
「
人
の
命
は
地
球
よ
り
重
い
」

と
い
う
歴
代
首
相
福
田
赳
夫

が
言
っ
た
言
葉
が
あ
る
。
そ

れ
ほ
ど
、
人
の
命
は
何
に
も

代
え
が
た
い
大
切
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
じ
め
や
虐
待
な
ど
で
自
死

を
選
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
、

大
き
な
事
件
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
、
そ
の
原
因
と
な

る
も
の
を
探
し
出
し
、
加
害

者
は
誰
で
あ
る
か
、
責
任
の

所
在
を
問
う
。
し
か
し
、
毎

日
、
静
か
に
殺
さ
れ
て
行
く

小
さ
な
命
が
多
く
あ
る
。
そ

れ
は
、
堕
胎
、
即
ち
、
人
工

妊
娠
中
絶
と
い
う
死
の
出
来

事
で
あ
る
。
そ
の
責
任
者
と

な
る
者
は
胎
児
の
親
で
あ
る
。

日
本
で
中
絶
が
合
法
に
な
っ

た
の
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、

刑
法
212
条
の
「
堕
胎
罪
」
規

定
に
よ
り
、
犯
罪
と
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九

四
八
年
制
定
の
優
生
保
護
法

（
現
・
母
体
保
護
法
）
は

「
暴
行
も
し
く
は
脅
迫
」
な

ど
望
ま
ぬ
妊
娠
や
「
経
済
的

理
由
」
に
限
り
、
中
絶
を
合

法
化
し
た
。
た
だ
し
、
妊
娠

周
期
が
22
週
を
越
え
た
場
合
、

胎
児
は
母
体
外
で
生
存
が
可

能
な
た
め
法
的
に
は
認
め
ら

れ
て
い
な
い
。

日
本
の
中
絶
は
、
最
新
の

二
〇
一
五
年
統
計
に
よ
る
と
、

総
数
は
約
17
万
6
千
件
で
あ

り
、
年
齢
別
で
は
20
〜
24
歳

が
22
％
で
最
も
多
く
、
30
〜

34
歳
の
20

％
が

続
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
10

代

の
中
絶
は
、
一

日
、
53

件
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
未
婚
の
中
学

生
・
高
校
生
・
大
学
生
の
中

で
も
人
工
中
絶
手
術
を
受
け

た
生
徒
や
学
生
が
多
い
の
が

現
実
で
あ
る
。
ま
た
、
公
に

自
分
の
堕
胎
の
経
験
を
語
る

者
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
当
事
者
た
ち
も
堕
胎

は
良
い
こ
と
で
あ
る
と
は
思
っ

て
い
な
い
。
罪
悪
感
や
羞
恥

心
が
伴
う
苦
し
み
の
出
来
事

で
は
な
い
か
。

人
の
い
か
な
る
状
況
や
立

場
に
お
い
て
も
、
人
間
の
小

さ
な
命
を
絶
つ
こ
と
は
、
命

の
尊
厳
に
関
わ
る
こ
と
で
あ

る
。
聖
書
は
、
命
の
尊
厳
性

に
関
し
て
人
類
が
始
ま
っ
て

か
ら
語
っ
て
い
る
。
創
世
記

1
章
26
節
で
は
神
が
人
間
を

「
神
の
か
た
ち
」
に
似
せ
て

創
造
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
る
。

人
間
が
「
神
の
か
た
ち
」
に

似
せ
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
人
の
命
の
価
値
と
性

質
は
、
動
物
と
は
異
な
る
次

元
で
造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
神
は
、
「
人
の
血

を
流
す
者
は
、
人
に
よ
っ
て

自
分
の
血
を
流
さ
れ
る
。
人

は
神
に
か
た
ど
っ
て
造
ら
れ

た
か
ら
だ
」
（
創
世
記
9
章

6
節
）
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ

ほ
ど
、
人
の
命
は
貴
重
な
存

在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
人
間
は
命
を
授
け
ら
れ

て
か
ら
命
を
失
う
ま
で
「
神

の
か
た
ち
」
を
秘
め
た
存
在

で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て

い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も

そ
の
存
在
価
値
や
尊
厳
性
に

差
異
は
な
い
の
で
あ
る
。

詩
編
139
編
13
章
「
あ
な
た

は
、
わ
た
し
の
内
臓
を
造
り
、

母
の
胎
内
に
わ
た
し
を
組
み

立
て
て
く
だ
さ
っ
た
」
、
ま

た
、
詩
編
139
編
16
章
で
は
、

「
胎
児
で
あ
っ
た
わ
た
し
を

あ
な
た
の
目
は
見
て
お
ら
れ

た
。
わ
た
し
の
日
々
は
あ
な

た
の
書
に
す
べ
て
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
だ
そ
の
一
日
も
造

ら
れ
な
い
う
ち
か
ら
」
と
詩

編
の
記
者
は
言
っ
て
い
る
が
、

神
は
母
体
の
中
で
生
命
を
養
っ

て
く
だ
さ
る
お
方
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
生
命
の
誕
生

か
ら
死
に
至
る
ま
で
神
の
御

手
を
か
け
て
下
さ
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

現
代
の
多
く
の
国
々
は
、

人
の
命
が
誕
生
し
て
最
初
8

週
な
い
し
12
週
が
過
ぎ
る
ま

で
は
、
単
な
る
潜
在
的
な
人

間
と
見
做
す
。
し
か
し
、
い

か
に
社
会
的
な
合
意
を
通
じ

て
規
定
し
て
も
、
聖
書
で
は

生
命
が
生
じ
た
瞬
間
か
ら
そ

の
小
さ
な
命
を
育
ま
れ
死
に

至
る
ま
で
御
手
の
中
に
保
た

れ
る
存
在
価
値
と
尊
厳
性
が

あ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
堕
胎
は
最
悪
の
ケ
ー

ス
を
除
い
て
行
わ
る
べ
き
で

は
な
い
。

命
の
尊
厳
は
人
間
の
責
任

で
あ
る
。
た
だ
、
経
済
的
な

理
由
に
よ
る
望
ま
ぬ
妊
娠
に

よ
っ
て
堕
胎
が
可
能
な
選
択

は
正
し
い
選
択
で
あ
る
の
か
。

過
去
の
貧
し
き
時
代
に
お
い

て
も
多
く
の
子
ど
も
を
育
て

て
き
た
立
派
な
日
本
の
親
は

多
く
い
る
。
日
本
は
経
済
的

な
理
由
で
子
ど
も
育
て
ら
れ

な
い
よ
う
な
福
祉
貧
困
国
で

は
な
い
。
中
学
や
高
校
に
お

け
る
性
教
育
は
堕
胎
を
減
少
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さ
せ
る
た
め
に
あ
る
の
で
は

な
い
。
無
残
な
堕
胎
に
よ
る

苦
悩
か
ら
身
と
心
を
守
る
貞

操
教
育
と
正
し
い
性
に
基
づ

く
倫
理
道
徳
教
育
が
必
要
で

「
良
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の

た
と
え
。
聖
書
物
語
の
人
気

ラ
ン
キ
ン
グ
を
作
る
と
し
た

ら
、
確
実
に
上
位
に
入
る
の

は
こ
の
話
で
す
。
学
校
や
職

場
で
起
き
る
い
じ
め
の
構
図

を
よ
く
表
し
て
い
る
話
だ
と

い
う
見
方
が
で
き
ま
す
。
旅

人
に
は
仲
間
が
い
な
く
、
こ

こ
に
い
じ
め
ら
れ
っ
子
の
姿

が
見
ら
れ
ま
す
。
弱
み
に
付

け
込
ん
だ
の
は
盗
賊
で
し
た
。

こ
こ
に
い
じ
め
ら
れ
っ
子
の

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
命
の

尊
厳
と
は
自
己
の
体
と
心
を

汚
す
す
べ
て
の
悪
か
ら
守
る

健
全
な
精
神
で
あ
る
。

姿
が
見
ら
れ
ま
す
。
二
人
の

人
が
通
り
か
か
り
ま
す
が
、

知
ら
ん
ふ
り
す
る
の
が
一
番

だ
と
考
え
ま
す
。
こ
の
二
人

は
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た

普
通
の
人
を
表
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ど
ん
な
人
に
も

手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
す
る

と
切
り
が
な
い
と
指
摘
し
た

律
法
学
者
は
イ
エ
ス
様
に
尋

ね
ま
し
た
。
「
わ
た
し
の
隣

人
と
は
だ
れ
で
す
か
。
」
イ

エ
ス
様
は
誰
が
隣
人
か
で
は

な
く
、
自
分
が
隣
人
に
な
れ

る
か
が
問
題
だ
と
い
う
こ
と

を
指
摘
し
ま
し
た
。
イ
エ
ス

様
が
祭
司
と
レ
ビ
人
を
悪
者

に
し
て
、
サ
マ
リ
ア
人
を
善

良
な
人
と
し
て

描
い
た
の
は
、

当
時
の
ユ
ダ
ヤ

人
の
気
持
ち
を

逆
な
で
し
て
、

挑
発
す
る
た
め

で
し
た
。
ユ
ダ

ヤ
人
と
サ
マ
リ

ア
人
の
間
に
あ

る
溝
は
大
き
く
、

互
い
に
激
し
く

憎
み
合
っ
て
い

ま
し
た
。
良
き

隣
人
は
、
損
得
の
計
算
を
せ

ず
、
相
手
が
自
分
の
助
け
を

受
け
る
の
に
相
応
し
い
人
間

か
ど
う
か
を
考
え
な
い
で
行

動
し
ま
す
。

初
代
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
た

ち
は
皆
ユ
ダ
ヤ
人
で
、
初
め

の
内
は
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
人

た
ち
に
伝
道
す
る
つ
も
り
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ユ
ダ

ヤ
人
と
そ
の
他
の
民
族
の
間

に
高
く
て
厚
い
壁
が
あ
り
ま

し
た
。
ロ
ー
マ
の
軍
人
に
呼

ば
れ
て
し
か
た
が
な
く
ロ
ー

マ
人
の
家
庭
に
福
音
を
伝
え

に
行
っ
た
ペ
ト
ロ
は
イ
エ
ス

様
の
こ
と
を
こ
の
人
た
ち
に

伝
え
る
と
、
自
分
た
ち
に
起

き
た
不
思
議
な
現
象
が
同
じ

よ
う
に
ロ
ー
マ
人
に
も
起
き

た
の
を
見
て
、
彼
ら
を
仲
間

に
入
れ
る
こ
と
に
納
得
し
ま

し
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
た
ち
は
こ

の
新
し
い
同
志
を
ユ

ダ
ヤ
教
に
改
宗
さ
せ
、

外
国
人
が
ひ
ど
く
嫌

が
る
割
礼
と
い
う
儀

式
を
受
け
さ
せ
、
律

法
の
掟
を
守
ら
せ
る

べ
き
だ
と
主
張
す
る

人
た
ち
が
い
ま
し
た
。

そ
の
時
、
元
迫
害
者

の
パ
ウ
ロ
は
イ
エ
ス

様
へ
の
信
仰
を
持
っ

た
外
国
人
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
以
上
に
輝

い
て
い
る
の
を
見
て
そ
の
動

き
に
反
対
し
ま
し
た
。
伝
道

を
始
め
て
間
も
な
く
、
パ
ウ

ロ
は
ガ
ラ
テ
ヤ
地
方
に
住
む

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
た
ち
に
次
の

言
葉
を
送
り
ま
し
た
。
「
も

は
や
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ

ア
人
も
な
く
、
奴
隷
も
自
由

な
身
分
の
者
も
な
く
、
男
も

女
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た

が
た
は
皆
、
キ
リ
ス
ト
・
イ

エ
ス
に
お
い
て
一
つ
だ
か
ら

で
す
。
」

そ
の
後
、
エ
フ
ェ

ソ
に
い
る
信
徒
に
、
次
の
言

葉
が
送
ら
れ
ま
し
た
。
「
キ

リ
ス
ト
は
わ
た
し
た
ち
の
平

和
で
あ
り
ま
す
。
二
つ
の
も

の
を
一
つ
に
し
、
御
自
分
の

肉
に
お
い
て
敵
意
と
い
う
隔

て
の
壁
を
取
り
壊
し
ま
し
た
。

十
字
架
を
通
し
て
、
両
者
を

一
つ
の
体
と
し
て
神
と
和
解

さ
せ
、
十
字
架
に
よ
っ
て
敵
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意
を
滅
ぼ
さ
れ
ま
し
た
。
」

二
〇
一
〇
年
の
秋
か
ら
私

は
中
国
の
江
西
省
の
南
に
あ

る
贛
州
と
い
う
街
に
就
職
し

ま
し
た
。
贛
州
に
着
い
た
次

の
日
曜
日
に
教
会
を
探
し
に

行
き
ま
し
た
が
、
日
本
の
教

会
の
牧
師
に
書
い
て
い
た
だ

い
た
紹
介
状
を
教
会
の
責
任

者
の
一
人
に
渡
し
ま
し
た
。

責
任
者
は
次
の
週
の
日
曜
日

の
礼
拝
説
教
で
、
日
本
の
教

会
か
ら
紹
介
書
が
届
い
た
こ

と
に
触
れ
、
さ
き
ほ
ど
取
り

上
げ
た
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
引

用
し
ま
し
た
。
「
キ
リ
ス
ト

は
わ
た
し
た
ち
の
平
和
で
す
。

二
つ
の
も
の
を
一
つ
に
し
、

御
自
分
の
肉
に
お
い
て
敵
意

と
い
う
隔
て
の
壁
を
取
り
壊

し
ま
し
た
。
か
つ
て
、
敵
国

だ
っ
た
日
本
の
教
会
か
ら
こ

の
よ
う
な
お
手
紙
が
届
き
ま

し
た
。
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
兄

弟
姉
妹
で
あ
る
私
た
ち
の
間

に
あ
っ
た
敵
意
の
壁
も
壊
さ

れ
ま
し
た
。
」
こ
こ
で
は
福

音
が
生
き
て
い
る
。
ア
ジ
ア

の
国
際
関
係
の
問
題
を
解
決

す
る
上
で
、
私
た
ち
の
信
仰

が
、
決
し
て
無
関
係
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
な
思
い
が
強

め
ら
れ
、
と
て
も
励
ま
さ
れ

ま
し
た
。

わ
ざ
わ
ざ
外
国
に
行
か
な

く
て
も
、
身
近
な
と
こ
ろ
に

多
く
の
隔
て
の
壁
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
隔
て
の
壁
を

今
年
の
秋
の
特
別
礼
拝
で

は
東
奥
義
塾
高
校
の
塾
長
で

あ
る
コ
ル
ド
ウ
ェ
ル
・
ジ
ョ

ン
先
生
が
お
話
を
し
て
下
さ
っ

た
。
奨
励
の
内
容
は
「
隣
人

と
は
誰
か
vs.
隣
人
に
な
れ
る

か
」
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト

教
を
学
ぶ
と
よ
く
隣
人
や
隣

人
愛
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す

る
。
講
義
で
キ
リ
ス
ト
教
の

の
人
間
関
係
論
に
つ
い
て
学

ん
だ
。
そ
の
中
で
、
自
己
を

一
つ
一
つ
取
り
除
く
の
が
、

福
音
の
役
目
で
あ
り
、
「
平

和
を
作
り
出
す
も
の
は
幸
い

で
あ
る
」
と
言
っ
た
イ
エ
ス

様
の
教
え
に
従
う
私
た
ち
の

務
め
で
す（

文
責

柘
植
秀
通)

愛
す
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。

「
自
己
を
真
に
愛
す
る
こ
と

は
、
自
己
愛
と
隣
人
愛
の
両

方
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。

イ
エ
ス
が
言
わ
れ
た
『
隣
人

を
自
分
の
よ
う
に
愛
す
る
』

こ
と
と
は
、
自
己
を
愛
す
る

こ
と
が
出
来
る
人
が
人
を
愛

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己

を
愛
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

人
は
、
隣
人
を
愛
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
」
こ
の
こ
と

か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
生
き

て
い
く
う
え
で
隣
人
は
と
て

も
大
切
な
存
在
で
あ
り
、
隣

人
愛
を
持
っ
て
生
活
を
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
私
は

疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
本
当
の
隣
人
愛
と
は

何
か
、
相
手
に
と
っ
て
の
隣

人
と
は
ど
の
よ
う
な
人
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
隣
人

愛
を
持
つ
こ
と
が
大
事
と
は

い
え
、
そ
の
本
質
を
理
解
し

て
い
な
い
と
本
当
の
意
味
で

隣
人
愛
を
持
て
な
い
よ
う
に

思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
奨
励
を
聞
い
て
か
ら
は

隣
人
、
隣
人
愛
の
本
質
や
そ

れ
ら
が
持
つ
意
味
を
以
前
よ

り
理
解
で
き
た
よ
う
に
思
え

る
。
以
下
で
詳
し
く
述
べ
て

い
こ
う
と
思
う
。

聖
書
物
語
の
一
つ
に
「
良

き
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
」

と
い
う
話
が
あ
る
。
新
約
聖

書
の
中
の
ル
カ
に
よ
る
福
音

書
10
章
25
節
〜
37
節
に
あ
る
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
語
っ

た
隣
人
愛
と
永
遠
の
命
に
関

す
る
た
と
え
話
で
あ
る
。
こ

の
話
の
内
容
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
あ
る
人
が
エ
ル

サ
レ
ム
か
ら
エ
リ
コ
に
向
か

う
途
中
で
強
盗
に
襲
わ
れ
て

身
ぐ
る
み
を
は
が
さ
れ
、
半

死
半
生
と
な
っ
て
道
端
に
倒

れ
て
い
た
。
そ
こ
に
３
人
の

人
が
通
り
か
か
る
。
最
初
に

祭
司
が
通
り
か
か
る
が
、
そ

の
人
を
見
る
と
道
の
向
こ
う

側
に
通
り
過
ぎ
て
行
っ
た
。

次
に
レ
ビ
人
が
通
り
か
か
る

が
、
彼
も
道
の
向
こ
う
側
を

通
り
過
ぎ
て
行
っ
た
。
し
か

し
３
番
目
に
通
り
か
か
っ
た

あ
る
サ
マ
リ
ア
人
は
、
そ
ば

に
来
る
と
、
こ
の
半
死
半
生

の
人
を
助
け
た
。
傷
口
の
治

療
を
し
て
、
ロ
バ
に
乗
せ
て

宿
屋
ま
で
運
び
介
抱
し
た
。

そ
し
て
翌
日
に
な
る
と
宿
屋

の
主
人
に
け
が
人
の
世
話
を

頼
ん
で
そ
の
費
用
を
払
っ
た
。

初
め
に
こ
の
話
を
聞
い
た
と

き
に
道
端
に
倒
れ
て
い
る
人

を
見
捨
て
た
司
祭
と
レ
ビ
人

は
ひ
ど
い
人
た
ち
だ
と
感
じ

た
。
し
か
し
、
奨
励
の
話
を

聞
い
て
別
の
解
釈
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
2
人
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に
共
通
す
る
こ
と
は
自
分
の

こ
と
に
精
い
っ
ぱ
い
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、

助
け
る
べ
き
な
の
だ
が
そ
の

よ
う
な
行
動
を
起
こ
す
こ
と

に
よ
っ
て
自
分
が
不
利
な
立

場
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
る
。
そ
の
際
に
、
知
ら

な
い
ふ
り
を
す
る
こ
と
で
自

分
を
守
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
は
、
現
代
の
社
会
で
問

題
と
な
っ
て
い
る
い
じ
め
と

同
じ
よ
う
に
思
う
。
い
じ
め

ら
れ
て
い
る
人
が
い
た
ら
、

助
け
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、

そ
の
行
動
を
起
こ
す
こ
と
に

よ
っ
て
今
度
は
自
分
が
次
の

い
じ
め
の
対
象
に
な
っ
て
し

ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
知
ら
な
い
ふ
り
を

し
て
自
分
を
守
る
。
も
し
、

私
が
そ
の
よ
う
な
場
に
出
く

わ
し
て
し
ま
っ
た
ら
お
そ
ら

く
2
人
の
よ
う
に
知
ら
な
い

ふ
り
を
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ひ

ど
い
人
と
い
う
よ
り
か
は
人

が
持
っ
て
い
る
弱
さ
の
表
れ

で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
で
は
、

本
当
の
隣
人
、
隣
人
愛
と
は

な
ん
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
た
と
え
話
を
す
る
前

に
律
法
学
者
は
イ
エ
ス
に

「
私
の
隣
人
と
は
誰
で
す
か
。
」

と
尋
ね
た
。
そ
の
後
イ
エ
ス

は
こ
の
た
と
え
話
を
し
「
誰

が
怪
我
人
の
隣
人
に
な
っ
た

か
。
」
と
聞
い
た
。
律
法
学

者
は
「
助
け
た
人
で
す
。
」

と
答
え
た
。
そ
し
て
イ
エ
ス

は
「
行
っ
て
あ
な
た
も
同
じ

よ
う
に
し
な
さ
い
。
」
と
言
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る

こ
と
は
、
隣
人
が
誰
か
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
困
っ
た
人

に
対
し
て
自
分
に
責
任
が
あ

る
の
か
で
は
な
く
、
そ
の
時

に
出
会
っ
た
自
分
が
隣
人
に

な
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
。
私
は
こ
の
話

を
聞
い
て
と
て
も
感
心
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
隣
人
が
誰
な
の

か
が
重
要
で
は
な
く
、
自
分

自
身
が
誰
か
の
隣
人
に
な
れ

る
か
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
た
。
こ
の
時
、

隣
人
・
隣
人
愛
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
を
理
解
で
き
た
よ

う
に
思
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
隣
人
・

隣
人
愛
は
ど
れ
ほ
ど
大
切
で

あ
る
か
。
ま
た
、
自
分
の
責

任
に
関
係
な
く
そ
の
と
き
に

出
会
っ
た
人
の
隣
人
に
な
れ

る
か
ど
う
か
が
大
切
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
正
直

に
言
え
ば
、
私
は
ま
だ
自
分

の
責
任
を
考
え
て
し
ま
い
誰

か
の
隣
人
に
は
な
れ
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
た
と

ク
リ
ス
マ
ス
と
い
う
も
の

は
、
小
さ
い
頃
か
ら
当
た
り

前
の
よ
う
に
知
っ
て
い
た
が
、

今
ま
で
特
に
そ
の
意
味
を
気

に
し
た
事
は
な
か
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
ク
リ
ス
マ
ス
と
い
う

の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
ベ

ン
ト
で
あ
る
と
い
う
事
は
知
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
特
に
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
に
疎

え
話
の
教
訓
を
知
り
誰
か
を

助
け
ら
れ
る
隣
人
に
な
り
た

い
と
思
っ
た
。
こ
の
事
か
ら
、

こ
れ
か
ら
は
隣
人
や
隣
人
愛

を
大
切
に
し
、
誰
か
の
隣
人

に
な
れ
る
よ
う
に
努
力
し
て

い
こ
う
と
思
う
。

く
、
興
味
も
無
か
っ
た
私
は

ク
リ
ス
マ
ス
を
た
だ
、
「
毎

年
一
年
に
一
度
訪
れ
る
と
て

も
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
」
程
度

に
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
弘
前
学
院
大
学
に
入
学

し
、
宗
教
学
の
授
業
と
週
に

一
度
の
礼
拝
を
行
い
キ
リ
ス

ト
教
に
日
々
触
れ
て
い
く
中

で
、
私
の
中
に
徐
々
に
キ
リ

ス
ト
教
へ
の
興
味
が
湧
い
て

い
っ
た
。

２
０
１
８
年
12
月
13
日
に

行
わ
れ
た
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝
。

こ
の
日
聴
い
た
賛
美
歌
は
今

ま
で
の
礼
拝
で
聴
い
て
き
た

賛
美
歌
の
中
で
一
番
心
に
残
っ

た
。
暗
闇
の
中
で
灯
る
キ
ャ

ン
ド
ル
が
幻
想
さ
を
演
出
、

礼
拝
堂
全
体
に
響
く
パ
イ
プ

オ
ル
ガ
ン
の
美
し
い
音
色
に

と
て
も
感
動
し
た
。
「
き
よ

し
こ
の
夜
」
や
「
も
ろ
び
と

こ
ぞ
り
て
」
は
今
ま
で
何
度

も
聴
い
た
こ
と
の
あ
る
賛
美

歌
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
日
聴

い
た
こ
の
賛
美
歌
は
こ
れ
ま

で
生
き
て
き
た
中
で
一
番
印

象
深
く
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の

と
な
っ
た
。

こ
の
日
の
説
教
は
、
日
本

キ
リ
ス
ト
教
団
青
森
松
原
教

会
の
半
澤
洋
一
牧
師
に
よ
る

「
ひ
れ
伏
し
て
幼
子
を
拝
む
」

で
あ
っ
た
。
今
ま
で
特
に
気

に
し
た
事
も
な
か
っ
た
「
ク

リ
ス
マ
ス
」
と
い
う
言
葉
の

意
味
。
こ
の
様
な
機
会
が
な

け
れ
ば
多
分
こ
の
先
「
ク
リ

ス
マ
ス
」
の
言
葉
の
意
味
に

つ
い
て
調
べ
る
事
は
な
か
っ
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た
と
思
う
。
「
ク
リ
ス
マ
ス
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
は
「
キ

リ
ス
ト
を
礼
拝
す
る
」
と
い

う
意
味
だ
と
知
っ
た
。
今
回

の
礼
拝
ま
で
ク
リ
ス
マ
ス
と

い
う
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
生
ま
れ
た
日
だ
と
お

も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
実

際
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の

誕
生
を
祝
う
日
で
あ
り
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
で

は
な
い
と
い
う
事
を
初
め
て

知
っ
た
。
マ
タ
イ
福
音
書
は

こ
こ
で
「
ひ
れ
伏
す
」
「
拝

む
」
と
、
二
度
も
同
じ
様
な

意
味
の
言
葉
を
使
っ
て
お
り
、

こ
の
部
分
か
ら
は
キ
リ
ス
ト

に
対
す
る
熱
い
敬
い
の
気
持

ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ

と
感
じ
た
。
こ
の
「
ク
リ
ス

マ
ス
」
と
い
う
日
は
、
私
た

ち
の
罪
を
自
ら
背
負
い
私
た

ち
か
ら
罪
を
解
放
し
て
く
だ

さ
っ
た
イ
エ
ス
様
へ
敬
意
を

示
す
大
切
な
日
で
あ
る
と
い

う
事
を
学
ん
だ
。
今
ま
で
何

と
な
く
た
だ
通
り
過
ぎ
て
い

た
こ
の
「
ク
リ
ス
マ
ス
」
と

い
う
日
を
こ
れ
か
ら
は
家
族

や
友
人
な
ど
、
自
分
に
と
っ

て
大
切
な
人
た
ち
と
丁
寧
に

過
ご
し
て
い
く
と
決
め
た
。

現
在
私
た
ち
の
生
き
る
社
会

は
、
と
て
も
厳
し
く
辛
い
こ

と
も
多
く
あ
る
。
し
か
し
、

ど
ん
な
に
苦
し
く
て
ど
ん
な

に
逃
げ
出
し
た
い
時
で
も
立

ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
人
間
は
、
常
に
立
ち

続
け
る
と
い
う
事
は
難
し
い

と
思
う
。
立
ち
止
ま
っ
て
辞

め
て
し
ま
い
た
く
な
る
事
も

あ
る
。
そ
の
様
な
時
に
は
立

ち
止
ま
っ
て
も
い
い
と
思
う
。

そ
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
御
前
で
ひ
ざ
ま
ず
く
人

間
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ

う
す
る
と
き
っ
と
イ
エ
ス
様

は
ま
た
私
た
ち
を
救
っ
て
く

だ
さ
る
と
信
じ
て
い
る
。
ま

た
、
辛
く
苦
し
い
時
、
イ
エ

ス
様
だ
け
で
は
な
く
自
分
の

周
り
の
人
た
ち
も
と
て
も
頼

り
に
な
る
と
思
う
。
私
た
ち

人
間
は
一
人
で
は
な
い
。
人

間
は
必
ず
誰
か
の
力
を
借
り

て
生
き
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

も
辛
く
厳
し
い
時
に
は
家
族

や
友
人
か
ら
、
こ
れ
ま
で
多

く
の
励
ま
し
の
言
葉
や
勇
気
、

希
望
を
与
え
ら
れ
て
き
た
。

ま
た
、
私
は
た
だ
与
え
ら
れ

る
だ
け
の
受
け
身
の
存
在
で

は
な
く
、
誰
か
に
希
望
や
勇

気
を
与
え
る
事
の
で
き
る
人

間
に
な
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

た
。今

回
の
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝

で
、
「
ク
リ
ス
マ
ス
」
の
意

味
を
知
り
、
「
ク
リ
ス
マ
ス

の
出
来
事
」
を
聞
け
た
事
は

私
に
と
っ
て
と
て
も
貴
重
で

良
い
経
験
と
な
っ
た
。
こ
の

日
を
境
に
今
ま
で
は
特
に
気

に
も
留
め
て
い
な
か
っ
た

「
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
い
う
日

の
素
晴
ら
し
さ
、
大
切
さ
を

知
る
事
が
で
き
た
。
そ
の
他

に
も
、
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
や

ハ
ン
ド
ベ
ル
の
心
温
ま
る
音

色
や
賛
美
歌
の
美
し
さ
に
も

改
め
て
気
付
く
事
が
で
き
た
。

こ
の
礼
拝
で
得
た
も
を
忘
れ

ず
、
こ
れ
か
ら
先
の
未
来
も

常
に
イ
エ
ス
さ
ま
を
敬
う
気

持
ち
を
持
ち
続
け
て
い
こ
う

と
思
う
。

12

月
13
日
に
行
わ
れ
た

「
ク
リ
ス
マ
ス
音
楽
の
夕
べ
」

で
は
様
々
な
演
奏
家
の
生
演

奏
を
聴
く
こ
と
が
出
来
た
。

最
初
の
演
奏
は
弘
前
学
院
大

学
ハ
ン
ド
ベ
ル
・
ク
ワ
イ
ア

の
皆
さ
ん
の
演
奏
だ
っ
た
。

い
つ
も
礼
拝
で
の
演
奏
を
聴

い
て
い
た
が
今
回
は
特
に
素

晴
ら
し
い
演
奏
を
聴
く
こ
と

が
出
来
た
。
皆
さ
ん
が
そ
ろ

え
て
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
て

い
て
そ
の
動
き
を
見
て
懸
命

に
練
習
し
た
こ
と
が
伝
わ
っ

て
き
た
。
ま
た
途
中
で
ハ
ン

ド
ベ
ル
で
は
な
い
楽
器
を
使
っ

て
演
奏
し
て
い
て
そ
の
音
が

と
て
も
美
し
い
と
感
じ
た
。

調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
楽
器

は
「
ハ
ン
ド
チ
ャ
イ
ム
」
と

い
う
楽
器
で
ハ
ン
ド
ベ
ル
と

同
じ
よ
う
に
単
音
で
鳴
ら
す

楽
器
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
ハ
ン
ド
ベ
ル
に
比
べ
柔

ら
か
い
音
が
し
て
い
た
の
が

印
象
的
で
あ
っ
た
が
ハ
ン
ド

ベ
ル
の
音
色
の
方
が
ク
リ
ス

マ
ス
ら
し
さ
を
感
じ
た
。

パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
演
奏

で
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
複
雑
な

と
こ
ろ
が
多
く
、
授
業
の
レ
ッ

ス
ン
の
中
で
オ
ル
ガ
ン
に
触

れ
て
オ
ル
ガ
ン
の
ハ
ー
モ
ニ
ー

は
奥
が
深
い
な
と
感
じ
て
い

た
け
れ
ど
、
今
回
の
演
奏
を

聴
い
て
和
音
が
ち
ょ
う
ど
よ

く
重
な
る
と
こ
ろ
が
聴
い
て

い
て
す
っ
き
り
す
る
感
じ
が

し
た
。
ま
た
右
手
と
左
手
の

旋
律
が
別
々
の
と
こ
ろ
は
本
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当
に
圧
倒
さ
れ
た
。
次
々
と

メ
ロ
デ
ィ
ー
ラ
イ
ン
が
変
わ
っ

て
い
く
の
に
動
き
が
ス
ム
ー

ズ
で
自
分
が
オ
ル
ガ
ン
を
演

奏
す
る
時
も
注
意
し
て
演
奏

し
た
い
と
感
じ
た
。

ソ
プ
ラ
ノ
独
唱
で
の
「
ひ

い
ら
ぎ
か
ざ
ろ
う
」
は
ク
リ

ス
マ
ス
ソ
ン
グ
で
一
緒
に
歌

い
た
い
ぐ
ら
い
好
き
な
歌
だ
っ

た
の
で
工
藤
さ
ん
の
綺
麗
な

声
で
聴
く
こ
と
が
出
来
て
良

か
っ
た
。
ま
た
、
「Y
o
u

r
a
i
s
e
m
e
u
p

」
は
良
く
聞

く
曲
で
あ
る
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア

ス
ケ
ー
ト
の
荒
川
静
香
選
手

が
ト
リ
ノ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

こ
の
楽
曲
を
使
用
し
た
こ
と

で
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
曲

は
ロ
ル
フ
・
ラ
ヴ
ラ
ン
ド
作

曲
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
ブ

レ
ン
ダ
ン
・
グ
ラ
ハ
ム
が
作

詞
を
手
掛
け
た
。
私
は
こ
の

曲
の
転
調
す
る
と
こ
ろ
が
と

て
も
好
き
で
、
ピ
ア
ノ
の
伴

奏
も
素
晴
ら
し
か
っ
た
と
感

じ
た
。
ま
た
、
ビ
ブ
ラ
ー
ト

が
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
た
。

歌
詞
の
中
の
「y

o
u

」
と
は
自

分
を
支
え
て
く
れ
た
り
す
る

存
在
で
、
そ
の
存
在
が
い
る

か
ら
山
の
う
え
に
も
立
つ
こ

と
が
出
来
る
し
、
嵐
の
海
の

上
を
歩
く
こ
と
も
出
来
る
と

い
う
表
現
が
神
の
存
在
で
あ

る
と
感
じ
る
人
も
い
れ
ば
、

身
近
な
人
を
思
い
浮
か
べ
る

ひ
と
も
い
る
と
感
じ
た
。
ひ

と
つ
の
解
釈
だ
け
で
は
な
く

様
々
な
解
釈
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
が
、
こ
の
曲
が
世
界

中
で
愛
さ
れ
る
理
由
だ
と
感

じ
た
。
バ
リ
ト
ン
の
独
唱
は

あ
ま
り
聴
く
機
会
が
な
く
て

初
め
て
し
っ
か
り
聞
い
た
が
、

礼
拝
堂
に
声
が
響
い
て
迫
力

の
あ
る
独
唱
で
あ
る
と
感
じ

た
。
「
子
供
の
時
間
」
で
は

曲
の
始
ま
り
の
旋
律
が
日
本

ら
し
い
感
じ
で
す
ご
く
新
鮮

に
感
じ
た
。

金
管
五
重
奏
で
は
「
目
覚

め
よ
と
呼
ぶ
声
あ
り
」
と
い

う
曲
が
演
奏
さ
れ
た
。
こ
の

曲
は
バ
ッ
ハ
が
作
曲
し
た
カ

ン
タ
ー
タ
で
１
７
３
１
年
に

作
曲
さ
れ
た
。
こ
の
カ
ン
タ
ー

タ
140
番
は
「
コ
ラ
ー
ル
・
カ

ン
タ
ー
タ
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
り
三
位
一
体
節
後
第

27

日
曜
日
の
福
音
書
章
句

（
マ
タ
イ
伝
第
25
章
1
〜
13

節
）
で
は
、
花
婿
の
到
着
を

待
つ
花
嫁
の
た
と
え
を
用
い

て
、
神
の
国
の
到
来
へ
の
備

え
を
説
く
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
、

真
夜
中
に
物
見
ら
の
声
を
先

導
と
し
て
到
着
し
た
イ
エ
ス

が
、
待
ち
こ
が
れ
る
魂
と
の

喜
ば
し
い
婚
姻
へ
と
至
る
情

景
を
描
い
て
い
る
。

な
お
、
物
見
の
呼
び
声
が

夜
の
し
じ
ま
を
破
っ
て
響
く

冒
頭
の
合
唱
曲
と
、
シ
オ
ン

の
娘
の
喜
び
を
歌
う
テ
ノ
ー

ル
の
第
4
曲
は
特
に
名
高
く
、

の
ち
に
オ
ル
ガ
ン
用
に
編
曲

さ
れ
た
。
以
前
か
ら
好
き
で

聴
い
て
い
た
が
金
管
の
演
奏

は
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た

の
で
貴
重
な
演
奏
を
聴
く
こ

と
が
で
き
て
良
か
っ
た
。
私

は
小
学
校
と
中
学
校
で
ト
ロ

ン
ボ
ー
ン
を
演
奏
し
て
い
た

の
で
と
て
も
興
味
深
く
聴
か

せ
て
い
た
だ
い
た
。
一
曲
目

で
は
不
安
定
な
部
分
も
あ
っ

た
が
そ
の
後
は
ハ
ー
モ
ニ
ー

も
き
れ
い
に
重
な
っ
て
い
て

素
晴
ら
し
い
演
奏
を
聴
く
こ

と
が
出
来
た
。
第
二
部
で
は
、

聴
い
て
い
る
人
を
楽
し
ま
せ

『
氷
点
』
『
続
・
氷
点
』

の
主
人
公
・
陽
子
を
見
て
い

て
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
大
き
な

壁
が
目
の
前
に
現
れ
た
と
し

て
も
人
間
は
乗
り
越
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
、
ど
ん
な
壁
で
も
乗

り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

る
よ
う
な
演
出
や
聞
い
た
こ

と
の
あ
る
曲
を
演
奏
し
て
い

て
楽
し
み
な
が
ら
き
く
こ
と

が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
機

会
が
あ
れ
ば
ま
た
参
加
し
た

い
。
ま
た
、
地
域
の
方
々
も

た
く
さ
ん
来
て
い
た
の
で
来

年
以
降
も
こ
の
よ
う
な
場
が

設
け
ら
れ
れ
ば
良
い
と
感
じ

た
。

は
陽
子
だ
け
で
は
な
く
、
自

分
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
だ

と
気
付
く
こ
と
も
出
来
た
。

こ
の
作
品
を
初
め
て
読
ん

だ
と
き
、
主
人
公
の
お
か
れ

て
い
た
環
境
の
壮
絶
さ
に
驚

い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

も
し
、
私
が
陽
子
と
同
じ
環

境
に
い
た
と
し
た
ら
、
耐
え
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ら
れ
ず
逃
げ
出
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は

陽
子
の
環
境
は
陽
子
自
身
が

作
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
く
、

陽
子
を
生
ん
だ
親
や
育
て
の

辻
口
夫
妻
が
起
こ
し
た
行
動

が
引
き
起
こ
し
た
も
の
だ
と

考
え
る
。
辻
口
啓
造
は
陽
子

を
引
き
取
る
際
、
ま
る
で
善

意
で
引
き
取
っ
た
か
の
よ
う

に
振
舞
っ
て
い
た
が
、
実
際

は
部
下
で
あ
る
若
い
眼
科
医
・

村
井
靖
夫
と
不
倫
し
て
い
た

妻
・
夏
江
に
対
す
る
復
讐
の

た
め
に
引
き
取
っ
た
こ
と
が

陽
子
の
壁
と
な
る
全
て
の
出

来
事
の
原
因
と
言
え
る
。
育

て
の
親
に
な
っ
て
く
れ
た
啓

造
が
そ
の
よ
う
な
魂
胆
で
自

分
を
引
き
取
っ
た
と
は
知
ら

ず
に
、
啓
造
や
夏
江
、
兄
・

徹
を
本
当
の
家
族
だ
と
思
っ

て
い
る
陽
子
が
本
当
に
不
憫

だ
し
、
き
っ
と
啓
造
も
罪
悪

感
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
た
め
、

陽
子
に
対
し
て
冷
た
く
接
し

て
い
た
と
思
う
。

『
氷
点
』
ま
で
は
、
陽
子

に
対
す
る
夏
江
の
執
拗
な
嫌

が
ら
せ
が
主
に
書
か
れ
て
い

た
が
、
そ
こ
で
陽
子
の
苦
痛

は
終
わ
ら
ず
、
殺
人
者
の
子

で
は
な
い
が
、
自
分
が
姦
淫

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
と
い

う
新
た
な
事
実
を
知
っ
て
し

ま
う
。
姦
淫
と
い
う
言
葉
を

電
子
辞
書
で
調
べ
て
み
る
と
、

「
男
女
が
道
義
に
背
い
た
肉

体
的
交
渉
を
も
つ
こ
と
」
と

書
か
れ
て
い
た
。
も
し
、
私

が
自
分
は
望
ま
れ
ず
に
生
ま

れ
た
と
知
っ
た
ら
、
生
き
て

い
ら
れ
な
い
と
思
う
。

『
続
・
氷
点
』
で
は
、
陽

子
の
実
の
母
・
三
井
恵
子
と

そ
の
家
族
と
の
話
が
主
に
書

か
れ
て
い
る
。
私
は
こ
の

『
続
・
氷
点
』
の
部
分
の
恵

子
の
夫
・
弥
吉
が
慈
悲
深
い

人
物
だ
と
思
っ
た
。
自
身
が

行
っ
た
中
国
で
の
妊
婦
の
腹

を
裂
く
と
い
う
残
虐
な
行
為

を
後
悔
し
て
お
り
、
出
征
中

に
妻
が
他
の
男
の
子
を
産
ん

で
い
た
こ
と
を
知
っ
て
も
、

嫉
妬
に
任
せ
て
妻
を
責
め
る

の
で
は
な
く
、
一
つ
の
生
命

を
こ
の
世
に
送
り
出
し
た
こ

と
に
感
謝
の
思
い
を
持
つ
と

い
う
行
為
は
簡
単
に
で
き
る

こ
と
で
は
な
い
。
普
通
な
ら
、

何
故
産
ん
だ
の
か
怒
り
散
ら

す
に
決
ま
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
弥
吉
は
手
紙
の
末
尾
に

そ
の
妻
の
子
を
立
派
に
育
て

て
下
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
と
も
書
い
て
い
る
。

こ
の
部
分
か
ら
本
当
に
慈
悲

深
い
人
物
な
の
だ
と
理
解
し

た
。そ

し
て
、
事
情
を
知
る
ま

で
は
実
の
母
の
こ
と
を
責
め

て
い
た
陽
子
は
母
に
対
し
感

謝
の
気
持
ち
を
抱
く
。
陽
子

の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
大

き
な
壁
は
、
も
ら
わ
れ
た
孤

児
だ
と
い
う
こ
と
、
殺
人
者

の
子
と
い
う
こ
と
、
殺
人
者

の
子
で
は
な
か
っ
た
が
、
姦

淫
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
と

い
う
こ
と
だ
と
言
え
る
。
最

終
的
に
陽
子
は
こ
の
壁
を
乗

り
越
え
、
北
原
邦
雄
と
結
婚

す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
改

め
て
、
こ
の
作
品
の
陽
子
を

見
て
、
自
分
の
こ
れ
ま
で
の

人
生
に
も
大
き
な
壁
が
立
ち

は
だ
か
っ
た
瞬
間
は
あ
っ
た

と
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
、
そ
の
壁
を
乗
り
越

え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
今

の
自
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
も
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
作
品
を
最
初
読
ん
だ
と

き
は
、
な
ん
て
辛
く
重
い
話

な
の
だ
と
思
っ
た
が
、
自
分

が
何
気
な
く
乗
り
越
え
て
き

私
は
２
０
１
８
年
11
月
8

日
に
行
わ
れ
た
「
弘
前
学
院

大
学

キ
リ
ス
ト
教
音
楽
演

奏
会
」
に
参
加
し
た
。
普
段

あ
ま
り
聞
く
こ
と
の
な
い
キ

リ
ス
ト
教
音
楽
に
触
れ
、
パ

イ
プ
オ
ル
ガ
ン
と
ソ
プ
ラ
ノ

の
歌
声
に
感
動
し
た
。
こ
こ

か
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
音
楽
演

奏
会
」
に
つ
い
て
の
感
想
を

述
べ
て
い
く
。

こ
の
音
楽
会
は
〈
イ
タ
リ

ア
の
作
品
〉
〈
ド
イ
ツ
の
作

品
〉
〈
英
語
圏
の
作
品
〉
の

３
部
構
成
で
、
仙
台
を
拠
点

た
こ
と
を
再
発
見
さ
せ
て
く

れ
る
作
品
だ
と
改
め
て
思
っ

た
。

に
活
動
し
て
い
る
ソ
プ
ラ
ノ

歌
手
の
高
橋
絵
里
さ
ん
と
、

本
学
の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
奏

者
で
あ
る
竹
佐
古
真
希
先
生

に
よ
る
演
奏
が
行
わ
れ
た
。

こ
こ
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の

曲
に
つ
い
て
の
感
想
を
述
べ

て
い
く
。

ま
ず
〈
イ
タ
リ
ア
の
作
品
〉

に
つ
い
て
。
１
曲
目
の
Ｔ
・

メ
ー
ル
ラ
の
「
カ
ン
ツ
ォ
ー

ネ
」
は
軽
や
か
な
明
る
い
曲

で
、
こ
の
演
奏
会
の
幕
開
け

に
ふ
さ
わ
し
い
１
曲
で
あ
っ

た
。
礼
拝
堂
全
体
に
響
き
渡
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る
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
音
に

一
瞬
で
心
を
惹
か
れ
た
。
２

曲
目
は
Ａ
・
ス
カ
ル
ラ
ッ
テ
ィ

の
「
す
み
れ
」
と
い
う
曲
で

あ
っ
た
。
こ
の
曲
は
オ
ペ
ラ

『
ピ
ッ
ロ
と
デ
メ
ー
ト
リ
オ
』

の
マ
ー
リ
オ
の
ア
リ
ア
で
、

世
俗
曲
で
あ
る
。
１
曲
目
と

は
ま
た
違
っ
た
雰
囲
気
で
少

し
怪
し
げ
な
雰
囲
気
の
曲
で

あ
っ
た
。
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
の

高
橋
絵
里
さ
ん
は
こ
の
曲
か

ら
加
わ
っ
た
の
だ
が
、
高
く

響
き
渡
る
声
や
囁
く
よ
う
な

弱
い
声
、
ま
た
そ
の
対
比
に

惹
き
つ
け
ら
れ
た
。
３
曲
目

は
モ
ン
テ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の

「
主
を
讃
え
よ
！
（
詩
編
150

篇
よ
り
）
」
で
あ
っ
た
。
こ

の
曲
は
キ
リ
ス
ト
教
曲
で
、

「
主
を
ほ
め
た
た
え
よ
」
の

意
を
表
す
「
ハ
レ
ル
ヤ
」
と

い
う
語
が
登
場
す
る
。
キ
リ

ス
ト
教
曲
と
い
う
こ
と
で
神

聖
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
た
。

ま
た
一
息
で
細
か
い
音
を
出

し
た
り
、
高
い
迫
力
の
あ
る

声
を
出
し
た
り
す
る
ソ
プ
ラ

ノ
の
歌
声
に
非
常
に
感
動
し

た
。次

に
〈
ド
イ
ツ
の
作
品
〉

に
つ
い
て
。
こ
の
部
で
は
Ｊ
・

Ｓ
・
バ
ッ
ハ
の
「
い
ざ
来
ま

せ
、
異
邦
人
の
救
い
主
よ
」

「
ア
リ
ア
『
開
け
我
が
心
よ
』
」

「
高
き
天
よ
り
我
は
来
た
り
」
、

ベ
ッ
デ
ガ
ー
の
「
い
ざ
来
ま

せ
、
異
邦
人
の
救
い
主
よ
」

が
演
奏
さ
れ
た
。
特
に
印
象

的
だ
っ
た
の
は
ベ
ッ
デ
ガ
ー

の
曲
で
あ
っ
た
。
こ
の
曲
は

暗
い
雰
囲
気
の
曲
で
不
安
定

さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
い
き
な

り
音
が
止
ま
っ
た
り
、
小
さ

く
な
っ
た
り
、
大
き
く
な
っ

た
り
と
、
「
強
」
と
「
弱
」
、

「
静
」
と
「
動
」
の
差
が
あ

り
惹
き
つ
け
ら
れ
る
曲
で
あ
っ

た
。
ま
た
１
曲
目
の
Ｊ
・
Ｓ
・.

バ
ッ
ハ
の
「
い
ざ
来
ま
せ
、

異
邦
人
の
救
い
主
よ
」
は
明

る
い
雰
囲
気
で
は
な
く
厳
か

な
雰
囲
気
で
、
低
い
響
き
の

あ
る
音
が
印
象
的
だ
っ
た
。

最
後
に
〈
英
語
圏
の
作
品
〉

に
つ
い
て
。
１
曲
目
は
イ
ギ

リ
ス
民
謡
の
「
ア
メ
イ
ジ
ン

グ
・
グ
レ
イ
ス
」
と
い
う
曲

で
あ
っ
た
。
こ
の
曲
は
聞
い

た
こ
と
の
あ
る
曲
だ
っ
た
た

め
楽
し
ん
で
聞
く
こ
と
が
で

き
た
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
曲

で
穏
や
か
な
気
分
に
な
っ
た
。

２
曲
目
は
パ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の

「
ア
メ
イ
ジ
ン
グ
・
グ
レ
イ

ス
に
よ
る
ト
ッ
カ
ー
タ
」

（
オ
ル
ガ
ン
ソ
ロ
）
で
あ
っ

た
。
１
曲
目
と
比
べ
て
伴
奏

の
音
が
細
か
く
な
っ
て
い
た

り
、
明
る
く
楽
し
い
雰
囲
気

で
あ
っ
た
り
、
ま
た
違
っ
た

印
象
を
受
け
た
。
後
半
は
盛

り
上
が
り
、
壮
大
で
華
や
か

で
あ
っ
た
。
３
曲
目
は
ヘ
ッ

ド
の
「
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
小
径
」

で
あ
っ
た
。
歌
詞
を
見
な
が

ら
聴
い
た
の
だ
が
、
子
ど
も

に
語
り
か
け
る
よ
う
な
心
温

ま
る
優
し
い
音
楽
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
最
後
の

曲
は
リ
ド
ル
の
「
神
の
住
ま

い
は
何
と
美
し
い
こ
と
か

（
詩
編
84
篇
よ
り
）
」
と
い

う
曲
で
あ
っ
た
。
ソ
プ
ラ
ノ

の
高
く
響
き
渡
る
声
が
と
て

も
印
象
的
な
き
れ
い
な
曲
だ
っ

た
。そ

し
て
最
後
に
ア
ン
コ
ー

ル
曲
と
し
て
「
イ
エ
ス
は
リ

ン
ゴ
の
木
」
と
い
う
曲
が
演

奏
さ
れ
た
。
こ
の
曲
は
イ
ギ

リ
ス
民
謡
の
メ
ロ
デ
ィ
を
も

と
に
作
ら
れ
た
曲
だ
そ
う
だ
。

こ
こ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
曲

に
つ
い
て
の
感
想
を
述
べ
て

き
た
が
、
こ
の
演
奏
会
で
演

奏
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
曲
が

バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
音
楽
で
あ
っ

た
。
国
や
作
曲
者
に
よ
っ
て

音
楽
に
違
い
が
あ
る
よ
う
に

感
じ
た
。
例
え
ば
イ
タ
リ
ア

の
作
品
は
明
る
く
華
や
か
な

雰
囲
気
だ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ

は
比
較
的
暗
く
低
い
音
が
印

象
的
な
曲
も
あ
っ
た
。
そ
の

中
で
、
ド
イ
ツ
の
作
品
の
３

曲
を
占
め
た
Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ

ハ
の
音
楽
に
注
目
し
少
し
調

べ
て
み
た
。
す
る
と
音
楽
に

宗
教
の
違
い
が
反
映
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
バ

ロ
ッ
ク
時
代
の
音
楽
に
は
二

つ
の
世
界
が
あ
っ
た
。
そ
れ

に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
が

関
係
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト

教
は
宗
教
改
革
に
よ
っ
て

「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
と
「
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
」
に
分
か
れ
た
。

「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
は
華
や
か

な
も
の
を
好
む
絶
対
王
政
諸

国
。
そ
れ
に
対
し
「
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
」
は
聖
書
に
権
威

を
置
き
、
神
に
対
し
控
え
め

で
敬
虔
な
市
民
主
導
の
国
。

音
楽
も
こ
れ
に
対
応
し
て
、

「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
の
音
楽
は

華
や
か
な
も
の
が
多
く
、

「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
の
音

楽
は
厳
格
な
リ
ズ
ム
で
控
え

め
な
も
の
が
多
い
。
Ｊ
・
Ｓ
・

バ
ッ
ハ
は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
」
の
出
身
で
あ
る
。
当
時

は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

今
と
な
っ
て
は
高
く
評
価
さ

れ
音
楽
界
に
多
大
な
影
響
を

与
え
る
敬
虔
な
宗
教
音
楽
を

数
多
く
作
り
出
し
た
。
今
回

演
奏
会
で
実
際
に
Ｊ
・
Ｓ
・

バ
ッ
ハ
の
音
楽
を
聞
き
、
他

の
国
の
音
楽
と
の
違
い
を
感

じ
た
。
さ
ら
に
調
べ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
同
じ
時
代
の
音

楽
で
あ
っ
て
も
国
や
宗
教
に

よ
っ
て
違
い
が
あ
る
こ
と
を

よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

た
。今

回
の
演
奏
会
を
通
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
の
音
楽
を
聞
く

こ
と
が
で
き
非
常
に
良
い
経

験
と
な
っ
た
。
竹
佐
古
先
生

の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
や
高
橋

絵
里
さ
ん
の
歌
声
に
は
大
変

心
を
動
か
さ
れ
た
。
ま
た
、

音
楽
に
よ
っ
て
心
が
和
ん
だ

り
、
神
聖
さ
を
感
じ
た
り
と
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キ
リ
ス
ト
教
音
楽
を
味
わ
い

私
は
人
と
し
て
重
要
だ
と

思
っ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
に

「
謙
虚
で
あ
る
こ
と
」
が
あ

る
。
謙
虚
の
意
味
を
調
べ
る

と
、
「
控
え
め
で
、
慎
ま
い

し
こ
と
。
へ
り
く
だ
っ
て
、

素
直
に
相
手
の
意
見
な
ど
を

受
け
入
れ
る
こ
と
。
自
分
の

能
力
・
地
位
な
ど
に
お
ご
る

こ
と
な
く
、
素
直
な
態
度
で

人
に
接
す
る
さ
ま
。
」
と
あ

る
。
も
し
人
類
が
み
ん
な
謙

虚
で
い
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、

人
間
関
係
は
と
て
も
良
好
な

も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の

こ
と
を
た
く
さ
ん
の
人
は
わ

か
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か

し
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
な
っ

て
も
謙
虚
で
い
る
こ
と
は
難

し
い
。
人
間
は
成
功
し
た
り
、

立
場
が
上
に
な
っ
て
い
く
ほ

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ど
自
分
は
す
ご
い
存
在
な
の

だ
、
偉
い
の
だ
と
勘
違
い
を

し
て
し
ま
う
生
き
物
で
あ
る

か
ら
だ
。

旧
約
聖
書
歴
代
誌
下
で
は
、

16
歳
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
と

な
っ
た
ウ
ジ
ヤ
王
に
つ
い
て

書
か
れ
て
い
る
。
歴
代
誌
下

26
章
15
〜
16
節
「
彼
は
ま
た

エ
ル
サ
レ
ム
で
技
術
者
に
よ

り
考
案
さ
れ
た
装
置
を
造
り
、

塔
や
城
壁
の
角
の
上
に
置
い

て
、
矢
や
大
き
な
石
を
放
て

る
よ
う
に
し
た
。
ウ
ジ
ヤ
は

神
の
驚
く
べ
き
助
け
を
得
て

勢
力
あ
る
も
の
と
な
り
、
そ

の
名
声
は
遠
く
に
ま
で
及
ん

だ
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
勢
力

を
増
す
と
と
も
に
思
い
上
が
っ

て
堕
落
し
、
自
分
の
神
、
主

に
背
い
た
。
彼
は
主
の
神
殿

に
入
り
、
香
の
祭
壇
の
上
で

香
を
た
こ
う
と
し
た
。
」
ウ

ジ
ヤ
王
は
16
歳
と
言
う
若
い

年
齢
で
王
と
い
う
大
き
な
責

任
を
委
ね
ら
れ
た
。
ウ
ジ
ヤ

王
は
最
初
は
経
験
も
知
識
も

な
い
か
ら
と
謙
虚
さ
を
持
っ

て
王
と
し
て
の
務
め
を
果
た

し
た
に
違
い
な
い
。
ウ
ジ
ヤ

は
16
歳
で
王
位
に
就
き
、
52

年
間
国
を
治
め
た
。
若
く
し

て
王
位
に
就
き
、
長
き
に
わ

た
り
政
権
を
担
う
こ
と
が
で

き
た
の
は
26
章
4
節
に
あ
る

よ
う
に
、
「
主
の
目
に
か
な

う
こ
と
を
行
な
っ
た
」
か
ら

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は

勢
力
が
増
す
と
と
も
に
堕
落

す
る
。
祭
司
に
の
み
許
さ
れ

て
い
る
香
を
た
く
役
割
を
行

お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ウ

ジ
ヤ
王
は
、
祭
司
が
止
め
た

の
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
に
逆

上
し
た
。
そ
の
結
果
ウ
ジ
ヤ

王
は
そ
の
場
で
神
に
打
た
れ

て
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
か
か
り
、

そ
の
結
果
死
ぬ
ま
で
離
れ
殿

に
隔
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
ハ
ン
セ
ン
病
と
い

う
重
い
皮
膚
病
は
王
と
い
う

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
役
割
に
合

わ
な
い
非
常
に
重
い
罰
で
あ

る
と
受
け
止
め
た
。

さ
て
、
こ
の
ウ
ジ
ヤ
王
の

姿
は
私
達
に
全
く
関
係
が
な

い
話
で
は
な
い
。
だ
ん
だ
ん

と
謙
虚
さ
を
忘
れ
て
し
ま
う

こ
と
は
誰
に
で
も
あ
る
。
私

は
大
学
1
年
生
の
夏
か
ら
ア

ル
バ
イ
ト
を
始
め
た
。
最
初

は
慣
れ
な
い
仕
事
で
先
輩
に

た
く
さ
ん
迷
惑
を
か
け
て
い

る
自
覚
が
あ
り
、
私
は
と
て

も
謙
虚
に
し
て
い
た
と
思
う
。

自
分
か
ら
率
先
し
て
仕
事
を

し
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
仕

事
を
覚
え
、
で
き
る
こ
と
が

増
え
て
い
き
、
後
輩
が
た
く

さ
ん
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
頃
か
ら
私
は
少
し
ず
つ
昔

ほ
ど
の
謙
虚
さ
を
忘
れ
て
い
っ

た
。
面
倒
な
仕
事
を
「
後
輩

が
率
先
し
て
や
る
も
の
だ
、

自
分
も
昔
は
先
輩
に
代
わ
っ

て
や
っ
て
い
た
か
ら
」
と
、

そ
れ
と
な
く
任
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ウ
ジ
ヤ
王
の
話
と
出
会
っ
て
、

ア
ル
バ
イ
ト
先
で
指
導
す
る

立
場
に
な
っ
た
今
、
こ
の
よ

う
な
有
様
で
い
い
の
だ
ろ
う

か
と
反
省
さ
せ
ら
れ
た
。
ア

ル
バ
イ
ト
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
く
、
人
に
尊
敬
さ
れ
る

人
、
成
長
し
て
い
く
人
は
謙

虚
さ
を
持
つ
人
で
あ
る
。
日

本
に
は
、
「
初
心
忘
る
べ
か

ら
ず
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が

あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り

で
あ
る
。

ウ
ジ
ヤ
王
は
自
分
一
人
の

力
で
成
功
し
た
の
で
は
な
い
。

「
神
の
驚
く
べ
き
助
け
」
を

得
て
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
神
の
驚
く
べ
き

助
け
」
を
私
の
話
に
置
き
換

え
る
と
、
私
に
仕
事
を
根
気

よ
く
教
え
て
く
れ
た
先
輩
の

姿
が
思
い
浮
か
ぶ
。
先
輩
が

こ
こ
ま
で
面
倒
を
み
て
く
れ

た
お
か
げ
で
仕
事
を
覚
え
、

先
輩
が
た
く
さ
ん
話
し
か
け

て
き
て
く
れ
た
お
か
げ
で
バ

イ
ト
先
で
打
ち
解
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
辞
め
た
い
と
思
っ

て
も
続
け
て
、
今
の
立
場
が

あ
る
の
は
先
輩
が
い
た
か
ら

で
あ
る
。
支
え
て
く
れ
る
人

が
い
な
い
の
で
は
到
底
な
し

得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

人
間
は
成
功
し
た
り
、
高

い
地
位
に
登
り
詰
め
る
と
、

人
か
ら
受
け
た
恩
を
忘
れ
て
、
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自
分
は
す
ご
い
の
だ
と
お
ご

り
高
ぶ
っ
て
し
ま
う
。
高
慢

さ
は
様
々
な
面
で
破
滅
を
呼

ぶ
も
の
だ
。
私
に
も
こ
の
先

ま
た
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
う
時
が
く
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
、

定
期
的
に
自
分
を
見
つ
め
る

時
間
を
作
り
、
人
へ
の
感
謝

を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

・
一
年
生
リ
ト
リ
ー
ト

４
月
５
日
（
金
）
〜
６

日
（
土
）
南
田
温
泉
ホ

テ
ル
ア
ッ
プ
ル
ラ
ン
ド
・

・
入
学
記
念
礼
拝

４
月
11
日
（
木
）

10
時
20
分

・
学
生
宗
教
委
員
研
修
会

４
月
13
日
（
土
）

12
時
00
分

・
三
年
生
リ
ト
リ
ー
ト

５
月
30
日
（
木
）

11
時
00
分

・
創
立
記
念
礼
拝

６
月
20
日
（
木
）

９
時
00
分

教
職
員
研
修
会

10
時
15
分

・
秋
の
特
別
礼
拝

11
月
7
日
（
木
）

10
時
30
分

・
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝

12
月
12
日
（
木
）

16
時
00
分

音
楽
の
夕
べ

18
時
30
分

・
卒
業
記
念
礼
拝

３
月
13
日
（
金
）

10
時
00
分

■
ド
イ
ツ
の
詩
人
ゲ
ー
テ
は

「
涙
と
と
も
に
パ
ン
を
食
べ

た
者
で
な
け
れ
ば
、
人
生
の

本
当
の
味
は
わ
か
ら
な
い
」

と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
私

が
好
き
な
格
言
の
一
つ
で
す
。

人
生
に
は
す
べ
て
終
わ
り
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
歩
む
道
の

り
に
は
、
良
い
時
も
あ
れ
ば
、

逆
境
の
時
も
あ
り
ま
す
。
順

境
な
時
よ
り
も
逆
境
の
時
に
、

人
は
多
く
の
大
切
な
こ
と
に

気
づ
き
、
多
く
の
こ
と
を
学

び
ま
す
。
勿
論
、
順
境
な
時

も
有
意
義
な
も
の
で
す
が
、

逆
境
の
時
も
人
生
に
と
っ
て

有
意
義
な
も
の
で
す
。
順
境

だ
け
の
人
生
で
あ
る
な
ら
ば
、

ま
た
は
、
逆
境
だ
け
の
人
生

で
あ
る
な
ら
ば
、
人
生
の
本

当
の
味
は
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ

う
。
こ
の
「
た
て
ご
と
」
の

寄
稿
文
の
中
に
は
、
寄
稿
者

の
人
生
の
経
験
や
考
え
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
寄
稿

者
の
経
験
や
考
え
が
、
読
者

に
何
か
大
切
な
こ
と
を
気
づ

か
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
だ
け
で
も
「
た
て
ご
と
」

を
発
行
す
る
大
き
な
価
値
が

あ
る
と
信
じ
ま
す
。

(

編
集
長

楊

尚
眞)

■
い
よ
い
よ
新
１
号
館
が
完

成
し
ま
す
。
４
月
か
ら
は
新

校
舎
で
授
業
等
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
卒
業
さ

れ
る
皆
さ
ん
が
こ
の
恩
恵
に

あ
ず
か
れ
な
い
の
は
残
念
で

す
が
、
大
学
は
学
祭
な
ど
い

ろ
い
ろ
な
機
会
に
外
に
開
か

れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ま

た
母
校
を
訪
れ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

(

坂
井

任)

■
こ
の
「
た
て
ご
と
」
に
は
、

学
生
た
ち
が
様
々
な
キ
リ
ス

ト
教
行
事
に
お
け
る
感
想
を

載
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
内
容
は
、
非
常
に
率
直
な

内
容
で
、
と
て
も
考
え
さ
せ

ら
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
思
い
に
触
れ
な
が
ら
、

皆
様
の
手
元
に
、
「
た
て
ご

と
」
を
お
送
り
で
き
る
こ
と

を
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

(

柘
植
秀
通)

■
本
年
の
中
で
、
看
護
系
大

学
の
キ
リ
ス
ト
教
育
の
会
議

に
参
加
す
る
機
会
を
頂
い
た
。

私
の
看
護
師
と
し
て
の
生
死

の
経
験
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

「
愛
」
の
精
神
に
通
ず
る
も

の
が
あ
る
と
聞
き
、
今
後
、

実
習
等
を
通
し
て
、
学
生
に

も
多
角
的
な
面
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
看
護
教
育
を
教
え
ら
れ

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(

村
岡
祐
介)

■
３
月
は
別
れ
と
希
望
が
入

り
乱
れ
る
季
節
、
大
学
を
去

ら
れ
る
皆
様
の
前
途
に
神
様

の
祝
福
が
豊
か
に
あ
り
ま
す

よ
う
祈
り
ま
す
。(

大
坊
幹
子)

第１２２号 た て ご と ２０１９（平成３１）年３月１４日

二
〇
一
九
年
度

主
題
と
主
題
聖
句

主
題

「
自
分
の
前
に
敷
か
れ
た

大
路
を
進
む
」

主
題
聖
句

互
い
に
押
し
合
う
こ
と
な
く
、
自
分
の
前
に
敷
か
れ
た

大
路
を
進
む
。
た
と
え
投
げ
槍
の
間
に
突
進
し
て
も
、
ひ

る
む
こ
と
は
な
い
。

（
ヨ
エ
ル
書
2
章
8
節
）

二
〇
一
九
年
度

行
事
予
定

編

集

後

記


