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147 『アンクル・トムの小屋』におけるトムのキリスト教について

H
・
B
・
ス
ト
ウ
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て

森
田　

美
千
代

Ⅰ　

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
H
・
B
・
ス
ト
ウ
（H

arriet B
eecher Stow

e, 1811

―96

）
に
よ
っ
て
一
八
五
二
年
に
書
か
れ
た
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム

の
小
屋
（U

ncle T
om

’s C
abin; or, Life A

m
ong the Low

ly
）』
に
お
い
て
、
主
人
公
と
み
な
さ
れ
て
い
る
ト
ム
が
、
ど
の
よ
う
な
キ
リ
ス

ト
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
、
テ
キ
ス
ト
に
で
き
る
だ
け
忠
実
に
み
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
作
業
を
通
し
て
、
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト

教
の
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
は
じ
め
に
、
ス
ト
ウ
が
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を
書
こ
う
と
思
っ

た
契
機
と
動
機
は
一
八
五
〇
年
の
逃
亡
奴
隷
法
の
成
立
で
あ
っ
た
こ
と
、
ス
ト
ウ
は
奴
隷
制
の
悪
を
彼
女
の
も
っ
と
も
強
み
と
す
る
キ
リ
ス

ト
教
で
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
え
る
こ
と
、
ア
フ
リ
カ
人
に
対
し
て
「
同
情
と
﹇
思
い
や
り
の
﹈
感
情
（sym

pathy and feeling

）」

を
ア
メ
リ
カ
人
が
も
つ
こ
と
を
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
目
的
と
す
る
と
ス
ト
ウ
が
言
っ
て
い
る
こ
と
、
ス
ト
ウ
は
『
ア
ン
ク
ル
・

ト
ム
の
小
屋
』
を
「
北
部
の
、
男
性
・
女
性
（
特
に
母
親
）・
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
・
キ
リ
ス
ト
教
会
」
に
向
か
っ
て
書
い
て
い
る
こ
と
を
、
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本
稿
目
的
の
「
背
景
」
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

一
八
五
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
で
「
逃
亡
奴
隷
法
（the Fugitive Slave Law

）」
が
成
立
し
た
。
正
確
に
は
、「
第
二
次
逃
亡
奴
隷
法
」
で
あ

る
。「
第
一
次
逃
亡
奴
隷
法
」
は
一
七
九
三
年
に
成
立
さ
れ
、
同
法
に
よ
っ
て
逃
亡
奴
隷
を
援
助
す
る
者
は
罰
金
を
科
せ
ら
れ
た
。「
第
二
次

逃
亡
奴
隷
法
」
は
一
八
五
〇
年
に
成
立
さ
れ
、
そ
の
目
的
は
奴
隷
主
の
財
産
保
護
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
逃
亡
奴
隷
を
追
跡
す
る
権
限

や
逃
亡
奴
隷
を
連
れ
帰
る
権
限
を
奴
隷
主
に
与
え
、
ま
た
逃
亡
奴
隷
を
援
助
す
る
者
の
刑
罰
を
（
第
一
次
逃
亡
奴
隷
法
よ
り
も
さ
ら
に
）
重

く
し
た
）
1
（

。

ス
ト
ウ
が
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を
書
こ
う
と
思
っ
た
契
機
と
動
機
の
一
つ
は
、
一
八
五
〇
年
の
第
二
次
逃
亡
奴
隷
法
の
成
立
で

あ
っ
た
。
ス
ト
ウ
は
、
次
の
よ
う
に
、
記
し
て
い
る
。

一
八
五
〇
年
の
逃
亡
奴
隷
法
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
人
間
ら
し
さ
も
も
ち
合
わ
せ
た
人
々
が
、
善
良
な
市
民
の
義
務
と
し

て
、
実
際
に
逃
亡
奴
隷
を
も
と
の
隷
属
状
態
に
戻
す
の
を
奨
励
し
て
い
る
と
聞
い
た
と
き
、
ま
た
北
部
の
自
由
州
に
住
む
親
切

で
思
い
や
り
の
あ
る
立
派
な
人
々
が
、
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
、
何
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
努
め
で
あ
る
か
と
わ
ざ
わ
ざ
考
え
た

り
、
議
論
し
た
り
す
る
の
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
聞
い
た
り
し
た
と
き
、
驚
き
と
戸
惑
い
の
あ
ま
り
、
作
者
は
た
だ
た
だ
次
の
よ

う
に
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
人
々
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
奴
隷
制
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
分
か
っ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
。
も
し
分
か
っ
て
い
た
ら
、
そ
も
そ
も
こ
う
い
う
問
題
を
議
論
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
よ
う
が
な
い

で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
思
い
が
高
じ
て
い
っ
た
と
き
、
生
き
た
劇
的
リ
ア
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
奴
隷
制
を
表
現
し
た
い
と
い

う
欲
求
が
起
こ
っ
て
き
た
（
三
八
三
、
五
一
九
）
2
（

）。

ス
ト
ウ
は
ま
た
、
一
八
五
〇
年
一
二
月
に
、
兄
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
妻
に
あ
て
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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奴
隷
法
（the slave law

）
は
、
私
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
、
驚
く
べ
き
こ
と
、
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の

罪
と
不
幸
を
海
底
深
く
沈
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
私
も
喜
ん
で
共
に
沈
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。（
中
略
）
父
が
ボ
ス

ト
ン
に
来
て
、
逃
亡
奴
隷
法
（the Fugitive Slave Law

）
に
つ
い
て
説
教
し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
に
と
思
う
。
昔
、
私
が
幼

か
っ
た
と
き
、
リ
ッ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
で
、
父
は
奴
隷
売
買
（slave trade

）
に
つ
い
て
説
教
し
た
の
だ
が
、
あ
の
と
き
の
よ
う

に
）
3
（

。

こ
こ
で
、
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
ベ
リ
ン
（Joshua D

. B
ellin

）
が
、“U

p to H
eaven ’s G

ate, D
ow

n in 

E
arth ’s D

ust: T
he Politics of Judgm

ent in U
ncle T

om
’s C

abin ” 

に
お
い
て
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
は
、
神
が
ス
ト
ウ
を
し

て
こ
の
小
説
を
書
か
し
め
た
と
い
う
こ
と
と
、
ス
ト
ウ
自
身
の
欲
求
に
よ
っ
て
奴
隷
制
の
小
説
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
、
葛
藤

（conflict

）
が
あ
り
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
は
、
そ
の
両
者
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
い
る
と
、
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

指
摘
は
、
的
を
射
て
い
る
だ
ろ
う
か
。『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
著
作
権
を
神
に
帰
す
こ
と
と
、
ス
ト
ウ
自
身
の
欲
求
に
よ
っ
て
奴

隷
制
の
小
説
を
書
い
た
と
み
な
す
こ
と
と
の
間
に
は
、
矛
盾
は
な
い
、
と
筆
者
は
思
っ
て
い
る
）
4
（

。

ス
ト
ウ
は
奴
隷
制
の
悪
を
キ
リ
ス
ト
教
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
抉
り
出
そ
う
と
し
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
ス
ト
ウ
の
『
ア

ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
は
、
奴
隷
制
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
関
連
づ
け
て
読
ま
な
け
れ
ば
、
読
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
多
く
の
ス
ト
ウ
研
究
者
――
特
に
日
本
人
の
ス
ト
ウ
研
究
者
――
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
奴
隷
制
の
悪
を
結
び
付
け
て
考
え
る
こ

と
に
消
極
的
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
筆
者
は
思
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
、
ジ
ェ
イ
ン
・
P
・
ト
ン
プ
キ
ン
ズ
（Jane P. 

Tom
pkins

）
や
小
林
憲
二
な
ど
が
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を
、
奴
隷
制
と
キ
リ
ス
ト
教
を
結
び
付
け
て
理
解
し
た
こ
と
を
、
筆
者

は
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
奴
隷
制
と
キ
リ
ス
ト
教
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
る
か
で
あ
る
。
ト
ン
プ
キ
ン
ズ
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は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
こ
の
小
説
﹇『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』﹈」
は
、（
中
略
）
聖
書
を
黒
人
奴
隷
の
物
語
と
し
て
書
き
直

し
て
い
る
。（
中
略
）『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
は
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
の
中
心
的
な
宗
教
的
神
話
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
磔
刑
物
語

（the story of the crucifixion

）
を
、
ア
メ
リ
カ
最
大
の
政
治
的
抗
争
――
奴
隷
制
――
と
、
ア
メ
リ
カ
で
も
っ
と
も
尊
重
さ
れ
て
き
た
社

会
的
信
念
――
母
や
家
庭
の
神
聖
さ
――
と
い
う
二
つ
の
見
地
か
ら
語
り
直
し
た
も
の
で
あ
る
）
5
（

」。
ま
た
、
小
林
は
、
ト
ン
プ
キ
ン
ズ
の
主

張
を
も
と
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ス
ト
ウ
が
こ
の
作
品
﹇『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』﹈
を
通
し
て
行
な
お
う
と
し
て
い

る
こ
と
は
、『
黒
人
奴
隷
の
ス
ト
ー
リ
ー
』
と
い
う
形
で
、『
聖
書
の
書
き
直
し
』
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。（
中
略
）『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の

小
屋
』
と
い
う
作
品
は
、（
中
略
）
西
洋
文
化
の
中
心
に
位
置
す
る
宗
教
神
話
と
し
て
の
『
キ
リ
ス
ト
磔
刑
の
物
語
』
を
、
奴
隷
制
と
い
う

ア
メ
リ
カ
政
治
の
最
重
要
問
題
に
即
し
て
語
り
直
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
6
（

」。
ト
ン
プ
キ
ン
ズ
も
小
林
も
、

『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
に
お
い
て
ス
ト
ウ
が
試
み
た
も
の
は
、
奴
隷
制
を
借
り
て
、
聖
書
を
語
り
直
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
、
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
そ
の
逆
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
制
の
悪
を
、
ス
ト
ウ
の
も
っ
と

も
強
み
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
で
）
7
（

、
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

ス
ト
ウ
は
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
目
的
を
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
目
的
は
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
生
活
し
て
い
る
ア
フ
リ
カ
人
に
対
し
て
、﹇
ア
メ
リ
カ
人
の
﹈
同
情
と
﹇
思
い

や
り
の
﹈
感
情
（sym

pathy and feeling

）
と
を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
﹇
ア
フ
リ
カ
人
﹈
が
、
あ
る
一
つ

の
制
度
（system

）
の
下
で
い
か
に
不
当
な
取
扱
い
を
受
け
、
い
か
に
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
か
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

制
度
と
は
、
彼
ら
に
好
意
を
よ
せ
る
人
々
が
、
彼
ら
の
た
め
に
企
て
た
あ
ら
ゆ
る
事
柄
の
結
果
が
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
も
の

で
あ
っ
て
も
、
こ
の
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
そ
の
す
べ
て
の
も
の
を
く
つ
が
え
し
、
無
に
し
て
し
ま
う
ほ
ど
必
然
的
に
残
酷
で
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不
正
な
（cruel and unjust

）
制
度
な
の
で
あ
る
（
xiii
、
山
屋
・
大
久
保
訳
四
）。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
、
ア
フ
リ
カ
人
に
対
し
て
「
同
情
と
﹇
思
い
や
り
の
﹈
感
情
」
を
も
つ
こ
と
を
、『
ア
ン

ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
目
的
と
す
る
と
、
ス
ト
ウ
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
目
的
は
、
た
だ
ち
に

奴
隷
制
度
反
対
で
あ
る
と
は
、
ス
ト
ウ
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
「
同
情
と
﹇
思
い
や
り
の
﹈
感
情
」
と
い
う
、
一

見
し
た
と
こ
ろ
頼
り
な
い
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
回
路
を
経
由
し
て
、
奴
隷
制
を
廃
止
し
よ
う
と
、
ス
ト
ウ
が
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ス
ト
ウ
は
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
小
説
を
、
誰
に
向
か
っ
て
書
い
た
の
か
。
第
四
五
章
の
最
終
章
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
ス

ト
ウ
は
、「
北
部
も
南
部
も
、
神
の
前
で
は
、
と
も
に
有
罪
で
あ
る
（guilty

）」（
三
八
三
、
五
二
五
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
北
部
と
南

部
の
い
ず
れ
に
も
向
か
っ
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
少
し
く
詳
細
に
、
そ
し
て
少
し
く
具
体
的
に
み
て
お
き

た
い
。

ス
ト
ウ
は
、
ま
ず
、「
寛
大
で
気
高
い
心
を
も
っ
て
い
る
、
南
部
の
、
男
性
と
女
性
（m

en and w
om

en, of the South

）」
に
向
か
っ
て
、

語
り
か
け
た
い
と
言
う
。「
こ
の
忌
ま
わ
し
い
制
度
﹇
奴
隷
制
度
﹈
に
は
、
こ
の
作
品
﹇『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』﹈
の
な
か
で
漠
然
と

表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
形
で
ほ
の
め
か
さ
れ
る
も
の
以
上
の
悲
惨
さ
や
悪
行
が
、
現
実
に
存
在
す
る
と
感
じ
た
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」（
三
八
三
、
五
一
九
）
と
言
い
、
ま
た
奴
隷
を
売
買
す
る
奴
隷
貿
易
に
つ
い
て
の
悲
劇
も
、「
ま
だ
書
か
れ
た
り
、
話

さ
れ
た
り
、
想
像
さ
れ
た
り
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
」（
三
八
四
、
五
二
〇
）
と
言
う
。

次
に
、
ス
ト
ウ
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
男
性
と
女
性
（m

en and w
om

en of A
m

erica

）」
に
語
り
か
け
る
。
具
体
的
に
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
、
メ
イ
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
オ
ハ
イ
オ
、
大
草
原
の
諸
州
な
ど

に
住
む
男
性
と
女
性
に
語
り
か
け
る
（
三
八
四
、
五
二
〇
）。
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「
ア
メ
リ
カ
の
母
親
た
ち
（m

others of A
m

erica

）」
に
も
語
り
か
け
て
い
る
。
ス
ト
ウ
は
、「
黒
人
の
母
親
に
心
か
ら
の
同
情
を
寄
せ

て
い
た
だ
き
た
い
（pity

）
！
」
と
お
願
い
し
て
い
る
（
三
八
四
、
五
二
〇
）。

「
自
由
州
の
、人
々
や
母
親
た
ち
（the people and the m

others, of the free states

）」
に
も
語
り
か
け
て
い
る
（
三
八
四
、
五
二
一
）。

ス
ト
ウ
は
、
さ
ら
に
、「
北
部
の
、
男
性
・
母
親
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち（N

orthern m
en, northern m

others, northern C
hristians

）」、

「
北
部
の
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
男
性
と
女
性
（C

hristian m
en and w

om
en, of the N

orth

）」
に
語
り
か
け
る
（
三
八
五
、 

五
二
一
）。
ス

ト
ウ
は
、
こ
こ
で
二
つ
の
こ
と
を
お
願
い
し
て
い
る
。
ま
ず
、
正
し
く
感
じ
（feel right

）、
同
情
を
寄
せ
る
と
い
う
こ
と
で
の
影
響
力

（sym
pathetic influence

）
を
も
っ
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
て
い
る
。
次
に
、
祈
っ
て
（pray

）
ほ
し
い
と
お
願
い
し
て
い
る
（
三
八
五
、 

五
二
一
）
8
（

）。

最
後
に
ス
ト
ウ
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
教
会
（C
hurch of C

hrist

）」
と
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
（C

hristians

）」
に
、
語
っ
て
い
る

（
三
八
八
、
五
二
五
）。
ア
メ
リ
カ
が
救
わ
れ
る
の
は
、
悔
い
改
め
と
正
義
と
神
の
憐
れ
み
（repentance, justice and m

ercy

）
に
よ
る
。

そ
の
こ
と
に
、
キ
リ
ス
ト
の
教
会
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
、
全
身
全
霊
で
尽
く
し
て
ほ
し
い
と
、
ス
ト
ウ
は
願
っ
て
い
る
。

以
上
を
み
る
と
、
予
想
に
反
し
て
、
ス
ト
ウ
は
、
奴
隷
制
度
の
下
に
あ
る
南
部
を
難
詰
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
意
外
な
こ
と
で

あ
る
。
ス
ト
ウ
は
、
主
と
し
て
北
部
の
人
々
に
向
か
っ
て
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を
書
い
て
い
る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
北

部
の
、
男
性
・
女
性
（
特
に
母
親
）・
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
・
キ
リ
ス
ト
教
会
に
向
か
っ
て
書
い
て
い
る
と
い
え
る
）
9
（

。
そ
の
こ
と
は
、
先
に

述
べ
た
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を
書
こ
う
と
思
っ
た
ス
ト
ウ
の
契
機
と
動
機
か
ら
も
、
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
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Ⅱ　
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
に
お
い
て
、

　
　

ト
ム
は
ど
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か

ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
は
、
そ
の
生
涯
、
三
人
の
白
人
所
有
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
有
物
と
な
っ
た
。
最
初
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
の
ア
ー

サ
ー
・
シ
ェ
ル
ビ
ー
に
よ
っ
て
、
次
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
・
セ
ン
ト
・
ク
レ
ア
に
よ
っ
て
、
最
後
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
内
で

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
川
に
流
入
し
て
い
る
レ
ッ
ド
川
の
湿
地
帯
で
綿
の
大
農
園
を
経
営
す
る
サ
イ
モ
ン
・
レ
グ
リ
ー
に
よ
っ
て
、
で
あ
る
。

1　
シ
ェ
ル
ビ
ー
農
園
で
の
ト
ム

第
一
章
に
お
い
て
、
ト
ム
は
、
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（cam

p-m
eeting

）
で
信
仰
を
も
っ
た
と
、
農
園
主
の
シ
ェ
ル
ビ
ー
に
よ
っ

て
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
二
、
一
三
）。

教
会
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
一
九
世
紀
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
は
、
野
外
で
キ
リ
ス
ト
教
集
会
（
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
集
会
）
が
開

か
れ
た
。
こ
れ
を
、
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
。
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
は
、
家
族
ぐ
る
み
で
多
く
の
人
た
ち
が
集
ま
っ

た
。
彼
ら
は
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
複
数
の
説
教
者
た
ち
に
よ
っ
て
同
時
に
し
か
も
日
夜
続
け
ら
れ
る
説
教
を
聞
い
た
。
説

教
は
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
人
た
ち
に
も
わ
か
る
言
葉
で
語
ら
れ
た
。
彼
ら
は
、
説
教
を
聞
く
の
み
な
ら
ず
、
祈
り
、
歌
っ
た
。
集
会

は
、
約
一
週
間
続
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
の
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
力
を
注
い
だ
の
は
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
と
メ
ソ

ジ
ス
ト
派
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
教
派
は
、
一
九
世
紀
に
教
勢
を
伸
ば
し
た
）
10
（

。
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次
に
ト
ム
が
出
て
く
る
の
は
、
第
四
章
で
あ
る
。
章
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
の
あ
る
夕
べ
（A

n E
vening in 

U
ncle Tom

’s C
abin

）」
で
あ
る
。
そ
の
夕
べ
は
、
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
で
、
集
会
（m

eeting

）
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
集

会
は
、
週
一
回
、
時
間
の
制
限
な
ど
な
く
、
開
か
れ
て
い
た
。
そ
の
夕
べ
、
八
〇
歳
の
老
人
か
ら
一
五
歳
の
少
年
少
女
ま
で
、
集
ま
っ
て
い

た
。そ

の
集
会
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
で
進
行
し
た
。

交
わ
り

歌
（singing

） 

こ
の
歌
は
、
教
会
（church

）
で
よ
く
歌
わ
れ
る
讃
美
歌
（hym

ns

）
と
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で

歌
わ
れ
る
歌
の
両
者
が
含
ま
れ
て
い
た
。
後
者
の
歌
に
は
、「
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
岸
辺
（Jordan ’s banks

）」、

「
カ
ナ
ン
の
約
束
の
地
（C

anaan ’s fields

）」、「
新
し
き
エ
ル
サ
レ
ム
（N

ew
 Jerusalem

）」
の
歌
詞
が
よ

く
出
て
き
た
。

聖
書
朗
読 

農
園
主
シ
ェ
ル
ビ
ー
の
息
子
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
が
、
黙
示
録
（R

evelation

）
の
最
後
の
幾
章
か
を
読
ん
だ
。

キ
リ
ス
ト
の
教
え
（E

xhortations

）　

ト
ム
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
ト
ム
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
一
種
の
説
教
は
、
簡
素
で
、
心

の
こ
も
っ
た
、
真
摯
な
（sim

ple, hearty, and sincere

）
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
ト
ム
の
説
教
は

優
れ
て
い
た
が
、
特
に
優
れ
て
い
た
の
は
、
彼
の
祈
り
（prayer

）
で
あ
っ
た
。

経
験
の
談
話 

（
信
仰
の
証
し
）

以
上
を
み
れ
ば
、
こ
の
集
会
は
、
当
時
、
日
没
か
ら
夜
明
け
ま
で
「
見
え
ざ
る
教
会
」
と
し
て
黒
人
奴
隷
た
ち
が
礼
拝
を
お
こ
な
っ
て
い
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た
集
会
と
は
お
お
い
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
）
11
（

。
こ
の
集
会
は
、
白
人
た
ち
が
教
会
で
お
こ
な
う
礼
拝
と
、
黒
人
た
ち
が
キ
ャ
ン
プ
・

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
お
こ
な
う
や
り
方
の
両
方
が
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
、
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
教
会
で
の
賛
美
歌

と
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の
歌
の
両
者
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
黒
人
奴
隷
た
ち
だ
け
が
参
加
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
黒
人
奴

隷
所
有
者
の
息
子
で
あ
る
白
人
の
ジ
ョ
ー
ジ
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の
歌
の
な

か
か
ら
、「
天
の
故
郷
」
を
あ
こ
が
れ
る
歌
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
や
、
聖
書
朗
読
と
し
て
黙
示
録
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
や
、
ト
ム
の
祈

り
が
優
れ
て
い
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
ス
ト
ウ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
と
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム

の
小
屋
』
の
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
――
そ
れ
は
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
で
あ
る
と
も
い
え
る
――
が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

第
五
章
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
ト
ム
は
自
分
が
奴
隷
商
人
に
売
ら
れ
た
こ
と
を
、
エ
ラ
イ
ザ
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
。
エ
ラ
イ
ザ
と
そ
の

息
子
ハ
リ
ー
は
カ
ナ
ダ
に
逃
亡
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
ト
ム
は
、
エ
ラ
イ
ザ
親
子
の
逃
亡
に
は
賛
成
す
る
が
、
自
分
は
留
ま
っ
て
、
売
ら

れ
て
い
く
こ
と
を
選
ぶ
。

第
七
章
に
お
い
て
は
、
動
揺
し
て
い
る
妻
ク
ロ
ウ
に
対
し
て
、
ト
ム
は
、「
敵
の
た
め
に
も
祈
れ
」
と
聖
書
に
は
書
い
て
あ
る
で
は
な
い

か
と
、
言
う
。
加
え
て
、
ト
ム
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
敵
の
た
め
に
祈
れ
な
い
こ
と
は
自
然
（nature

）
で
あ
り
、
そ
し
て
自
然
は
強
い

が
、
主
の
恵
み
（Lord ’s grace

）
は
自
然
よ
り
も
も
っ
と
強
い
、
と
。

第
一
〇
章
で
は
、
ト
ム
が
売
ら
れ
て
い
く
朝
、
声
を
あ
げ
て
泣
き
崩
れ
る
ク
ロ
ウ
に
向
か
っ
て
、
ト
ム
は
、
深
南
部
に
だ
っ
て
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー
と
同
じ
神
が
お
ら
れ
、
自
分
は
主
の
御
手
（Lord ’s hands

）
の
な
か
に
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
売
ら
れ
て
い
く
の
が
、
他
の
誰
で

も
な
く
、
自
分
で
あ
る
こ
と
を
、
主
に
感
謝
す
る
と
言
う
。
こ
こ
に
は
、
黒
人
奴
隷
た
ち
を
含
め
た
シ
ェ
ル
ビ
ー
農
園
の
崩
壊
を
防
ぐ
た
め

に
、
自
ら
犠
牲
に
な
る
ト
ム
の
決
意
が
う
か
が
え
る
）
12
（

。

第
一
二
章
で
は
、
ト
ム
は
、
奴
隷
商
人
ヘ
イ
リ
ー
の
馬
車
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
時
に
、「
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
地
上
に
永
続
す
る
都
を
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も
っ
て
お
ら
ず
、
来
る
べ
き
都
を
探
し
求
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
の
神
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
、
神
ご
自
身
は
恥
じ

な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
神
は
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
都
を
用
意
な
さ
っ
た
か
ら
で
す
）
13
（

」
と
い
う
聖
書
の
言
葉
に
、
思
い
を
は
せ
て
い

た
。こ

こ
に
も
、
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ト
ム
は
、
こ
の
世
に
執
着
す
る
よ

り
は
、「
天
の
故
郷
」
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
世
の
こ
と
（
奴
隷
制
の
こ
と
）
は
ど

う
で
も
よ
い
と
ト
ム
が
思
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
天
の
故
郷
が
あ
る
と
い
う
相
の
下
で
は
、
こ
の
世
の
奴
隷
制
は
絶
対
化
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

2　
セ
ン
ト
・
ク
レ
ア
家
で
の
ト
ム

第
一
四
章
で
は
、
ヘ
イ
リ
ー
監
督
の
も
と
に
、
ト
ム
は
今
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
川
を
下
っ
て
い
る
。
船
で
は
、
聖
書
を
読
み
、
そ
の
聖
書
が

与
え
て
い
る
約
束
の
言
葉
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
、「
心
を
騒
が
せ
る
な
。
わ
た
し
の
父
の
家
に
は
住
む
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん

あ
る
。
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
場
所
を
用
意
し
に
行
く
）
14
（

」
な
ど
で
あ
る
。
第
一
二
章
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
、
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教

は
、「
天
の
故
郷
」
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
船
で
、
ト
ム
は
、
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ン
・
セ
ン
ト
・
ク
レ
ア
（
通
称
エ
ヴ
ァ
）
と
い
う
、
五
、
六
歳
に
な
る
天
使
の
よ
う
な
少
女

に
出
会
う
。
そ
の
出
会
い
は
、
ト
ム
が
、
エ
ヴ
ァ
の
名
前
を
聞
く
こ
と
で
始
ま
っ
た
（
一
二
七
、
一
八
〇
）。
そ
の
直
後
、
エ
ヴ
ァ
が
ミ
シ

シ
ッ
ピ
ー
川
に
落
ち
、
ト
ム
が
川
に
飛
び
込
ん
で
、
エ
ヴ
ァ
を
助
け
た
。
そ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
エ
ヴ
ァ
が
父
の
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ

ン
に
ト
ム
を
買
っ
て
ほ
し
い
と
た
の
む
。
奴
隷
商
人
ヘ
イ
リ
ー
は
、
ト
ム
を
売
る
に
際
し
て
、
ト
ム
の
こ
と
を
、
祈
り
の
人
間
（praying 

creature

）
で
あ
り
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
で
は
み
ん
な
か
ら
説
教
師
（preache

）
15
（r

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
言
っ
て
、
少
し
で
も
高
く
売
ろ
う
と
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し
た
。
こ
こ
で
、
ト
ム
は
、
セ
ン
ト
・
ク
レ
ア
家
所
有
の
奴
隷
に
な
っ
た
。

次
に
ト
ム
が
登
場
す
る
の
は
、
第
一
六
章
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
ト
ム
は
、「
新
し
き
エ
ル
サ
レ
ム
（N

ew
 Jerusalem

）」、

「
輝
か
し
き
天
使
（bright angels

）」、「
カ
ナ
ン
の
地
（land of C

anaan

）」
な
ど
を
歌
う
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
第
四
章
の
ア
ン
ク
ル
・
ト

ム
の
小
屋
で
の
集
会
で
歌
わ
れ
た
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
歌
で
あ
る
。
今
後
、
ト
ム
が
エ
ヴ
ァ
の
た
め
に
歌
を
歌
い
、
エ
ヴ
ァ
は
ト
ム
の
た

め
に
聖
書
を
読
ん
で
あ
げ
、
ト
ム
が
そ
の
意
味
を
エ
ヴ
ァ
の
た
め
に
説
明
す
る
こ
と
を
、
お
互
い
に
約
束
す
る
。

オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
が
こ
こ
で
、
ト
ム
の
祈
り
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
言
及
し
て
い
る
。
ト
ム
は
、
自
分
（
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
）
の
た
め
に

も
祈
っ
て
く
れ
て
お
り
、
特
に
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
が
回
心
す
る
（convert

）
よ
う
に
祈
っ
て
く
れ
て
い
る
、
と
。

第
一
八
章
の
冒
頭
で
、
ト
ム
は
、
自
ら
を
、
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
ヨ
セ
フ
の
運
命
と
似
て
い
る
と
、
認
識
し
て
い
る
。
ト
ム
は
、
自
ら
を

モ
ー
セ
の
運
命
と
重
ね
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
も
し
ト
ム
が
自
ら
を
モ
ー
セ
の
運
命
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
な
ら
ば
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム

の
小
屋
』
の
小
説
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
と
性
格
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

第
一
九
章
で
は
、
馬
小
屋
の
上
に
あ
る
屋
根
裏
部
屋
が
、
ト
ム
の
部
屋
で
あ
り
、
そ
の
部
屋
の
机
に
は
、
ト
ム
の
聖
書
と
讃
美
歌
が
置
か

れ
て
い
た
と
、
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
二
章
で
は
、
ま
ず
二
年
の
歳
月
が
ト
ム
に
流
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ト
ム
は
、
自
ら
を
、「
自
分
の
置
か
れ

た
境
遇
に
満
足
す
る
こ
と
を
習
い
覚
え
た
）
16
（

」
人
間
と
、
み
な
し
て
い
る
。

エ
ヴ
ァ
は
、
最
初
、
ト
ム
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、
聖
書
を
読
ん
で
い
た
が
、
す
ぐ
に
、
彼
女
自
身
聖
書
に
魅
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
彼
女
が

最
も
気
に
入
っ
た
の
は
、
黙
示
録
と
預
言
書
（the R

evelation and the Prophecies

）
で
あ
っ
た
）
17
（

。

エ
ヴ
ァ
は
、「
わ
た
し
は
ま
た
、
火
が
混
じ
っ
た
ガ
ラ
ス
の
海
の
よ
う
な
も
の
を
見
た
）
18
（

」
と
い
う
一
節
を
声
に
出
し
て
読
ん
だ
。
そ
れ
に

続
い
て
、
ト
ム
が
霊
歌
（spiritual

）
を
歌
い
出
し
た
。「
あ
あ
、
も
し
私
に
朝
の
翼
が
あ
る
な
ら
ば
、
カ
ナ
ン
の
岸
ま
で
飛
ぶ
だ
ろ
う
。
輝

け
る
天
使
が
私
を
故
郷
へ
運
ぶ
だ
ろ
う
。
新
し
き
エ
ル
サ
レ
ム
の
地
へ
」。
こ
こ
で
も
、
ト
ム
は
、「
天
の
故
郷
へ
の
あ
こ
が
れ
」
を
示
す
霊
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歌
を
歌
っ
て
い
る
。
エ
ヴ
ァ
は
、
ト
ム
に
、「
輝
か
し
き
精
霊
（spirits bright

）」
に
つ
い
て
歌
っ
て
ほ
し
い
と
た
の
む
。
ト
ム
は
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
賛
美
歌
（M

ethodist hym
n

）
を
歌
っ
た
。「
私
は
見
る
、
一
団
の
輝
か
し
き
精
霊
を
。
天
上
に
て
栄
光
を

糧
と
な
し
、
汚
れ
な
き
白
き
衣
を
身
に
ま
と
い
、
勝
利
の
棕
櫚
を
捧
げ
持
つ
も
の
）
19
（

」。

第
二
六
章
で
、
エ
ヴ
ァ
は
死
ぬ
。
エ
ヴ
ァ
が
死
ぬ
直
前
、
ト
ム
は
、
二
人
が
好
き
だ
っ
た
賛
美
歌
を
歌
う
。
ま
た
、
ト
ム
は
、「
真
夜
中

に
『
花
婿
（the bridegroom

）
だ
、
迎
え
に
出
な
さ
い
』
と
呼
ぶ
声
が
し
た
）
20
（

」
と
聖
書
に
あ
る
よ
う
に
、
自
分
は
花
婿
が
来
る
の
を
見
守

る
必
要
が
あ
る
と
、
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ト
ム
は
、「
暁
に
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
響
き
わ
た
る
」
と
、
賛
美
歌
）
21
（

の
な
か
か
ら
引
用
し
て
い

る
。エ

ヴ
ァ
が
死
ぬ
と
き
、
ト
ム
は
、
主
人
で
あ
る
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
の
手
を
、
自
分
の
両
手
の
な
か
に
包
み
込
み
、
い
つ
も
そ
う
し
て
き
た

よ
う
に
、
助
け
を
求
め
て
天
を
仰
ぎ
み
た
（
二
五
七
、
三
五
〇
）。

エ
ヴ
ァ
の
死
の
直
後
、
第
二
七
章
で
は
、
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
と
ト
ム
の
、
な
が
い
会
話
が
出
て
く
る
。
天
を
見
上
げ
て
も
何
も
見
え
な

い
、
信
じ
た
い
が
信
じ
ら
れ
な
い
と
苦
悩
す
る
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
に
、
ト
ム
は
、「
こ
れ
ら
の
こ
と
を
知
恵
あ
る
者
や
賢
い
者
に
は
隠
し
て
、

幼
子
の
よ
う
な
者
に
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
で
す
、
父
よ
、
こ
れ
は
御
心
に
適
う
こ
と
で
し
た
）
22
（

」
と
つ
ぶ
や
き
、
そ
れ
に
続
け
て
、

オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
に
、「
信
じ
ま
す
。
信
仰
の
な
い
わ
た
し
を
お
助
け
く
だ
さ
い
）
23
（

」
と
、
主
に
祈
る
こ
と
を
勧
め
る
。

次
に
、
主
に
会
っ
た
こ
と
が
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
キ
リ
ス
ト
が
い
る
と
わ
か
る
の
か
と
問
う
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
に
、
ト
ム
は
、「
心
の

な
か
で
主
を
感
じ
た
（﹇I

﹈felt H
im

 in m
y soul

）」
と
答
え
る
）
24
（

。

最
後
に
、
エ
ヴ
ァ
が
読
ん
で
く
れ
て
い
た
聖
書
の
箇
所
を
、
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
に
読
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
、
ト
ム
が
た
の
む
。
そ
の
聖
書

の
箇
所
は
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
一
章
の
、
ラ
ザ
ロ
復
活
に
関
す
る
話
だ
っ
た
。

第
二
八
章
で
は
、
ト
ム
は
、
以
前
に
印
を
付
け
て
い
た
聖
書
の
箇
所
を
、
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
に
読
ん
で
も
ら
う
。
次
の
箇
所
が
、
そ
れ
で

あ
る
。
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人
の
子
は
、
栄
光
に
輝
い
て
天
使
た
ち
を
皆
従
え
て
来
る
と
き
、
そ
の
栄
光
の
座
に
着
く
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
国
の
民
が
そ

の
前
に
集
め
ら
れ
る
と
、
羊
飼
い
が
羊
と
山
羊
を
分
け
る
よ
う
に
、
彼
ら
を
よ
り
分
け
る
）
25
（

。

そ
れ
か
ら
、
王
は
左
側
に
い
る
人
た
ち
に
も
言
う
。「
呪
わ
れ
た
者
ど
も
、
わ
た
し
か
ら
離
れ
去
り
、
悪
魔
と
そ
の
手
下
の
た

め
に
用
意
し
て
あ
る
永
遠
の
火
に
入
れ
。
お
前
た
ち
は
、
わ
た
し
が
飢
え
て
い
た
と
き
に
食
べ
さ
せ
ず
、
の
ど
が
渇
い
て
い
た

と
き
に
飲
ま
せ
ず
、
旅
を
し
て
い
た
と
き
に
宿
を
貸
さ
ず
、
裸
の
と
き
に
着
せ
ず
、
病
気
の
と
き
、
牢
に
い
た
と
き
に
、
訪
ね

て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
」。
す
る
と
、
彼
ら
も
答
え
る
。「
主
よ
、
い
つ
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
な
た
が
飢
え
た
り
、
乾
い
た

り
、
裸
で
あ
っ
た
り
、
病
気
で
あ
っ
た
り
、
牢
に
お
ら
れ
た
り
す
る
の
を
見
て
、
お
世
話
を
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
」。
そ

こ
で
、
王
は
答
え
る
。「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
こ
の
最
も
小
さ
い
者
の
一
人
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
わ
た
し
に
し
て
く
れ

な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
）
26
（

」。

こ
こ
に
は
、
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
の
大
事
な
一
つ
の
点
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
終
末
の
時
が
必
ず
あ

り
、
そ
の
時
は
最
後
の
審
判
の
時
で
あ
り
、
人
は
、
そ
れ
ま
で
に
、
キ
リ
ス
ト
を
愛
し
て
生
き
た
か
、
ま
た
隣
人
を
愛
し
て
生
き
た
か
（
キ

リ
ス
ト
へ
の
愛
と
隣
人
へ
の
愛
は
、
実
は
同
一
で
あ
る
）
27
（

）、
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
へ
の
愛
と
隣
人
へ
の

愛
が
実
は
同
一
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
飢
え
て
い
る
人
、
の
ど
が
渇
い
て
い
る
人
、
旅
人
、
裸
の
人
、
病
気
の
人
、
牢
に
い
る
人
は
キ
リ

ス
ト
の
兄
弟
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
々
に
し
た
愛
は
キ
リ
ス
ト
に
し
た
愛
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
一
度
換
言
す
れ
ば
、
こ

こ
に
は
、「
天
の
故
郷
」
へ
の
あ
こ
が
れ
と
他
者
へ
の
愛
が
、
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
矛
盾
す
る
こ
と
も
な
く
乖
離
す
る
こ
と

も
な
く
、
結
ば
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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死
に
ゆ
く
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
は
、
ト
ム
に
祈
っ
て
く
れ
と
た
の
む
。
ト
ム
は
、
全
身
全
霊
で
祈
っ
た
。
死
に
つ
こ
う
と
し
て
い
る
魂
の
た

め
に
。
そ
れ
は
文
字
通
り
激
し
い
叫
び
と
涙
で
捧
げ
ら
れ
た
祈
り
だ
っ
た
。

第
二
九
章
の
最
初
の
部
分
で
は
、
ト
ム
は
、
セ
ン
ト
・
ク
レ
ア
の
死
に
際
し
て
捧
げ
た
祈
り
に
お
い
て
、「
神
の
愛
の
心
情
と
い
っ
た
よ

う
な
も
の
を
感
得
し
え
た
」
と
思
っ
た
と
、
言
う
。
つ
ま
り
、
ト
ム
の
祈
り
は
、「
愛
に
と
ど
ま
る
人
は
、
神
の
内
に
と
ど
ま
り
、
神
も
そ

の
人
の
内
に
と
ど
ま
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
）
28
（

」
と
い
う
聖
書
の
こ
と
ば
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
、
い
え
る
。

3　
レ
グ
リ
ー
農
園
で
の
ト
ム

第
三
〇
章
で
、
ト
ム
は
、
レ
ッ
ド
川
で
綿
の
大
農
園
を
経
営
す
る
サ
イ
モ
ン
・
レ
グ
リ
ー
の
所
有
物
と
な
っ
た
。
第
三
一
章
で
、
ト
ム
は

メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
賛
美
歌
集
（M

ethodist hym
n-book

）
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
わ
か
る
。
こ
こ
で
、
レ
グ
リ
ー
に
、
教
会
に
所
属
し

て
い
る
の
か
と
問
わ
れ
、
ト
ム
は
「
は
い
」
と
答
え
て
い
る
。
レ
グ
リ
ー
に
、
今
後
は
自
分
が
ト
ム
の
教
会
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
ト
ム
に
、

「
か
つ
て
エ
ヴ
ァ
が
読
ん
で
聞
か
せ
た
古
い
預
言
書
（prophetic scroll

）
の
な
か
の
こ
と
ば
が
聞
こ
え
て
き
た
」。「
恐
れ
る
な
！　

わ
た

し
は
あ
な
た
を
贖
う
（redeem

）。
わ
た
し
は
あ
な
た
の
名
を
呼
ぶ
。
あ
な
た
は
わ
た
し
の
も
の
！
）
29
（

」
と
。

上
陸
し
た
レ
グ
リ
ー
一
行
は
、
第
三
二
章
で
、
レ
グ
リ
ー
農
園
を
め
ざ
し
て
い
た
。
購
入
し
て
所
有
物
と
な
っ
た
奴
隷
た
ち
に
、
レ
グ

リ
ー
が
歌
で
も
歌
え
と
言
う
と
、
ト
ム
は
、
ま
じ
め
に
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
賛
美
歌
を
歌
い
始
め
た
。「
エ
ル
サ
レ
ム
、
し
あ
わ
せ
な
る
わ

が
故
郷　

永
久
に
い
と
し
き
そ
の
名
！　

わ
が
悲
し
み
の
終
わ
る
と
き　

汝
の
喜
び
は
（
後
略
）」
と
）
30
（

。

レ
グ
リ
ー
農
園
に
到
着
後
す
ぐ
に
、
ト
ム
は
、
掘
立
小
屋
か
ら
な
る
奴
隷
居
住
区
に
連
れ
て
行
か
れ
た
。
そ
の
夜
、
心
を
慰
め
て
く
れ
る

も
の
の
必
要
を
感
じ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
挽
く
掘
立
小
屋
の
な
か
で
、
ト
ム
は
、
聖
書
を
取
り
出
し
て
、
読
ん
だ
。「
疲
れ
た
者
、
重
荷
を

負
う
者
は
、
だ
れ
で
も
わ
た
し
の
も
と
に
来
な
さ
い
。
休
ま
せ
て
あ
げ
よ
う
）
31
（

」
と
。
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そ
の
後
、
ト
ム
は
、
自
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
小
屋
へ
、
よ
ろ
め
く
よ
う
に
し
て
入
っ
て
い
き
、
眠
り
に
つ
い
た
。
そ
の
眠
り
の
な
か

で
、
夢
を
み
た
。
夢
の
な
か
で
、
エ
ヴ
ァ
が
、
ト
ム
の
た
め
に
聖
書
を
読
ん
で
い
た
。「
水
の
中
を
通
る
と
き
も
、
わ
た
し
は
あ
な
た
と
共

に
い
る
。
大
河
の
中
を
通
っ
て
も
、
あ
な
た
は
押
し
流
さ
れ
な
い
。
火
の
中
を
歩
い
て
も
、
焼
か
れ
ず
、
炎
は
あ
な
た
に
燃
え
つ
か
な
い
。

わ
た
し
は
主
、
あ
な
た
の
神
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
聖
な
る
神
、
あ
な
た
の
救
い
主
）
32
（

」
と
。

第
三
三
章
で
は
、
ト
ム
は
、「
公
正
な
る
裁
き
を
行
な
う
神
に
身
を
ゆ
だ
ね
つ
つ
、
宗
教
的
な
忍
耐
強
さ
を
も
っ
て
働
き
続
け
よ
う
と
、

心
に
決
め
て
い
た
」（
三
〇
四
、
四
一
二
）。
ト
ム
は
、「
苦
し
ん
で
い
る
仲
間
﹇
黒
人
奴
隷
た
ち
﹈
に
、
感
情
の
優
し
さ
（a tenderness 

of feeling

）
や
同
情
（a com

m
iseration

）
を
表
わ
し
た
」（
三
〇
四
、
四
一
二
）。
そ
の
一
例
が
、
ト
ム
と
一
緒
に
レ
グ
リ
ー
農
園
に
買

わ
れ
て
き
た
ル
ー
シ
ー
）
33
（

の
袋
に
、
自
分
の
袋
の
な
か
の
綿
を
、
入
れ
て
あ
げ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
レ
グ
リ
ー
に
、
ル
ー
シ
ー
を
鞭
打
て
と

言
わ
れ
た
ト
ム
は
、
絶
対
に
そ
う
し
な
い
、
と
言
う
。
そ
れ
に
激
情
し
た
レ
グ
リ
ー
は
、
ト
ム
の
身
も
心
も
買
っ
た
の
は
自
分
だ
か
ら
、
自

分
は
ト
ム
の
主
人
で
あ
る
と
言
う
。
聖
書
に
も
、「
奴
隷
た
ち
、
お
ま
え
の
主
人
に
従
え
（Servants, obey your m

aster

）
34
（s.

）」
と
書
い
て

あ
る
で
は
な
い
か
と
、
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ト
ム
は
、
自
分
の
魂
ま
で
、
レ
グ
リ
ー
は
買
っ
て
い
な
い
、
魂
を
買
う
こ
と
な
ど
で
き
な

い
、
自
分
の
魂
は
、
自
分
の
魂
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
方
に
よ
っ
て
、
す
で
に
贖
わ
れ
て
い
る
）
35
（

、
と
叫
ん
だ
。

第
三
四
章
は
、
そ
の
場
か
ら
引
き
ず
ら
れ
て
い
っ
た
ト
ム
が
、
綿
繰
り
工
場
の
古
い
部
屋
の
な
か
で
、
肉
体
的
苦
痛
の
限
界
に
ま
で
達
す

る
よ
う
な
、
の
ど
の
渇
き
（thir

）
36
（st

）
を
お
ぼ
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
始
ま
る
。
苦
し
み
の
な
か
で
、
ト
ム
は
祈
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
キ
ャ
シ
ー
と
い
う
名
前
の
女
が
入
っ
て
き
た
。
ト
ム
は
、
キ
ャ
シ
ー
に
、「
父
よ
、
彼
ら
を
お
赦
し
く
だ
さ
い
。

自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
の
で
す
）
37
（

」
が
記
さ
れ
て
い
る
、
イ
エ
ス
の
最
後
の
場
面
の
章
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
、
た
の
む
。

ト
ム
は
、
キ
ャ
シ
ー
が
く
れ
た
水
を
飲
み
、
キ
ャ
シ
ー
に
、
命
の
水
（living w

aters

）
を
与
え
て
く
だ
さ
る
主
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
ほ

し
い
と
、
懇
願
す
る
）
38
（

。

第
三
六
章
で
、
ま
た
、
レ
グ
リ
ー
の
鞭
打
ち
に
あ
っ
た
ト
ム
は
、
第
三
三
章
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
肉
体
を
殺
し
て
も
、
魂
（soul

）
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を
殺
す
こ
と
は
、
レ
グ
リ
ー
に
は
で
き
な
い
と
、
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
は
主
に
頼
り
、
主
は
自
分
を
助
け
て
く
だ
さ
る
か
ら
と
、
ト
ム

は
レ
グ
リ
ー
に
言
う
。

第
三
八
章
で
、
再
び
、
レ
グ
リ
ー
は
、
第
三
一
章
で
言
っ
た
せ
り
ふ
、
す
な
わ
ち
、「
お
前
の
宗
教
は
役
に
立
た
な
い
よ
う
だ
。
聖
書
な

ど
火
の
な
か
に
投
げ
込
ん
で
、
俺
様
の
教
会
に
入
れ
」
と
言
っ
て
、
ト
ム
を
足
蹴
り
に
し
た
。

そ
の
と
き
の
ト
ム
を
、
ス
ト
ウ
は
、
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

神
を
も
恐
れ
ぬ
残
忍
な
主
人
の
あ
ざ
け
り
は
、
す
で
に
落
ち
込
ん
で
い
た
ト
ム
の
魂
を
、
も
う
こ
れ
以
上
な
い
最
低
の
と
こ
ろ

へ
ま
で
沈
め
た
。
信
じ
よ
う
と
す
る
彼
の
手
は
、
ま
だ
永
遠
の
岩
に
し
が
み
つ
い
て
は
い
た
が
、
も
は
や
感
覚
を
失
い
、
絶
望

的
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
ト
ム
は
火
の
そ
ば
で
呆
然
自
失
し
て
坐
っ
て
い
た
（
三
三
九
、
四
五
八
―
四
五
九
）。

続
け
て
、
ス
ト
ウ
は
、
次
の
よ
う
に
描
く
。

突
然
、
彼
の
ま
わ
り
に
あ
っ
た
す
べ
て
の
も
の
が
消
え
て
い
っ
た
か
の
よ
う
に
な
り
、
目
の
前
に
、
茨
の
冠
を
か
ぶ
っ
て
、
殴

打
さ
れ
、
血
を
流
し
て
い
る
人
の
姿
﹇
イ
エ
ス
の
姿
﹈
が
現
わ
れ
た
）
39
（

。
ト
ム
は
畏
怖
と
驚
き
の
念
を
も
っ
て
、
そ
の
顔
が
荘

厳
な
ま
で
に
耐
え
忍
ぶ
さ
ま
に
見
入
っ
た
。
深
く
悲
し
そ
う
な
目
が
ト
ム
を
心
の
奥
底
か
ら
感
動
さ
せ
た
。
湧
き
上
が
る
洪

水
の
よ
う
な
感
動
の
ほ
と
ば
し
り
の
な
か
で
、
両
手
を
差
し
出
し
て
ひ
ざ
ま
ず
い
た
と
き
、
彼
の
魂
は
目
覚
め
た
（his soul 

w
oke.

）。
す
る
と
、
目
の
前
の
そ
の
幻
影
が
徐
々
に
変
化
し
始
め
た
。
茨
の
鋭
い
棘
が
栄
光
の
光
線
へ
と
変
わ
り
、
信
じ
ら

れ
な
い
ほ
ど
の
輝
き
の
な
か
で
、
彼
は
そ
の
同
じ
顔
が
慈
悲
深
く
彼
に
向
か
っ
て
近
づ
い
て
く
る
の
を
見
た
。
そ
し
て
、
一
つ

の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。「
勝
利
を
得
る
者
を
、
わ
た
し
は
自
分
の
座
に
共
に
座
ら
せ
よ
う
。
わ
た
し
が
勝
利
を
得
て
、
わ
た
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し
の
父
と
共
に
そ
の
玉
座
に
着
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
）
40
（

」。（
中
略
）
そ
し
て
、﹇
ト
ム
は
、﹈
自
分
の
意
志
を
、
無
限
の
神
へ
の

絶
対
的
な
犠
牲
（an unquestioning sacrifice

）
と
し
て
捧
げ
た
（
三
三
九
―
三
四
〇
、
四
五
九
）。

さ
ら
に
続
け
て
、
ス
ト
ウ
は
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

夜
の
静
寂
の
な
か
に
、
賛
美
歌
の
勝
利
の
言
葉
が
鳴
り
響
い
た
）
41
（

。

地
は
雪
の
よ
う
に
溶
け
去
る
だ
ろ
う
、

太
陽
も
輝
く
こ
と
を
や
め
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
地
上
の
私
に
呼
び
か
け
た
神
は
、

永
遠
に
私
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
限
り
あ
る
命
は
衰
え
る
だ
ろ
う
、

肉
体
も
感
覚
も
消
え
さ
る
だ
ろ
う
、

そ
の
と
き
、
天
上
の
私
は

喜
び
と
平
和
に
満
ち
た
生
を
得
る
だ
ろ
う
。

太
陽
の
よ
う
に
明
る
く
輝
き
わ
た
り
な
が
ら
、

私
た
ち
が
そ
こ
で
一
万
年
の
歳
月
を
送
っ
た
と
し
て
も
、
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最
初
に
歌
い
出
し
た
と
き
と
同
じ
く

私
た
ち
は
神
の
頌
歌
を
日
々
歌
い
続
け
る
）
42
（

。

ト
ム
の
目
の
前
に
、
茨
の
冠
を
か
ぶ
っ
て
、
殴
打
さ
れ
、
血
を
流
し
て
い
る
人
の
姿
（
イ
エ
ス
の
姿
）
が
現
わ
れ
、
そ
の
人
の
茨
の
鋭
い

棘
が
栄
光
の
光
線
へ
と
変
わ
り
、
そ
の
人
の
顔
が
慈
悲
深
く
ト
ム
に
向
か
っ
て
近
づ
い
て
く
る
の
を
、
ト
ム
が
見
た
と
き
か
ら
、
ト
ム
は
変

わ
り
始
め
た
。

ト
ム
は
、
美
し
い
テ
ノ
ー
ル
の
声
で
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
賛
美
歌
を
歌
い
始
め
た
。
そ
の
賛
美
歌
は
、
第
一
義
的
に
は
、「
天
国
の
館
に
入

る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
天
の
故
郷
に
無
事
に
帰
り
着
く
」
こ
と
を
、
願
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
「
地
上
」
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
で
は

な
い
。「
地
上
」
で
の
恐
れ
、
怒
り
、
悩
み
、
哀
し
み
な
ど
に
、
立
ち
向
か
う
こ
と
さ
え
い
と
わ
な
い
と
、
そ
の
賛
美
歌
は
述
べ
て
い
る
。

そ
の
賛
美
歌
で
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
ト
ム
の
思
い
で
も
あ
る
。

天
国
の
館
（m

ansions in the skies

）
に
入
る
許
し
を

は
っ
き
り
と
私
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

私
は
す
べ
て
の
恐
れ
を
投
げ
捨
て
て
、

う
れ
し
涙
に
む
せ
ぶ
だ
ろ
う
。

そ
の
と
き
に
は
、
た
と
え
こ
の
地
上
が
私
の
魂
に
戦
い
を
挑
み
、

地
獄
か
ら
の
矢
が
放
た
れ
よ
う
と
、

私
は
サ
タ
ン
の
怒
り
に
対
し
て
さ
え
、
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面
を
上
げ
て
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。

悩
み
ご
と
が
激
し
い
洪
水
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
よ
う
と
、

悲
し
み
が
嵐
の
よ
う
に
降
り
か
か
ろ
う
と
、

故
郷
（hom

e
）
へ
無
事
に
帰
り
着
け
ま
す
よ
う
お
守
り
く
だ
さ
い
、

私
の
神
よ
、
私
の
天
国
よ
、
私
の
す
べ
て
よ
）
43
（

。

「
天
の
故
郷
」
へ
の
あ
こ
が
れ
と
と
も
に
、
ト
ム
の
心
は
、
自
分
の
ま
わ
り
に
い
る
哀
れ
で
惨
め
な
人
た
ち
に
対
す
る
あ
わ
れ
み
と
同
情

（com
passion and sym

pathy

）
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。（
中
略
）
彼
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
あ
の
不
思
議
な
平
安
と
喜
び
の
宝
庫
か
ら
、

こ
の
人
た
ち
の
苦
悩
を
救
え
る
よ
う
な
何
か
を
注
ぎ
か
け
た
い
と
願
っ
た
。（
中
略
）
す
べ
て
の
人
の
重
荷
を
喜
ん
で
背
負
っ
て
や
ろ
う
と

し
な
が
ら
、
誰
か
ら
も
助
け
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
、
風
変
わ
り
で
、
静
か
で
、
忍
耐
強
い
こ
の
男
﹇
ト
ム
﹈
が
、
徐
々
に
ま
た
気
づ
か

ぬ
う
ち
に
、
結
局
彼
ら
﹇
ト
ム
の
ま
わ
り
に
い
る
哀
れ
で
惨
め
な
人
た
ち
﹈
に
対
し
て
不
思
議
な
力
（a strange pow

er

）
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
（
三
四
二
―
三
四
三
、
四
六
二
）。

こ
こ
に
も
、
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
他
者
へ
の
愛
を
も
ち
、

他
者
は
ト
ム
の
不
思
議
な
力
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ト
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
状

況
（
具
体
的
に
い
え
ば
、
奴
隷
制
）
を
変
え
て
い
く
。

あ
る
夜
、
キ
ャ
シ
ー
が
ト
ム
の
小
屋
に
来
て
、
今
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
飲
ん
で
眠
っ
て
い
る
レ
グ
リ
ー
を
斧
で
殺
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼

む
。
し
か
し
、
ト
ム
は
、
き
っ
ぱ
り
と
言
う
。「
あ
な
た
の
た
め
に
命
を
落
と
さ
れ
た
主
の
た
め
に
、
そ
ん
な
ふ
う
に
尊
い
魂
を
悪
魔
に
売
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る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
は
、
悪
い
こ
と
し
か
生
ま
れ
な
い
で
す
。
主
は
お
ら
た
ち
に
復
讐
せ
よ
と
は

お
っ
し
ゃ
っ
て
な
い
で
す
。
お
ら
た
ち
は
辛
抱
し
て
、
神
が
定
め
た
そ
の
と
き
が
く
る
の
を
待
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
（T

he 

Lord hasn ’t called us to w
rath.  W

e m
ust suffer, and w

ait his tim
e.

）。（
中
略
）
主
よ
、
ど
う
か
あ
な
た
の
あ
と
に
従
っ
て
、
敵
を
も

愛
せ
る
よ
う
に
お
導
き
く
だ
さ
い
（Lord, help us to follow

 his steps, and love our enem
ie

）
44
（s.

）」
と
（
三
四
四
、
四
六
四
―
四
六
五
）。

キ
ャ
シ
ー
に
と
っ
て
、
レ
グ
リ
ー
を
殺
す
こ
と
と
レ
グ
リ
ー
の
と
こ
ろ
か
ら
逃
げ
出
し
て
自
由
に
な
る
こ
と
と
は
、
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い

る
こ
と
だ
っ
た
。
キ
ャ
シ
ー
は
、
ト
ム
に
一
緒
に
逃
げ
て
く
れ
る
か
と
問
う
。
キ
ャ
シ
ー
に
対
す
る
ト
ム
の
応
答
は
、
エ
メ
リ
ン
と
一
緒

に
逃
げ
る
よ
う
に
勧
め
た
が
、
ト
ム
自
身
は
、「
哀
れ
な
人
た
ち
と
一
緒
に
い
て
、
と
も
に
十
字
架
を
背
負
っ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
（I ’ll 

stay w
ith them

 and bear m
y cross w

ith them
 till the end.

）」
で
あ
っ
た
（
三
四
五
、
四
六
六
）。
こ
の
ト
ム
の
応
答
は
、
第
五
章
に

お
い
て
、
エ
ラ
イ
ザ
に
対
し
て
な
し
た
応
答
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
キ
ャ
シ
ー
に
、
ト
ム
は
言
っ
た
。「
ラ
イ
オ
ン
の
洞
窟
か
ら
ダ
ニ
エ
ル
を
救
い
出
さ
れ
た
あ
の
お
方
）
45
（

、
燃
え

盛
る
炉
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
救
い
出
さ
れ
た
あ
の
お
方
）
46
（

、
海
の
上
を
歩
き
風
に
静
ま
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
あ
の
お
方
）
47
（

、
主
な
る
あ
の
お
方

は
い
ま
も
生
き
て
お
ら
れ
ま
す
。
主
が
あ
な
た
を
救
い
出
し
て
く
だ
さ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
や
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
あ
な
た
の
た
め
に

力
の
限
り
祈
っ
て
い
ま
す
」（
三
四
五
、
四
六
六
）。

第
四
〇
章
は
、
キ
ャ
シ
ー
と
エ
メ
リ
ン
の
逃
亡
（
実
際
は
ま
だ
逃
亡
し
て
お
ら
ず
、
レ
グ
リ
ー
の
屋
敷
の
屋
根
裏
部
屋
に
い
る
）
が
、
レ

グ
リ
ー
を
苛
立
た
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
レ
グ
リ
ー
の
苛
立
ち
は
、
ト
ム
を
直
撃
し
た
。
ト
ム
を
連
れ
て
来
る
よ
う
に
命
令
さ
れ
た
キ

ン
ボ
は
、
レ
グ
リ
ー
の
命
令
を
果
た
そ
う
と
、
喜
ん
で
出
か
け
て
い
っ
た
。
キ
ン
ボ
が
来
た
と
き
、
綿
を
摘
ん
で
い
た
ト
ム
は
、
上
を
見
上

げ
て
、「
わ
た
し
の
霊
を
御
手
に
ゆ
だ
ね
ま
す
！
）
48
（

　

あ
な
た
は
わ
た
し
の
罪
を
贖
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
あ
あ
、
真
実
の
神
よ
！
（Into 

thy hands I com
m

end m
y spirit!  T

hou hast redeem
ed m

e, oh Lord G
od of truth

!

）」
と
言
っ
た
。
こ
こ
で
、
祈
り
の
人
ト
ム
の

姿
は
、
同
じ
く
祈
り
の
主
イ
エ
ス
の
姿
と
重
な
る
。
キ
ン
ボ
が
は
げ
し
く
つ
か
み
か
か
っ
て
も
、
ト
ム
は
な
さ
れ
る
ま
ま
に
し
て
い
た
）
49
（

。
ま
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た
、
キ
ン
ボ
が
は
げ
し
く
の
の
し
っ
て
も
、
ト
ム
の
耳
に
は
何
も
届
か
な
か
っ
た
。「
体
を
殺
す
も
の
ど
も
を
恐
れ
る
な
（Fear not them

 

that kill the bod

）
50
（y.

）。
そ
の
の
ち
は
、
彼
ら
に
で
き
る
こ
と
は
何
も
な
い
」
と
い
う
天
の
声
が
、
ト
ム
に
は
聞
こ
え
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
ト
ム
に
は
、「
天
の
故
郷
が
目
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。﹇
ト
ム
に
は
、﹈
解
放
の
と
き
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
き
て
い
る
と
い
う
気
が
し
た
」

（
三
五
七
、
四
八
三
）
と
、
ス
ト
ウ
は
描
い
て
い
る
。

ト
ム
に
対
す
る
レ
グ
リ
ー
の
怒
り
の
発
作
に
、
ト
ム
は
、
答
え
た
。「
あ
な
た
﹇
レ
グ
リ
ー
﹈
の
尊
い
魂
（soul

）
が
救
わ
れ
る
の
な
ら
、

主
が
お
ら
の
た
め
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
い
く
ら
で
も
お
ら
の
血
を
差
し
上
げ
ま
す
。
あ
あ
、
旦
那
様
！　

ご
自
分
の
魂
に
大
き
な

罪
を
お
か
さ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
！　

そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
お
ら
よ
り
も
あ
な
た
が
も
っ
と
傷
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
！　

あ
な
た
が

お
ら
に
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
こ
と
を
な
さ
っ
て
も
、お
ら
の
苦
悩
は
す
ぐ
に
終
わ
り
ま
す
。
で
も
旦
那
様
が
悔
い
改
め
（repent

）
な
け
れ
ば
、

あ
な
た
の
苦
悩
は
永
遠
に
終
わ
ら
な
い
で
す
！
」
と
（
三
五
八
、
四
八
四
）。
レ
グ
リ
ー
は
、
ト
ム
を
地
面
に
叩
き
付
け
た
。

そ
の
の
ち
、
ト
ム
は
目
を
開
け
、
レ
グ
リ
ー
に
言
っ
た
。「
あ
な
た
に
で
き
る
こ
と
は
、
こ
れ
以
上
は
な
い
で
す
。
お
ら
は
、
心
か
ら
あ

な
た
を
許
し
ま
す
（forgive

）」。
そ
う
言
っ
て
、
ト
ム
は
、
気
を
失
っ
た
。
し
か
し
、
ト
ム
は
ま
だ
完
全
に
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

「
彼
の
口
に
し
た
驚
く
べ
き
言
葉
や
敬
虔
な
祈
り
（w

ondrous w
ords and pious prayers

）
は
、
残
虐
行
為
の
手
先
だ
っ
た
残
忍
な
黒
人

た
ち
﹇
サ
ン
ボ
と
キ
ン
ボ
﹈
の
心
も
打
っ
た
」。
ト
ム
は
、
か
す
か
な
声
で
言
っ
た
。「
心
か
ら
あ
ん
た
た
ち
﹇
サ
ン
ボ
と
キ
ン
ボ
﹈
を
許
す

（forgive

）
！
」
と
。
そ
の
一
人
が
、
イ
エ
ス
と
は
誰
な
の
か
、
教
え
て
く
れ
と
、
ト
ム
に
尋
ね
た
。
そ
の
問
い
が
、
ト
ム
を
奮
い
立
た
せ
、

そ
の
方
の
生
涯
、
死
、
永
遠
の
存
在
、
魂
を
救
済
す
る
力
に
つ
い
て
、
語
っ
た
。
ト
ム
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ボ
と
キ
ン
ボ
は
、
主
イ
エ
ス
を
信

じ
た
（
三
五
九
、
四
八
五
―
四
八
六
）。

こ
の
こ
と
が
起
き
て
か
ら
の
ち
、
二
日
間
、
ト
ム
は
横
に
な
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
こ
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
シ
ェ
ル
ビ
ー
（
シ
ェ
ル
ビ
ー

家
の
一
人
息
子
）
が
、
ト
ム
の
居
場
所
を
探
し
出
し
て
、
彼
を
連
れ
戻
す
べ
く
や
っ
て
き
た
。
死
に
ゆ
く
ト
ム
は
、
微
笑
ん
で
（sm

il

）
51
（ed

）、

言
っ
た
。「
イ
エ
ス
様
は
死
の
床
に
手
を
加
え
て
羽
根
枕
の
よ
う
に
柔
ら
か
く
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
（Jesus can m

ake a dying-bed 
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feel soft as dow
ny pillow

s ar

）
52
（e.

）」。
ま
た
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
シ
ェ
ル
ビ
ー
に
向
か
っ
て
、「
主
を
讃
え
ま
す
！
（B

less the Lord!

）（
中
略
）

こ
れ
で
満
足
し
て
死
ん
で
い
け
ま
す
！　

お
ら
の
魂
は
、
主
を
讃
え
ま
す
！
（B

less the Lord, oh m
y soul!

）」
と
、
告
げ
る
。
ト
ム
を

買
っ
て
（buy

）、
故
郷
（hom

e

）
へ
連
れ
帰
る
た
め
に
き
た
の
だ
か
ら
、
死
ん
で
は
い
け
な
い
、
と
言
う
ジ
ョ
ー
ジ
に
対
し
て
、
ト
ム
は
、

「
主
が
お
ら
を
お
買
い
に
な
り
（bought

）、
天
の
故
郷
（hom

e

）
へ
連
れ
帰
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
お
ら
も
そ
こ
へ
行
き
た
い
で
す
。
天

国
（heaven

）
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
よ
り
い
い
と
こ
ろ
で
す
」
と
、
応
え
る
。
こ
こ
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
せ
り
ふ
と
ト
ム
の
せ
り
ふ
の
対
照
的

で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
「
こ
の
世
の
故
郷
」（
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
）
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ト

ム
は
「
天
の
故
郷
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
、
ト
ム
は
、「
お
ら
は
い
ま
、
天
国
の
戸
口
に
立
っ
て
、
栄
光
（glory

）

の
な
か
に
入
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。（
中
略
）
天
国
が
や
っ
て
き
ま
し
た
！
（H

eaven has com
e!

）（
中
略
）
主
の
御
名
に
栄
光
あ
れ
！

（G
lory be to H

is nam
e!

）」
と
、
言
っ
た
。

さ
ら
に
、
ト
ム
は
、
遺
言
と
し
て
の
伝
言
を
、
ジ
ョ
ー
ジ
に
託
す
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
ク
ロ
ウ
に
は
、
主
が
い

つ
で
も
ど
こ
で
も
お
ら
の
そ
ば
に
い
て
、
す
べ
て
を
明
る
く
楽
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
子
ど
も
た
ち
に

は
、
お
ら
の
あ
と
に
続
け
と
！
（Follow

 m
e!

）
旦
那
様
と
や
さ
し
い
奥
様
、
そ
れ
に
屋
敷
の
み
ん
な
に
は
、
お
ら
の
愛
を
授
け
て
く
だ
さ

い
！
（
中
略
）
ど
ん
な
に
お
ら
は
み
ん
な
を
愛
し
て
い
た
こ
と
か
！
（
中
略
）
愛
し
か
な
い
で
す
。
ジ
ョ
ー
ジ
坊
ち
ゃ
ま
！　

キ
リ
ス
ト
教

徒
で
あ
る
こ
と
は
、
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
」（
三
六
二
―
三
六
三
、
四
九
〇
―
四
九
一
）。
つ
ま
り
、
ト
ム
の
遺
言
は
、

ク
ロ
ウ
に
対
し
て
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
神
、
子
ど
も
た
ち
に
は
神
へ
の
従
順
（
ト
ム
を
通
し
て
）、
シ
ェ
ル
ビ
ー
家
の
人
々
に
対
し
て
は
他

者
へ
の
愛
、
ジ
ョ
ー
ジ
に
対
し
て
は
キ
リ
ス
ト
者
た
れ
、
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
、
別
の
世
界
の
到
来
を
告
げ
る
、（
中
略
）
変
化
が
ト
ム
の
顔
に
起
こ
っ
た
。「
だ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
か
ら
お
ら
た
ち
を
引

き
離
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
？
（W

ho shall separate us from
 the love of C

hris

）
53
（t?

）」
と
、
ト
ム
は
命
が
衰
弱
す
る
の
に
対
抗
す
る

よ
う
な
声
で
言
い
、
そ
し
て
、
微
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
（w

ith a sm
i

）
54
（le

）
深
い
眠
り
に
つ
い
た
（
三
六
三
、
四
九
一
）。
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ト
ム
の
最
後
は
、
ス
ト
ウ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
友
の
最
後
の
安
息
の
地
を
示
す
記
念
碑
は
な
い
。
彼
に
は
そ
ん
な
も
の
は
必
要
な
い
の
だ
！　

主
は
、
彼
が
ど

こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ご
存
知
だ
し
）
55
（

、
彼
を
不
死
の
も
の
と
し
て
天
に
召
し
、
彼
が
栄
光
に
包
ま
れ
て
姿
を
現
わ
す
と
き
、

﹇
主
も
﹈
彼
と
と
も
に
姿
を
現
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
三
六
五
、
四
九
三
）。

ト
ム
を
哀
れ
ま
な
い
で
ほ
し
い
！　

ト
ム
の
よ
う
な
生
と
死
は
、
哀
れ
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
！　

神
の
最
高
の
栄
光

は
、
無
限
の
富
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
を
犠
牲
に
し
て
苦
難
に
耐
え
る
愛
（self-denying, suffering lov

）
56
（e

）
に
あ
る
！

（
三
六
五
、
四
九
三
―
四
九
四
）。

も
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
ト
ン
プ
キ
ン
ズ
や
小
林
が
言
う
ご
と
く
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
は
、

「
キ
リ
ス
ト
磔
刑
の
物
語
」
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
が
、
次
の
部
分
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小

屋
』
は
、「
キ
リ
ス
ト
磔
刑
の
物
語
」
に
、「
奴
隷
制
」
が
な
く
な
る
よ
う
に
と
の
ス
ト
ウ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
の
が
正
し
い

の
で
は
な
い
か
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
続
く
。

ト
ム
を
丁
重
に
弔
っ
て
か
ら
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の
農
園
に
戻
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
農
園
の
黒
人
奴
隷
た
ち
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「『
ア

ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
を
見
る
た
び
に
自
分
の
自
由
（freedom

）﹇
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
な
黒
人
に
な
っ
た
こ
と
﹈
に
つ
い
て

考
え
て
く
れ
。
あ
の
小
屋
を
一
つ
の
記
念
碑
と
し
て
み
ん
な
の
心
に
と
ど
め
、
彼
に
見
習
い
（follow

）、
彼
の
よ
う
に
正
直
で
、
誠
実
な

キ
リ
ス
ト
教
徒
（C

hristian

）
に
な
っ
て
く
れ
」
と
（
三
八
〇
、
五
一
五
）。
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Ⅲ　

ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴

ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
ト
ム
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
第
二
二
章
に
お
い
て
、
ト
ム
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
賛
美
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
第
三
一
章
で
は
、
ト
ム
は
、
メ

ソ
ジ
ス
ト
派
の
賛
美
歌
集
を
も
っ
て
い
る
。
第
三
二
章
で
は
、
ト
ム
は
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
賛
美
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
第
三
八
章
で
は
、
ト

ム
は
、
美
し
い
テ
ノ
ー
ル
の
声
で
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
賛
美
歌
を
歌
い
始
め
て
い
る
。

し
か
し
、
ト
ム
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
上
述
の
こ
と
か
ら
容
易
に
わ
か
る
こ
と
は
、
シ
ェ
ル
ビ
ー
農
園
で

の
ト
ム
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ト
ム
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
で
あ
る
と
は
っ
き
り
わ
か
る
の
は
、
オ
ー
ガ

ス
テ
ィ
ン
・
セ
ン
ト
・
ク
レ
ア
家
に
移
っ
た
後
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
ト
ム
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
ト
ム
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
「
教
義
」
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
理
由
か

ら
で
は
な
く
、
ト
ム
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
賛
美
歌
を
も
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
賛
美
歌
を
歌
っ
た
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
ト
ム
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
賛
美
歌
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
宮
城
妙
子
の
「
ア
ン
ク

ル
・
ト
ム
を
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
描
い
た
ス
ト
ウ
の
戦
略
」
は
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
「
教
義
」
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
て
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム

の
小
屋
』
の
読
み
の
正
確
さ
と
公
平
さ
を
欠
い
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
）
57
（

。

ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
第
二
は
、
ト
ム
が
「
祈
り
の
人
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

第
四
章
の
集
会
で
は
、
ト
ム
は
、
説
教
に
お
い
て
優
れ
て
い
た
が
、
特
に
優
れ
て
い
た
の
は
祈
り
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
、
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
第
一
四
章
で
は
、
奴
隷
商
人
ヘ
イ
リ
ー
か
ら
で
さ
え
、
ト
ム
は
、
祈
り
の
人
間
と
し
て
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
一
六
章
で
は
、
オ
ー
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ガ
ス
テ
ィ
ン
が
、
ト
ム
を
、
自
分
（
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
）
の
た
め
に
祈
っ
て
く
れ
て
お
り
、
特
に
自
分
の
回
心
の
た
め
に
祈
っ
て
く
れ
て
い

る
と
、
紹
介
し
て
い
る
。
第
二
六
章
で
は
、
ト
ム
は
、
主
に
祈
る
こ
と
を
、
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
に
勧
め
て
い
る
。
第
二
八
章
で
は
、
死
に
ゆ

く
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
か
ら
祈
っ
て
く
れ
と
た
の
ま
れ
た
ト
ム
は
、
全
身
全
霊
で
祈
っ
て
い
る
。
第
二
九
章
で
は
、
ト
ム
の
祈
り
は
、「
愛
に

と
ど
ま
る
人
は
、
神
の
内
に
と
ど
ま
り
、
神
も
そ
の
人
の
内
に
と
ど
ま
る
」
と
い
う
聖
書
の
こ
と
ば
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
、
ス
ト
ウ
を
し

て
言
わ
し
め
て
い
る
。
第
三
四
章
で
、
ト
ム
は
、
肉
体
的
苦
痛
の
限
界
に
ま
で
達
す
る
よ
う
な
苦
し
み
の
な
か
で
、
神
に
祈
っ
て
い
る
。
第

三
八
章
で
は
、
レ
グ
リ
ー
の
と
こ
ろ
か
ら
逃
げ
る
キ
ャ
シ
ー
に
対
し
て
、
ト
ム
は
、
力
の
限
り
祈
る
こ
と
を
、
約
束
し
て
い
る
。

以
上
の
、
ト
ム
の
祈
り
を
み
れ
ば
、
彼
の
祈
り
の
特
徴
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
他
の
人
の
た
め
に
祈
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
ト
ム
が
「
天
の
故
郷
へ
の
あ
こ
が
れ
」
を
も
っ
た
人
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
四
章
の
集
会
に
お
い
て
、
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の
歌
の
な
か
か
ら
、
天
の
故
郷
を
あ
こ

が
れ
る
歌
が
選
ば
れ
て
お
り
、
聖
書
朗
読
の
箇
所
と
し
て
黙
示
録
が
選
ば
れ
て
い
る
。
第
一
二
章
に
お
い
て
、
ト
ム
が
奴
隷
商
人
ヘ
イ
リ
ー

の
馬
車
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
時
に
、
彼
は
、
天
の
故
郷
へ
の
あ
こ
が
れ
を
内
容
と
す
る
聖
書
の
言
葉
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
。
第
一
四
章
で

も
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
川
を
下
っ
て
い
る
船
の
な
か
で
、
第
一
二
章
と
同
じ
よ
う
に
、
ト
ム
は
、
天
の
故
郷
へ
の
あ
こ
が
れ
を
示
す
聖
書
を
読

ん
で
い
る
。
第
一
六
章
に
お
い
て
、
第
四
章
の
集
会
と
同
じ
よ
う
に
、
ト
ム
は
、
天
の
故
郷
を
あ
こ
が
れ
る
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
第
二
二
章

に
お
い
て
、
ト
ム
は
、
天
の
故
郷
へ
の
あ
こ
が
れ
を
示
す
霊
歌
を
歌
っ
て
い
る
。

以
上
だ
け
を
み
れ
ば
、
ト
ム
は
、
天
の
故
郷
だ
け
を
あ
こ
が
れ
て
お
り
、
地
の
こ
と
（
具
体
的
に
は
奴
隷
制
の
こ
と
）
に
は
関
心
が
な
い

よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
ト
ム
の
場
合
、
天
の
故
郷
を
あ
こ
が
れ
る
こ
と
と
、
地
に
お
い
て
他
者
を
愛

す
る
こ
と
（
他
者
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
奴
隷
制
を
変
え
て
い
く
）
が
、
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
ま
た
乖
離
す
る
こ
と
な
く
、
結
び

つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
の
第
四
と
し
て
、
指
摘
で
き
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ム
は
、「
他

者
へ
の
愛
を
も
っ
た
人
」
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
三
三
章
で
、
ト
ム
は
、
苦
し
ん
で
い
る
黒
人
奴
隷
の
仲
間
た
ち
に
、
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感
情
の
優
し
さ
や
同
情
を
表
わ
し
て
い
る
。
第
三
八
章
で
は
、
ト
ム
の
心
は
、
自
分
の
ま
わ
り
に
い
る
哀
れ
で
惨
め
な
人
た
ち
に
対
す
る

あ
わ
れ
み
と
同
情
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ト
ム
の
ま
わ
り
に
い
る
哀
れ
で
惨
め
な
人
た
ち
は
、
ト
ム
の
不
思
議
な
力
に
よ
っ

て
変
え
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ト
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
黒
人
奴
隷
た
ち
の
状
況
（
具
体
的
に
い
え
ば
、
奴
隷
制
）
を
、

徐
々
に
そ
し
て
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、
変
え
て
い
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
同
情
と
﹇
思
い
や
り
の
﹈
感
情
」
と
い
う
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
頼
り
な
い
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
回
路
を
経
由
し
て
、
奴
隷
制
を
廃
止
し
よ
う
と
、
ス
ト
ウ
が
思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
こ
と
と
、
符
号
し
て
い
る
。

ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
の
第
三
と
第
四
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ト
ム
が
天
の
故
郷
へ
の
あ
こ
が
れ
を
も
っ
て
い
る

と
同
時
に
、
他
者
へ
の
愛
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
第
二
八
章
に
お
い
て
、
ト
ム
（
ス
ト
ウ
と
い
っ
て
も
よ
い
）
が
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音

書
三
一
―
四
五
節
（
天
の
故
郷
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
他
者
へ
の
愛
に
よ
っ
て
、
決
め
ら
れ
る
）
を
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
に
読

ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
理
解
で
き
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
野
口
啓
子
が
、「『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
政
治
的
感
化
力
と
キ
リ
ス
ト
教
」
に
お
い
て
、「
ス
ト
ウ
﹇
ト
ム

と
い
っ
て
も
よ
い
﹈
の
究
極
の
救
済
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
あ
の
世
に
お
け
る
清
算
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
）
58
（

」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
ト
ム

に
対
し
て
、
微
妙
で
あ
る
が
、
公
平
さ
を
欠
く
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ト
ム
は
、
地
に
お
い
て
他
者
を
愛
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
地
の
問
題
（
具
体
的
に
は
奴
隷
制
）
を
徐
々
に
ま
た
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
変
え
て
い
っ
て
い
る
人
間
と
し
て
も
、
描
か
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
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Ⅳ　

お
わ
り
に
――
今
後
の
課
題
と
し
て
――

ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
ト
ム
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

と
、
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ス
ト
ウ
は
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
と
い
う
小
説
の
主
人
公
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
ト
ム
を
、「
な

ぜ
」
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
設
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
ジ
ョ

サ
イ
ア
・
ヘ
ン
ソ
ン
（Josiah H

enson

）
が
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
信
仰
（M

ethodist faith

）
を
も
っ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
）
59
（

。
あ
る
い

は
、
ス
ト
ウ
自
身
、「
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
牧
師
」「
老
メ
ソ
ジ
ス
ト
」「
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
用
語
」
な
ど
の
表
現
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
）
60
（

。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
、
理
由
と
し
て
は
弱
す
ぎ
る
。
事
実
、
彼
女
自

身
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
の
交
流
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
う
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
。「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
を

メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
描
い
た
ス
ト
ウ
の
戦
略
」
の
論
文
を
書
い
た
宮
城
も
、
ス
ト
ウ
と
メ
ソ
ジ
ズ
ム
と
の
出
会
い
を
検
証
で
き
て
い
な
い
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
に
お
い
て
、「
な
ぜ
」
ス
ト
ウ
が
ト
ム
を
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
設
定
し
た
の

か
、
そ
の
理
由
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
訳
者
の
一
人
で
あ
る
大
橋
吉
之
輔
は
、
そ
の
「
解
説
」
に
お
い
て
、「
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン

グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
非
暴
力
に
よ
る
公
民
権
運
動
は
、
ト
ム
の
精
神
を
改
革
運
動
の
戦
術
面
に
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
）
61
（

。
ト

ム
の
精
神
を
、
キ
ン
グ
は
、
運
動
体
に
ま
で
拡
充
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ト
ム
の
精
神
を
、
キ
ン
グ
は
、
運
動
体
の
中
心
に
保
ち

な
が
ら
、
ト
ム
に
は
で
き
な
か
っ
た
運
動
に
ま
で
な
し
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
ト
ム
の
精
神
と
キ
ン
グ
の
思
想
の
密

接
な
つ
な
が
り
を
究
め
る
と
と
も
に
、
ト
ム
と
キ
ン
グ
の
違
い
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
究
め
る
こ
と
も
、
課
題
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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注

（
1
） 

第
一
次
逃
亡
奴
隷
法
と
第
二
次
逃
亡
奴
隷
法
に
つ
い
て
の
筆
者
の
説
明
は
、
高
野
フ
ミ
編
の
『「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
」
を
読
む
――
反
奴

隷
制
小
説
の
多
様
性
と
文
化
的
衝
撃
――
』
の
な
か
の
板
橋
好
枝
に
よ
る
論
文
「『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
文
学
性
――
奴
隷
制
社
会
の

言
説
――
」
六
一
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
2
） 

英
語
テ
キ
ス
ト
は
、E

lizabeth A
m

m
ons 

編
のU

ncle T
om

’s C
abin; or, Life A

m
ong the Low

ly 

を
用
い
る
。
日
本
語
訳
は
、
主
と
し
て
、

一
九
九
八
年
に
明
石
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
小
林
憲
二
監
訳
を
用
い
る
。
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
、
拙
訳
を
用
い
て
い
る
部
分
も
あ
る
し
、

一
九
六
七
年
に
旺
文
社
文
庫
と
し
て
出
版
さ
れ
た
大
橋
吉
之
輔
訳
、
一
九
六
六
年
に
角
川
文
庫
と
し
て
出
版
さ
れ
た
山
屋
三
郎
・
大
久
保
博
訳
、

一
九
五
二
年
に
新
潮
社
文
庫
と
し
て
出
版
さ
れ
た
吉
田
健
一
訳
を
用
い
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
引
用
は
、
本
文
中
に
、
英
語
の
頁
数
と
日
本
語

訳
の
頁
数
の
順
序
で
示
す
。
訳
者
名
を
特
に
明
記
し
て
い
な
い
場
合
は
、
小
林
監
訳
で
あ
る
。

（
3
） C

harles E
dw

ard Stow
e, Life of H

arriet B
eecher Stow

e: C
om

piled from
 H

er Letters and Journals

（B
oston and N

ew
 York: 

H
oughton, M

ifflin and C
om

pany, 1891

）, 146;  
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
ト
ウ
『
ス
ト
ウ
夫
人
の
肖
像
――
そ
の
手
記
に
よ
る
伝
記

――
』
鈴
木
茂
々
子
訳
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
四
年
、
一
六
五
頁
。

（
4
） Joshua D

. B
ellin, “U

p to H
eaven ’s G

ate, D
ow

n in E
arth ’s D

ust, ” in H
arriet B

eecher Stow
e ’s U

ncle T
om

’s C
abin: A

 C
asebook, ed. 

E
lizabeth A

m
m

ons

（O
xford: O

xford U
niversity Press, 2007

）, 207
―26.  

な
お
、「『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
著
作
権
を
神
に
帰
す
」

と
い
う
表
現
は
、『「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
」
を
読
む
――
反
奴
隷
制
小
説
の
多
様
性
と
文
化
的
衝
撃
』
の
な
か
の
野
口
啓
子
に
よ
る
論
文

「『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
政
治
的
感
化
力
と
キ
リ
ス
ト
教
」
六
五
頁
か
ら
借
用
し
た
。

（
5
） Jane P. Tom

pkins, “Sentim
ental Pow

er: U
ncle T

om
’s C

abin and the Politics of Literary H
istory, ” in T

he N
ew

 Fem
inist C

riticism
: 

E
ssays on W

om
en, Literature, and T

heory, ed. E
laine Show

alter

（N
ew

 York: Pantheon B
ooks, 1985

）, 91;  

ジ
ェ
イ
ン
・
P
・
ト
ン
プ

キ
ン
ズ
「
感
傷
の
力
――
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
と
文
学
史
の
政
治
学
――
」『
新
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
――
女
性
・
文
学
・
理
論
――
』
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青
山
誠
子
訳
、
岩
波
書
店
、
九
九
―
一
〇
〇
頁
。

（
6
） 
小
林
憲
二
「『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
再
評
価
と
位
置
付
け
」『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
小
林
憲
二
監
訳
、
明
石
書
店
、
一
九
九
八

年
、
五
七
三
頁
。

（
7
） 

ス
ト
ウ
の
父
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
有
名
な
牧
師
の
ラ
イ
マ
ン
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
（L

ym
an B

eecher, 1775

―1863

）
で
あ
り
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
家
は
、

一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
を
牽
引
し
た
。
ス
ト
ウ
や
ビ
ー
チ
ャ
ー
家
に
関
し
て
は
、
次
の
著
書
が
参
考
に
な
る
。Joan D

. H
edrick, 

H
arriet B

eecher Stow
e: A

 Life

（O
xford: O

xford U
niversity Press, 1994

）.  M
ilton R

ugoff, T
he B

eechers: A
n A

m
erican Fam

ily in 

the N
ineteenth C

entury

（N
ew

 York: H
arper &

 R
ow

, Publishers, 1981

）.

（
8
） 

小
林
監
訳
で
は
「
ま
っ
と
う
な
感
覚
を
も
つ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
橋
訳
で
は
「
正
義
の
感
覚
に
よ
く
注
意
す
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
山
屋
・

大
久
保
訳
で
は
「
正
し
く
感
じ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
小
林
監
訳
は
意
訳
し
す
ぎ
で
あ
り
、
山
屋
・
大
久
保
訳
が
適
訳
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
る
。

（
9
） 

上
杉
忍
は
、
そ
の
著
『
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
歴
史
――
奴
隷
貿
易
か
ら
オ
バ
マ
大
統
領
ま
で
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
三
年
）
の
四
八
頁
に
お
い
て
、

「
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ウ
の
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
は
、
黒
人
奴
隷
制
の
非
人
間
性
を
広
く
北
部
の
白
人
社
会
に
知
ら
せ
、

世
論
を
変
え
る
大
き
な
力
と
な
っ
た
」
と
、
記
し
て
い
る
。

（
10
） 

キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
説
明
は
、
大
宮
有
博
に
よ
る
『
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
が
わ
か
る
――
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
か
ら

ブ
ッ
シ
ュ
ま
で
――
』
の
七
七
―
七
八
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
11
） 

日
没
か
ら
夜
明
け
ま
で
の
「
見
え
ざ
る
教
会
」
に
つ
い
て
は
、
G
・
P
・
ロ
ー
ウ
ィ
ッ
ク
著
、
西
川
進
訳
の
『
日
没
か
ら
夜
明
け
ま
で
――
ア
メ

リ
カ
黒
人
奴
隷
制
の
社
会
史
――
』（
刀
水
書
房
、
一
九
八
六
年
）
が
詳
し
い
。

（
12
） 

藤
井
久
仁
子
「『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
と
家
庭
小
説
」『「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
」
を
読
む
――
反
奴
隷
制
小
説
の
多
様
性
と
文
化
的

衝
撃
――
』
高
野
フ
ミ
編
、
彩
流
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
五
六
頁
。

（
13
） 

前
半
は
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
一
三
章
一
四
節
で
あ
る
。『
新
共
同
訳　

新
約
聖
書
注
解　

Ⅱ
』
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
は
い
わ
ば
黙
示
文
学
的
信

仰
告
白
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
こ
の
世
か
ら
逃
避
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
究
極
の
目
標
が
『
こ

の
地
上
に
永
続
す
る
都
』
で
は
な
く
、
す
で
に
天
に
備
え
ら
れ
て
い
る
『
来
る
べ
き
都
』
で
あ
る
こ
と
を
心
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」（
日
本

基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
一
年
）、
三
八
九
頁
。
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（
14
） 

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
四
章
一
―
二
節
。『
新
共
同
訳　

新
約
聖
書
注
解　

Ⅰ
』
に
よ
れ
ば
、「
父
が
い
る
天
に
お
い
て
、
弟
子
た
ち
の
『
住

む
所
』
を
用
意
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
神
か
ら
派
遣
さ
れ
天
に
帰
っ
て
行
く
イ
エ
ス
は
、
弟
子
た
ち
の
た
め
に
（
中
略
）
天
に
住

居
と
場
所
を
用
意
し
、
彼
ら
を
も
父
と
子
の
交
わ
り
に
入
れ
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
一
年
）、
五
〇
二

―
五
〇
三
頁
。

（
15
） 

小
林
監
訳
、
大
橋
訳
、
山
屋
・
大
久
保
訳
、
吉
田
訳
で
は
、「
牧
師
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
説
教
師
」
が
正
し
い
。

（
16
） 

フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
四
章
一
一
節
。『
新
共
同
訳　

新
約
聖
書
注
解　

Ⅱ
』
に
よ
れ
ば
、
ど
ん
な
と
き
に
も
ど
ん
な
場
合
に
も
、
暮
ら
し

や
食
物
や
所
有
物
の
面
で
の
豊
か
さ
と
乏
し
さ
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
解
し
て
い
る
（
二
五
一
頁
）。

（
17
） 

な
ぜ
エ
ヴ
ァ
が
黙
示
録
と
預
言
書
を
気
に
入
っ
た
か
の
説
明
を
、
ス
ト
ウ
は
し
て
い
な
い
。

（
18
） 

ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
一
五
章
二
節
。

（
19
） 

こ
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
賛
美
歌
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
七
章
九
節
に
基
づ
い
て
い
る
。『
新
共
同
訳　

新
約
聖
書
注
解　

Ⅱ
』
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ハ
ネ

の
黙
示
録
七
章
九
節
は
、「
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
殉
教
者
た
ち
が
、
白
い
衣
を
身
に
着
け
、
手
に
な
つ
め
や
し
の
枝
を
持
ち
（
白
い
衣
も
な
つ

め
や
し
の
枝
も
、
勝
利
や
賛
美
の
形
容
で
あ
る
）、
玉
座
の
前
と
小
羊
の
前
に
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
五
〇
七
頁
）。

（
20
） 

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
五
章
一
―
一
三
節
。
花
婿
と
は
、
主
の
こ
と
で
あ
る
。

（
21
） 

こ
の
賛
美
歌
は
、
出
典
不
明
で
あ
る
。

（
22
） 

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
一
章
二
五
―
二
六
節
。『
新
共
同
訳　

新
約
聖
書
注
解　

Ｉ
』
に
よ
れ
ば
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
一
章
二
五
―

二
六
節
は
、「
啓
示
を
与
え
た
父
へ
の
感
謝
の
祈
り
」
で
あ
る
。「
こ
れ
ら
の
こ
と
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
、
不
明
で
あ
る
（
八
六
頁
）。

（
23
） 

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
九
章
二
四
節
。『
新
共
同
訳　

新
約
聖
書
注
解　

Ｉ
』
に
よ
れ
ば
、
二
四
節
の
叫
び
は
、「
信
じ
き
る
こ
と
の
で
き
な
い

絶
望
的
状
況
に
あ
る
者
が
な
お
イ
エ
ス
の
助
け
に
よ
っ
て
真
に
信
じ
る
者
と
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
信
仰
の
叫
び
で
あ
る
」（
二
〇
九
―
二
一
〇

頁
）。

（
24
） 

こ
こ
で
、feel 

と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。feel 

や feeling

は
、
ス
ト
ウ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
、
し

た
が
っ
て
ト
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
、
で
も
あ
る
。

（
25
） 

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
五
章
三
一
―
三
二
節
。
羊
飼
い
が
す
る
よ
う
に
、
人
の
子
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
民
族
が
選
別
さ
れ
る
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
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（
26
） 

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
五
章
四
一
―
四
五
節
。
こ
こ
で
は
、
裁
き
の
主
体
は
、
王
で
あ
る
。

（
27
） 
宮
内
彰
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」『
増
訂
新
版　

新
訳
聖
書
略
解
』
山
谷
省
吾
・
高
柳
伊
三
郎
・
小
川
治
郎
編
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、

一
九
七
九
年
）、
九
五
頁
。

（
28
） 

ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一　

四
章
一
六
節
。

（
29
） 

イ
ザ
ヤ
書
四
三
章
一
節
。「
贖
う
（redeem

）」
と
い
う
語
は
、
レ
グ
リ
ー
農
園
で
の
ト
ム
の
せ
り
ふ
の
な
か
で
、
鍵
と
な
る
重
要
な
表
現
で
あ

る
、
と
い
え
る
。

（
30
） 

テ
キ
ス
ト
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。“Jerusalem

, m
y happy hom

e, N
am

e ever dear to m
e!  W

hen shall m
y sorrow

s have 

an end, T
hy joys w

hen shall

―”  

小
林
監
訳
で
は
、「
こ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
る
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
賛
美
歌
は
、『
聖
母
マ
リ
ア
の
歌
』（
一
六
〇
一

年
）
の
一
部
分
で
あ
る
」
と
の
説
明
が
、
な
さ
れ
て
い
る
。
大
橋
訳
で
は
、「
一
六
世
紀
後
半
よ
り
『
聖
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
』
の
曲
に
合
わ
せ
て
歌

わ
れ
て
い
る
。
歌
詞
は
聖
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
の
『
黙
想
』」
と
の
説
明
が
、
な
さ
れ
て
い
る
。
山
屋
・
大
久
保
訳
で
は
、「
一
六
世
紀
の
末
ご
ろ

賛
美
歌
と
し
て
歌
わ
れ
だ
し
た
も
の
で
、
歌
詞
は
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
『
黙
想
録
』
か
ら
と
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
」
と
の
説
明
が
、
な
さ

れ
て
い
る
。

（
31
） 

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
一
章
二
八
節
。

（
32
） 

イ
ザ
ヤ
書
四
三
章
二
―
三
節
。

（
33
） 

子
ど
も
が
四
人
い
た
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
員
の
ム
ラ
ト
ー
（
黒
人
の
血
が
半
分
入
っ
て
い
る
）
の
女
性
で
あ
る
。
第
三
一
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
34
） 

コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
三
章
二
二
節
。

（
35
） 

こ
こ
に
も
、「
贖
わ
れ
る
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、buy and pay for 

の
受
動
態
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
36
） 

ト
ム
の
「
の
ど
の
渇
き
」
に
関
し
て
は
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
九
章
二
八
節
の
、
イ
エ
ス
の
「
渇
き
」
を
想
起
の
こ
と
。「
こ
の
後
、
イ
エ

ス
は
、
す
べ
て
の
こ
と
が
今
や
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
を
知
り
、『
渇
く
』
と
言
わ
れ
た
」。

（
37
） 

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
二
三
章
三
四
節
。
こ
れ
は
、
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
七
言
の
第
一
言
で
あ
る
。『
新
約
聖
書
略
解　

増
訂
新
版
』
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
、「
自
分
を
殺
す
者
の
た
め
の
と
り
な
し
の
祈
り
で
あ
り
、
か
つ
て
自
ら
言
わ
れ
た
こ
と
を
文
字
ど
お
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
肉
体
に
お
い

て
の
イ
エ
ス
は
苦
し
み
に
さ
い
な
ま
れ
て
お
ら
れ
た
が
、
霊
に
お
い
て
は
自
由
で
あ
り
、
全
き
信
頼
を
崩
さ
ず
『
父
よ
』
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
」

（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
九
年
）、
二
四
八
頁
。
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（
38
） 

こ
こ
で
、
人
間
が
与
え
る
「
水
（w

ater

）」
と
、
主
イ
エ
ス
の
み
が
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
「
命
の
水
（living w

ater

）」
と
の
対
比
に
注
意
の

こ
と
。

（
39
） 
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
七
章
二
九
―
三
一
節
、
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
一
五
章
一
七
―
二
〇
節
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
九
章
一
―
三
節

を
参
照
の
こ
と
。

（
40
） 

ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
三
章
二
一
節
。
こ
れ
は
、
勝
利
を
得
る
者
に
対
す
る
約
束
の
言
葉
で
あ
る
。

（
41
） 

こ
の
賛
美
歌
に
お
け
る
勝
利
の
言
葉
は
、
各
ス
タ
ン
ザ
の
後
半
の
部
分
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
42
） 

こ
の
賛
美
歌
は
、
ジ
ョ
ン
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
（John N

ew
ton, 1725

―1807

）
の
ア
メ
イ
ジ
ン
グ
・
グ
レ
イ
ス
で
あ
る
。

（
43
） 

こ
の
賛
美
歌
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ワ
ッ
ツ
（Isaac W

atts, 1674

―1748

）
作
の
『
賛
美
歌
と
霊
歌
（H

ym
ns and Spiritual Songs

）』
第
二
巻

に
入
っ
て
い
る
六
五
の
「
わ
が
帰
路
に
」
で
あ
る
。
南
北
戦
争
前
の
南
部
の
歌
集
本
に
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
44
） 

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
四
三
―
四
四
節
。

（
45
） 

ダ
ニ
エ
ル
書
六
章
二
四
節
。

（
46
） 

ダ
ニ
エ
ル
書
三
章
一
九
―
二
八
節
。

（
47
） 

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
四
章
二
五
―
三
二
節
お
よ
び
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
八
章
二
四
節
。

（
48
） 

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
二
三
章
四
六
節
。『
新
約
聖
書
略
解　

増
訂
新
版
』
は
、「
イ
エ
ス
は
、
祈
り
を
も
っ
て
公
生
涯
を
始
め
ら
れ
、
祈
り
を
も
っ

て
地
上
を
歩
み
、
四
六
節
の
祈
り
を
も
っ
て
世
を
去
っ
て
、
神
の
も
と
に
帰
ら
れ
た
、
と
ル
カ
は
記
し
て
い
る
」（
二
四
八
頁
）
と
、
説
明
し
て

い
る
。

（
49
） 

イ
エ
ス
の
最
後
が
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
。

（
50
） 

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
〇
章
二
八
節
。『
新
約
聖
書
略
解　

増
訂
新
版
』
で
は
、「
悪
人
や
悪
魔
は
、『
か
ら
だ
を
殺
し
て
も
、
魂
を
殺
す
こ
と

は
で
き
な
い
』。
か
よ
う
な
者
を
恐
れ
な
く
て
も
よ
い
」
と
の
、
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
五
二
頁
）。

（
51
） 「
微
笑
む
」
と
い
う
語
は
、
ト
ム
と
い
う
人
間
を
あ
ら
わ
す
キ
ー
・
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。

（
52
） 

黒
人
霊
歌
に
、
こ
れ
と
似
た
表
現
が
あ
る
。

（
53
） 

ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
八
章
三
五
節
。

（
54
） 

こ
こ
で
も
、「
微
笑
む
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
の
こ
と
。
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（
55
） 

ス
ト
ウ
は
、
第
四
一
章
に
お
い
て
ト
ム
の
最
後
を
描
い
て
い
る
が
、
第
四
〇
章
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
で
あ
り
編
集

者
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
レ
ン
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
（W

illiam
 C

ullen B
ryant, 1794

―1878

）
の
こ
と
ば
を
借
り
て
、
同
じ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。「
心
正
し
き
者
が
天
か
ら
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
！
（
中
略
）
た
と
え
心
は
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
血
を
流
し
、

人
に
顧
み
ら
れ
ず
、
死
ん
で
い
こ
う
と
も
！
な
ぜ
な
ら
、
神
は
す
べ
て
の
悲
し
み
の
日
々
を
記
録
し
、
す
べ
て
の
苦
い
涙
を
数
え
て
い
て
く
だ

さ
る
か
ら
だ
」。

（
56
） 

小
林
監
訳
、
大
橋
訳
、
吉
田
訳
で
は
、「
自
己
を
犠
牲
に
し
て
苦
難
に
耐
え
る
愛
」
と
な
っ
て
い
る
。
山
屋
・
大
久
保
訳
だ
け
が
、「
己
れ
を
捨

て
、
人
の
た
め
に
苦
し
む
悩
む
愛
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
57
） 

宮
城
妙
子
「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
を
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
し
て
描
い
た
ス
ト
ウ
の
戦
略
」『
英
文
学
思
潮
』
七
九
巻
、
青
山
学
院
大
学
英
文
学
会
、

二
〇
〇
六
年
、
二
〇
一
―
二
一
七
頁
。

（
58
） 

野
口
啓
子
「『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
政
治
的
感
化
力
と
キ
リ
ス
ト
教
」『「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
」
を
読
む
――
反
奴
隷
制
小
説
の

多
様
性
と
文
化
的
衝
撃
――
』
高
野
フ
ミ
編
、
彩
流
社
、
二
〇
〇
七
年
、
七
七
頁
。

（
59
） D

avid S. R
eynolds, M

ightier than the Sw
ord: U

ncle T
om

’s C
abin and the B

attle for A
m

erica

（N
ew

 York: W
. W

. N
orton &

 

C
om

pany, 2011

）, 105.

（
60
） C

harles E
dw

ard Stow
e, 50, 61, 63;  

鈴
木
訳
、
五
七
頁
、
七
一
頁
、
七
三
頁
。

（
61
） 

大
橋
吉
之
輔
「
解
説
」『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
（
下
）』
旺
文
社
（
旺
文
社
文
庫
）、
一
九
六
七
年
、
四
五
七
頁
。


