で
あ
り
、
宗
教
施
設
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
と

す
る
自
負
心
を
も
育
て
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
次
い
で
、
兄
弟
会
に
よ
る

貧
民
救
済
上
の
性
格
の
変
化
が
、
兄
弟
会
が
運
営
す
る
病
院
施
設
に
焦
点
を

当
て
る
こ
と
で
具
体
的
に
検
討
さ
れ
、
ω
’
ζ
9
「
貯
伍
Φ
α
q
財
》
博
σ
q
Φ
罫
ω
．

O
δ
ぴ
げ
ρ
ψ
ζ
母
冨
匹
皿
ゆ
類
O
O
磐
ρ
ω
■
じ
d
窪
δ
δ
ヨ
①
O
象
菊
魯
O
と
い
う

四
つ
の
病
院
の
例
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
が
所
謂
「
キ
リ
ス
ト
の
貧
者
」
を
対

象
と
す
る
施
設
か
ら
、
実
質
的
な
貧
者
の
保
護
と
矯
正
と
い
う
近
代
的
な
慈

善
施
設
へ
と
病
院
が
変
化
す
る
過
程
を
跡
付
け
て
い
る
。
一
五
二
七
年
の
疫

病
流
行
、
続
く
　
五
五
八
年
、
一
五
六
一
年
の
飢
謹
の
発
生
は
、
都
市
部
及

び
コ
ン
タ
ー
ド
に
お
け
る
大
量
の
乞
食
と
狐
児
の
出
現
と
い
う
、
都
市
生
活

上
、
深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
従
来
、
巡
礼
の
宿
泊
所
で
あ
っ
た
幾
つ

か
の
病
院
施
設
が
、
組
織
的
な
捨
児
養
育
院
へ
と
合
併
・
再
編
さ
れ
る
契
機

と
な
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
貧
民
の
選
別
と
矯
正
と
い
う
近
代
的
救
貧
観

の
特
徴
を
備
え
た
施
設
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
た
。
一
六
世
紀
の
ω
9

ζ
鋤
嵩
鋤
伍
蝕
ゆ
鋤
類
o
o
磐
。
病
院
で
は
、
両
親
を
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
人
と
し
、
物
乞

い
な
ど
の
悪
習
の
経
験
を
持
た
な
い
一
〇
才
か
ら
一
二
才
ま
で
の
孤
児
の
み

を
収
容
す
る
と
規
定
し
て
お
り
、
孤
児
へ
の
手
工
業
技
術
と
教
育
の
付
与
、

女
児
に
対
し
て
は
嫁
資
の
授
与
な
ど
、
孤
児
に
対
す
る
社
会
的
更
正
を
目
的

と
し
た
運
営
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
近
代
初
期
は
、
都

市
市
民
の
救
貧
観
の
変
化
上
の
転
機
と
な
る
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者

は
こ
こ
で
、
病
院
が
伝
統
的
救
貧
団
体
か
ら
脱
却
し
て
い
く
上
で
は
、
都
市

を
席
巻
し
た
疫
禍
の
社
会
的
、
心
理
的
被
害
の
影
響
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
兄

弟
会
や
病
院
運
営
に
対
し
て
豊
漁
な
資
金
や
政
治
的
援
助
を
提
供
し
う
る

ω
骨
無
。
布
民
の
関
与
と
い
う
点
に
注
目
す
る
。
ω
9
ζ
巴
⇔
α
①
崩
じ
d
墨
髭
o
o
甲

8
病
院
の
運
営
母
体
で
あ
っ
た
兄
弟
会
で
は
、
二
七
三
名
の
会
員
の
内
、

実
に
過
半
数
が
支
配
階
層
に
属
す
る
市
民
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
兄
弟
会
と

病
院
に
対
し
て
、
侮
よ
り
も
豊
富
な
資
金
力
、
そ
し
て
、
教
皇
か
ら
の
腰
宥

の
付
与
や
政
府
の
保
護
と
い
っ
た
特
権
を
与
え
、
半
公
的
団
体
へ
と
脱
却
さ
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せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
著
者
は
兄
弟
会
の
運

営
に
参
加
し
、
そ
の
構
造
面
で
の
変
化
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
ω
窪
舞
。

市
罠
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て
討
論
す
る
。
一
五
世
紀
ま
で
の
兄
弟
会
は
、
そ

の
地
区
や
教
区
に
お
い
て
信
仰
さ
れ
る
ロ
ー
カ
ル
な
聖
人
を
誹
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
必
然
的
に
そ
の
維
持
、
管
理
は
、
職
人
層
を
も
多
数
包
含
し
た

地
区
住
民
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
六
世
紀
、
ω
窪
舞
。

市
民
が
兄
弟
会
の
管
理
に
着
手
す
る
に
及
ん
で
、
ロ
ー
カ
ル
な
信
仰
対
象
で

あ
っ
た
も
の
が
、
全
市
的
規
模
で
崇
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
こ
の
傾

向
は
、
祝
祭
の
劇
場
的
効
果
に
よ
っ
て
、
ω
毛
馬
。
層
が
そ
の
権
威
を
誇
示

す
る
と
い
う
目
的
、
そ
し
て
、
市
民
信
仰
の
中
心
も
ま
た
自
ら
の
手
に
よ
っ

て
管
理
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
発
生
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
て
い
っ

た
。
本
章
は
、
ま
と
め
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
前
章
ま
で
述
べ
て
き
た
主

張
を
近
代
的
病
院
施
設
の
誕
生
と
い
う
文
脈
の
申
で
再
度
検
証
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
う
し
た
施
設
の
誕
生
を
可
能
と
し
た
、
兄
弟

会
に
実
際
に
参
加
し
て
い
る
政
治
支
配
者
層
に
よ
っ
て
、
当
時
の
知
識
人
に

よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
救
貧
観
が
ど
の
程
度
受
け
入
れ
ら
れ
、
現
実
の
運
営
に

反
映
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
知

識
人
層
に
よ
る
救
貧
観
の
変
化
が
病
院
の
役
割
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
の

は
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
の
前
提
と
な
る
「
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
む

し
ろ
、
そ
う
し
た
枠
組
の
中
で
、
兄
弟
会
の
下
部
組
織
で
あ
っ
た
病
院
施
設

が
実
際
に
社
会
の
中
で
形
成
し
て
い
っ
た
独
自
の
性
格
、
役
割
を
考
慮
し
、

他
の
救
貧
施
設
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
著
者
の
述
べ
る
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会
・
病
院
施
設

に
よ
る
貧
民
救
済
活
動
は
、
プ
ラ
ン
を
始
め
と
す
る
イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
け

る
兄
弟
会
の
救
貧
活
動
の
研
究
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
別
都
市
に
お

け
る
よ
り
具
体
的
な
実
態
の
解
明
と
い
う
点
で
意
義
深
い
。

　
以
上
、
本
書
の
内
容
紹
介
と
若
干
の
論
評
を
行
っ
て
き
た
が
、
最
後
に
全

体
に
関
す
る
評
者
の
感
想
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
部
の
宗
教
的
リ
ー
ダ
ー

に
よ
っ
て
市
民
の
兄
弟
会
へ
の
関
心
が
高
め
ら
れ
、
新
た
な
タ
イ
プ
の
兄
弟

会
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
そ
の
経
緯
や
性
格
に
関
し
、
同
時
期
の
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
兄
弟
会
の
場
合
と
似
通
う
点
が
多
い
。
こ
の
こ
と

は
、
中
世
末
期
の
イ
タ
リ
ア
都
市
が
共
通
し
て
抱
え
て
い
た
構
造
的
な
問
題

が
、
兄
弟
会
現
象
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
著
者
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
兄
弟
会
現
象
は
政
治
的
解

釈
に
の
み
帰
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
が
、
第
三
章
、
第
四
章
で
示
さ
れ
た
結

果
は
、
都
市
内
の
階
層
分
化
の
進
展
や
、
特
に
、
自
治
都
市
か
ら
国
家
体
制

へ
の
脱
皮
の
過
程
に
お
け
る
政
府
や
教
皇
庁
と
の
力
関
係
の
中
で
、
今
後
更

に
発
展
さ
せ
、
解
釈
し
得
る
可
能
性
を
与
え
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
著
者
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
兄
弟
会
が
侮
ら

政
治
的
役
割
を
果
た
し
得
る
文
脈
に
置
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

他
都
市
に
対
し
、
な
ぜ
そ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
社

会
構
造
の
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
従
来
個
々
の
兄
弟
会
の
実
証
研
究
が
散
発
的
に
行
わ
れ
て
い

る
に
留
ま
っ
て
い
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
関
し
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、
中
世
末

期
の
政
治
的
、
社
会
的
、
宗
教
的
状
況
の
中
へ
歴
史
的
に
位
置
付
け
た
と
い

う
点
に
お
い
て
、
重
要
な
著
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
特
に
、

教
皇
庁
と
の
関
係
に
お
け
る
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
独
自
性
が
配
慮
さ
れ
た
こ
と
は

注
目
さ
れ
、
対
抗
宗
教
改
革
期
の
兄
弟
会
の
構
造
や
市
民
の
参
加
の
問
題
を

扱
う
際
に
、
都
市
政
府
と
教
皇
庁
と
い
う
権
力
構
造
の
中
で
兄
弟
会
を
扱
う
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と
い
う
、
よ
り
大
き
な
枠
組
み
を
提
示
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
近

年
関
心
を
集
め
て
い
る
、
救
貧
観
の
推
移
の
問
題
や
、
中
世
末
期
の
都
市
に

お
け
る
兄
弟
会
や
病
院
の
救
貧
活
動
上
の
意
義
を
問
う
研
究
に
お
い
て
も
、

大
き
な
貢
献
を
為
す
と
思
わ
れ
る
。
研
究
史
上
豊
か
な
蓄
積
を
持
つ
一
部
の

都
市
を
中
心
に
、
今
日
ま
で
こ
れ
ら
の
観
究
は
進
め
ら
れ
、
我
国
に
お
い
て

も
、
そ
う
し
た
研
究
が
主
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
像

を
安
易
に
一
般
化
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
猶
慎
重
な
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
本
書
は
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
個
別
都
市
に
お
け
る
実
態
の
解
明

と
い
う
点
に
お
い
て
、
著
者
は
確
固
た
る
進
展
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
本
書
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
史
研
究
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
諸

都
市
に
お
け
る
兄
弟
会
の
比
較
研
究
を
行
う
上
で
も
、
重
要
な
意
義
を
も
つ

こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
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