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必
読
と
な
る
非
常
な
労
作
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
書
か
ら
示
唆
を

受
け
、
さ
ら
に
深
め
て
い
く
べ
き
問
い
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
も
思
う
。

�

（
滋
賀
文
教
短
期
大
学
教
授
）

今
高
義
也
著

『
内
村
鑑
三
の
世
界
像
─
伝
統
・
信
仰
・
詩
歌
』

（
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
二
〇
年
）

長
野
　
美
香

一
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
独
自
性

　

内
村
鑑
三
と
い
う
巨
大
に
過
ぎ
て
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
人
物
の
全
体

像
を
摑
も
う
と
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
難
儀
な
営
み
で
あ
る
。
巨
人
の
ど

こ
に
取
り
つ
こ
う
と
す
る
か
に
よ
っ
て
見
え
方
も
異
な
っ
て
く
る
が
、
そ

れ
ら
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
と
、
ま
た
像
が
ぼ
や
け
て
き
て
焦
点
が
定
ま

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
、
内
村
と
い
う
人
物
に
は
あ
る
。

結
局
は
ぼ
や
け
て
い
る
部
分
を
地
道
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
埋
め
る
べ
く
な
に

か
手
段
を
探
し
て
い
く
し
か
、
内
村
に
近
づ
く
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
、
こ
の
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
営
み
に
、
わ
け
て
も
地
道
で
堅

実
な
方
法
で
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
内
村
の
蔵
書
に

残
さ
れ
た
内
村
自
身
の
書
入
れ
か
ら
、
内
村
の
信
仰
上
の
重
要
事
や
伝
統

思
想
と
の
関
わ
り
を
探
り
、
そ
れ
が
従
来
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
合
致
す

る
か
否
か
を
確
認
す
る
方
法
で
あ
る
。

　

自
分
自
身
の
こ
と
を
省
み
る
と
、
若
い
頃
に
な
に
げ
な
く
線
を
引
い
た

り
、
メ
モ
を
書
き
込
ん
だ
り
、
マ
ー
ク
を
つ
け
た
り
し
た
本
を
後
年
に
開
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い
た
と
き
、
そ
れ
ら
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
興
味
に
よ
っ
て
、
何
の
た
め

に
引
か
れ
た
線
な
の
か
、
何
の
た
め
の
書
き
込
み
な
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
わ

か
ら
ず
、
本
当
に
自
分
が
し
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
と
呆
然
と
す
る
こ
と

が
ま
ま
あ
る
。
自
分
と
内
村
を
比
べ
て
も
し
か
た
な
い
も
の
の
、
内
村
が

あ
る
と
き
蔵
書
に
書
き
込
ん
だ
こ
と
が
、
本
当
に
内
村
の
本
心
で
あ
り
、

思
想
的
な
根
拠
・
証
拠
と
な
り
得
る
の
か
と
疑
っ
て
み
る
こ
と
も
で
き
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
書
は
そ
の
よ
う
な
不
安
を
も
っ
て
読
み

始
め
て
も
、
途
中
で
そ
の
論
の
合
理
性
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
仕
組
み
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ひ
と
つ
に
は
そ
れ
は
、
疑
う
余
地
の
な
い
書
入
れ
の
み
を
熟
慮
の
う
え

で
参
照
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
ら
な
の
だ
が
、
さ
ら
に

肝
腎
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
分
析
に
お
い
て
、
従
来
内
村
に
つ
い
て
い
わ

れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
、
内
村
の
信
仰
や
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
史

と
照
合
し
合
致
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
説
を
補
強
す
る
新
た
な
証
拠
と
し
て
書

入
れ
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
従
来
い
わ
れ
て

き
た
こ
と
は
内
村
の
書
入
れ
か
ら
も
明
ら
か
だ
と
読
者
を
納
得
さ
せ
、
さ

ら
に
内
村
の
信
仰
の
深
み
へ
と
誘
う
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
新
た
な
証
拠
の
発
見
は
、
書
入
れ
の
分
析
の
み
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
た
と
え
ば
藤
田
東
湖
「
正
気
歌
」
の
内
村
自
身
に
よ
る
引
用
や
、

二
宮
尊
徳
『
報
徳
記
』
のJapan and the Japanese

執
筆
時
に
お
け
る

翻
案
と
い
っ
た
具
体
的
な
事
例
を
分
析
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
事
例
と
近

い
時
期
の
内
村
の
〈
世
界
像
〉
の
裏
づ
け
と
し
て
い
く
論
考
や
、
ま
た
そ

れ
ま
で
主
と
し
て
自
伝
類
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
内
村
の
信
仰
上
の
転
機

に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
書
簡
を
一
次
史
料
と
し
て
再
考
を
試
み
る
論
考

な
ど
も
あ
り
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
多
く
の
原
文
の
引
用
に
よ
っ
て
着
実

に
証
拠
を
積
み
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
本
書
が
細
か
い
分
析
に
終
始
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
全
体
と
し
て
は
、
無
教
会
や
再

臨
信
仰
、
内
村
と
日
本
と
い
っ
た
直
球
の
大
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
骨
太
な
内
村
論
な
の
で

あ
る
。

二
、
内
村
と
〈
日
本
〉

　

さ
て
そ
の
直
球
の
ひ
と
つ
、
内
村
と
日
本
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
、

念
頭
に
措
か
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
は
次
の
で
き
ご
と
で
あ
る
よ
う
だ
。

「
基
督
愛
国
」
の
信
念
と
と
も
に
帰
国
し
た
内
村
に
と
っ
て
不
敬
事

件
は
、
い
わ
ば�Jesus�

に
よ
っ
て
自
ら
の
内
な
るJapan

が
徹
底

的
に
審
判
さ
れ
廃
棄
さ
れ
た
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
の
廃
棄
体
験
の
深

刻
さ
は
、
そ
の
ま
ま
内
村
の
内
な
る
〈
正
気
〉
＝
伝
統
思
想
の
根
の

深
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
不
敬
事
件
に
よ
る
〈
故
郷
喪

失
〉
の
衝
撃
は
深
刻
を
き
わ
め
た
。（
終
章
、
二
七
七
頁
）

　
「
帰
国
」
と
はH

ow
 I Becam

e a Christian

に
も
描
か
れ
た
、
若
き

日
の
米
国
生
活
を
終
え
て
の
帰
国
で
あ
る
。
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
不
敬

事
件
と
は
、
第
一
高
等
中
学
校
で
の
「
教
育
勅
語
奉
読
式
」
に
お
い
て
嘱

託
教
員
で
あ
っ
た
内
村
が
起
こ
し
た
「
不
敬
」
事
件
（
一
八
九
一
年
）
を

指
す
。
本
書
で
は
、
明
治
天
皇
の
宸
書
に
対
す
る
内
村
の
「
小
さ
な
低
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頭
」
に
よ
る
「
不
敬
」
は
、
そ
も
そ
も
は
「
愛
国
的
基
督
信
者
」
と
し
て

「
奉
読
式
に
あ
え
て
出
席
し
て
」「
天
皇
に
対
す
る
表
敬
」
を
果
た
す
つ
も

り
で
あ
っ
た
内
村
が
、
想
定
外
に
も
そ
の
場
で
宗
教
的
な
「
礼
拝
的
低

頭
」
を
要
求
さ
れ
る
事
態
に
直
面
し
、「
た
め
ら
い
」
の
結
果
起
こ
し
た

と
さ
れ
る
（
第
二
章
、
六
二
頁
）。

　

そ
の
よ
う
に
「
愛
国
的
基
督
者
」
を
自
任
し
て
い
た
内
村
が
、
事
件
に

よ
っ
て
思
い
が
け
ず
「
国
人
に
捨
て
ら
れ
」（『
基
督
信
徒
の
な
ぐ
さ
め
』）

た
事
件
は
、
内
村
と
〈
日
本
〉・〈
伝
統
〉
と
の
葛
藤
が
も
っ
と
も
表
面
化

し
た
時
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
内
村
は
そ
の
死
の
前
日
に
さ
え
「
古
稀
の
祝
い
の
強
飯
を
食

べ
て
死
ね
ば
日
本
武
士
と
し
て
此
上
な
し
」
と
述
べ
た
と
い
う
人
物
で
あ

る
（
石
原
兵
永
『
身
近
に
接
し
た
内
村
鑑
三
』）。
内
村
の
こ
の
よ
う
な
武
士

の
自
任
は
、
内
な
る�Japan�

を
「
徹
底
的
に
審
判
さ
れ
廃
棄
さ
れ
た
経

験
」
を
経
て
も
続
い
た
。
そ
れ
は
（
乱
暴
な
括
り
な
が
ら
）
幕
末
か
ら
太

平
洋
戦
争
に
か
け
て
い
び
つ
に
膨
脹
し
て
い
っ
た
「
愛
国
」
と
は
異
な
る

が
、
し
か
し
内
村
は
生
涯
を
か
け
て�Japan�

と
い
う
根
を
自
覚
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

三
、『
先
哲
像
伝
』
の
書
入
れ
か
ら

　

そ
の
よ
う
な
内
村
の
問
題
を
論
じ
る
試
み
と
し
て
、
伊
藤
仁
斎
に
対
す

る
共
感
を
論
じ
た
第
七
章
は
、
切
り
口
と
し
て
興
味
深
い
。

　

本
書
は
ま
ず
、
内
村
がJapan and the Japanese

（R
epresentative 

M
en of Japan

）
で
描
い
た
日
本
の
思
想
家
・
宗
教
家
の
姿
は
、
西
欧
由

来
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
主
義
を
日
本
に
投
影
し
た
「
幻
影
」
に
す
ぎ
な
い
と

み
な
す
見
方
を
紹
介
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
内
村
の
代
名
詞
と
も
い
え
る

無
教
会
主
義
も
、
輸
入
・
既
成
の
教
会
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
い
う

よ
り
も
、
日
本
の
精
神
伝
統
に
根
差
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
議
論
を
取
り

上
げ
、
以
下
、
後
者
の
主
張
を
補
強
す
る
べ
く
、
内
村
の
伊
藤
仁
斎
へ
の

言
及
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
な
お
同
様
に
、
第
四
章
の
『
報
徳

記
』
の
翻
案
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
、
内
村
の
描
い
た
二
宮
尊
徳
像
は
内
村

の
内
に
あ
る
伝
統
思
想
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
尊
徳

に
投
射
し
た
も
の
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
（
一
三
一

頁
）。

　

さ
て
、
伊
藤
仁
斎
で
あ
る
。
内
村
に
よ
る
仁
斎
へ
の
言
及
の
主
な
も
の

は
一
九
一
五
年
、
一
六
年
、
一
七
年
に
『
聖
書
之
研
究
』
誌
上
に
発
表
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
内
村
は
「
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
る
西

欧
諸
国
へ
の
失
望
に
伴
い
、
形
成
期
に
あ
っ
た
「
日
本
的
基
督
教
」
の

〈
源
流
〉
た
る
日
本
的
伝
統
を
改
め
て
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
」（
二
一

〇
頁
）
と
い
う
。
そ
こ
で
本
書
で
は
、
こ
の
時
期
に
集
中
す
る
仁
斎
へ
の

言
及
に
お
い
て
内
村
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
が
、
内
村
の
蔵
書
『
先
哲
像

伝
』
で
あ
る
こ
と
を
書
入
れ
に
よ
っ
て
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
内
村
が
仁
斎

の
何
に
共
感
し
た
の
か
を
探
っ
て
い
く
の
で
あ
る
（
蔵
書
に
は
『
先
哲
叢

談
』
も
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
内
村
は
『
叢
談
』
の
仁
斎
伝
は
採
ら
ず
『
像
伝
』

を
使
用
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
）。

　

そ
の
な
か
で
本
書
が
も
っ
と
も
注
目
し
て
い
る
の
は
、
仁
斎
を
「
生
涯

処
士
を
も
て
終
る
」
と
し
た
『
像
伝
』
本
文
に
内
村
の
書
き
入
れ
た
傍
線
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で
あ
る
。
蔵
書
の
当
該
部
分
の
写
真
が
付
さ
れ
て
い
る
（
二
一
二
頁
）
が
、

躊
躇
の
な
い
線
の
引
き
ぶ
り
で
、
内
村
が
こ
の
部
分
に
関
心
を
寄
せ
て
い

る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
こ
れ
に
続
く
「
利
禄
に
移
さ
れ
ざ
る
斯
の

如
し
」
に
も
傍
線
が
あ
る
。

　

仁
斎
に
つ
い
て
言
及
の
あ
る
も
の
の
う
ち
、
一
九
一
五
年
に
書
か
れ
た

「
寧
ろ
儒
者
に
倣
ふ
べ
し
」（『
聖
書
之
研
究
』
一
八
〇
号
）
で
は
、
こ
の
部

分
の
『
像
伝
』
の
内
容
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で

内
村
は
仁
斎
を
「
ル
ー
テ
ル
以
上
の
独
立
の
士
」
と
称
揚
し
、
返
す
刀
で

教
会
や
伝
道
会
社
に
癒
着
す
る
当
時
の
「
所
謂
福
音
士
」
を
批
判
す
る
。

日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
他
と
は
一
線
を
画
し
て
「
独
立
」
で
あ
ろ

う
と
す
る
自
身
を
、
内
村
は
仁
斎
の
生
涯
に
重
ね
、「
我
等
は
仁
斎
の
堀

川
黌
に
倣
ひ
、
教
会
に
由
ら
ざ
る
自
立
の
聖
書
学
校
を
起
す
べ
き
で
は
な

い
乎
」
と
発
憤
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
『
像
伝
』
の
仁
斎
に
、
内
村
は
「
書
籍
の
人
」、「
平
民
の

友
」
と
い
っ
た
点
を
も
読
み
取
っ
て
自
分
に
重
ね
た
。「
平
信
徒
に
よ
る

聖
書
研
究
を
通
し
独
立
伝
道
を
展
開
す
る
無
教
会
＝
「
日
本
的
基
督
教
」

の
形
成
を
目
指
そ
う
と
し
た
内
村
」（
二
二
三
頁
）
に
と
っ
て
、
仁
斎
こ

そ
共
感
に
値
す
る
先
人
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
こ
の
章
の
末
尾
で
は
、
新
保
祐
司
の
指
摘
に
触
れ
て
、
興
味

深
い
推
測
が
行
わ
れ
て
い
る
。
不
敬
事
件
後
、
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
あ
っ

て
大
阪
の
泰
西
学
館
、
熊
本
英
学
校
の
教
職
を
次
々
に
退
い
た
内
村
は
、

一
八
九
三
年
、
京
都
で
貧
困
の
な
か
本
格
的
に
著
述
活
動
を
始
め
る
。
そ

の
際
、
一
時
住
ん
だ
場
所
が
仁
斎
の
古
義
堂
か
ら
わ
ず
か
の
と
こ
ろ
に
あ

っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
内
村
は
古
義
堂
を
実
際
に
見
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
新

保
の
指
摘
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
指
摘
を
承
け
て
、
そ
の
と
き
の
印
象
が
、

先
の
「
仁
斎
の
堀
川
黌
に
倣
ひ
、
教
会
に
由
ら
ざ
る
自
立
の
聖
書
学
校
を

起
す
」
と
い
う
構
想
の
端
緒
と
な
っ
た
（「
す
で
に
京
都
時
代
に
胚
胎
し
て

い
た
」
二
二
二
頁
）
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
点
と
点
と
の
符

合
が
、
巨
人
内
村
の
像
を
少
し
ず
つ
明
瞭
に
し
て
い
く
。
こ
れ
が
本
書
の

特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

四
、「
我
等
は
四
人
で
あ
る
」

─
ル
ツ
の
死

　

こ
こ
ま
で
内
村
に
と
っ
て
の
伝
統
思
想
の
問
題
を
見
て
き
た
が
、
内
村

の
信
仰
を
最
終
的
な
境
地
に
導
い
た
の
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
る

死
者
の
復
活
と
〈
万
物
復
興
〉
の
希
望
」（
二
〇
三
頁
）
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
伝
統
思
想
の
問
題
と
、
と
り
あ
え
ず
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
本

書
は
こ
の
問
題
も
同
様
の
方
法
で
詳
細
に
論
じ
て
い
く
。

　

こ
こ
で
は
、
内
村
が
娘
ル
ツ
の
死
の
翌
月
に
発
表
し
た
詩
「
我
等
は
四

人
で
あ
る
」（『
聖
書
之
研
究
』
一
三
九
号
）
を
、
内
村
が
札
幌
農
学
校
以
来

親
し
ん
で
き
た
と
さ
れ
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
、
特
にW

E
 A

R
E

 SE
V

E
N

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
内
村
に
よ
る
〈
読
み
替
え
〉
と
信
仰
上
の
飛

躍
を
こ
れ
ま
で
同
様
に
詳
細
な
比
較
検
討
に
よ
っ
て
立
証
し
よ
う
と
す
る

第
六
章
を
紹
介
し
た
い
。

　

本
書
の
説
明
を
借
り
れ
ば
、W

E
 A

R
E

 SE
V

E
N

は
「
七
人
の
兄
弟

姉
妹
の
う
ち
妹
と
兄
を
失
っ
た
少
女
に
、「
私
」
と
い
う
話
者
が
現
在
の

兄
弟
の
数
を
繰
り
返
し
尋
ね
る
が
、
少
女
は
い
つ
ま
で
も
「
我
等
七
人
」
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185　書　評

と
言
い
続
け
る
の
で
、
大
人
の
「
私
」
は
閉
口
す
る
」（
一
九
四
頁
）
と

い
う
こ
と
の
歌
わ
れ
た
詩
で
あ
る
。

　

内
村
は
こ
の
詩
を
若
い
頃
か
ら
愛
吟
し
た
よ
う
だ
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の

い
く
つ
か
の
詩
に
つ
い
て
、
内
村
は
「「
来
世
」
の
存
在
を
信
ず
る
「
信

仰
」、
換
言
す
れ
ば
〈
霊
魂
不
滅
〉
の
思
想
」
を
謳
う
も
の
と
し
て
評
価

し
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
こ
の
よ
う
な
霊
魂
観
は
キ

リ
ス
ト
教
的
な
も
の
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
思
想
の
影
響
に
よ
る
と
す
る

の
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
解
釈
と
し
て
は
一
般
的
な
の
だ
そ
う
だ
（
一
八

八
頁
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
内
村
は
こ
の
詩
を
〈
読
み
替
え
〉
て
、

ル
ツ
の
死
の
直
後
に
「
我
等
は
四
人
で
あ
る
」
を
発
表
し
た
。

　

内
村
は
ま
ず
詩
の
話
者
を
変
更
し
、
自
身
の
独
白
体
と
し
た
。
さ
ら
に

W
E

 A
R

E
 SE

V
E

N

で
は
兄
妹
を
失
っ
た
少
女
が
我
等
は
七
人
で
あ
る

と
い
う
主
張
を
ひ
た
す
ら
繰
り
返
す
の
に
対
し
て
、
内
村
は
、
ル
ツ
の
死

後
も
家
族
が
「
四
人
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
内
村
の
内
面
に
お
い
て
順

を
追
っ
て
変
化
・
展
開
し
て
い
く
こ
と
自
体
を
詩
に
し
た
と
い
う
。
そ
れ

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
我
等
は
四
人
で
あ
る
」
で
は
、
ま
ず
「
我
等
は
四
人
で
あ
つ
た
」
と

ル
ツ
の
生
前
を
思
い
起
こ
し
、
そ
の
死
を
経
て
も
「
今
尚
ほ
四
人
で
あ

る
」
と
思
お
う
と
す
る
が
、「
地
の
帳
簿
に
一
人
の
名
は
消
え
て
、
天
の

記
録
に
一
人
の
名
は
殖
え
た
」
以
上
、「
彼
女
は
今
は
我
等
の
衷
に
居
る
」

の
み
で
あ
る
と
い
う
現
実
が
語
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
あ
と
一
転
し
て
、

「
我
等
は
何
時
ま
で
も
斯
く
あ
る
の
で
は
な
い
」、
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
の

再
臨
と
死
者
の
復
活
、
万
物
の
復
興
に
よ
っ
て
「
我
等
は
再
た
び
四
人
に

成
る
」
か
ら
で
あ
る
、
と
結
ば
れ
る
。

　

こ
の
詩
の
他
、
同
時
期
の
『
聖
書
之
研
究
』
へ
の
寄
稿
か
ら
も
、
ル
ツ

の
病
状
が
重
篤
と
な
っ
た
頃
か
ら
内
村
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
へ
の

待
望
が
切
迫
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
本
書
は
続
け
る
。
そ
れ
ら
も

踏
ま
え
て
、「
我
等
は
四
人
で
あ
る
」
は
「
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
か
ら
は
読

み
取
り
得
な
い
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
る
死
者
の
復
活
と
〈
万
物
復
興
〉

の
希
望
」
を
謳
う
詩
へ
と
〈
読
み
替
え
〉
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
二

〇
三
頁
）。
か
つ
て
の
内
村
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
を
愛
吟
し
つ
つ
、

素
朴
な
来
世
へ
の
願
い
を
抱
い
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
願
い
は
ル
ツ
の

死
を
経
て
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
、
死
者
の
復
活
と
万
物
の
復
興
と
い
う
、
内

村
の
終
末
観
の
到
達
点
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
。
本
書
で
は
こ
の
こ
と
を

〈
霊
魂
不
滅
〉
思
想
の
「
克
服
」（
二
〇
三
頁
）
と
す
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
の
〈
読
み
替
え
〉
と
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
プ
ラ
ト

ン
的
な
も
の
を
見
出
し
た
か
ら
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
で

も
な
く
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
来
世
」
が
あ
る
と
い
う
信
仰
そ
れ
自
体
の
否

定
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
要
は
、
信
仰
上
に
お
け
る
「
来
世
」
の
ビ
ジ
ョ
ン

が
内
村
の
内
面
に
お
い
て
飛
躍
し
た
の
で
あ
る
。〈
読
み
替
え
〉
と
は
そ

の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ち
な
み
に
ル
ツ
の
死
と
「
我
等
は
四
人
で
あ
る
」
の
発
表
は
一
九
一
二

年
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
内
村
の
再
臨
運
動
は
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
一
九
年

に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
。
ル
ツ
の
死
が
内
村
の
再
臨
へ
の
希
望
に
火
を
点

け
て
か
ら
六
年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
。
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五
、
お
わ
り
に

─
さ
ら
な
る
問
い
へ

　

最
後
に
、
本
書
の
研
究
方
法
が
堅
実
で
精
細
で
あ
れ
ば
こ
そ
湧
い
て
く

る
新
た
な
問
い
に
触
れ
た
い
。

　

本
書
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
内
村
は
「
日
本
的
基
督
教
の
形

成
を
目
指
そ
う
と
し
た
」（
二
二
三
頁
）
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
の
嚆
矢
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「「
日
本
的
基
督
教
」
の
〈
源
流
〉
た
る
日
本
的

伝
統
」（
二
一
〇
頁
）
と
は
何
か
ら
何
ま
で
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

　

あ
ら
た
め
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
内
村
が
不
敬
事
件
で
世
間
か

ら
突
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
も
、
ま
た
彼
自
身
の
倫
理
観
と
し
て
生
涯
保
た

れ
た
〈
武
士
〉
の
自
覚
も
、
死
の
床
で
慰
め
ら
れ
た
と
い
う
紀
貫
之
の
歌

（
第
五
章
）
も
、
い
ず
れ
も
〈
日
本
〉
や
〈
伝
統
〉
に
連
な
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
内
実
は
同
じ
で
は
な
く
、
時
に
は
対
立
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
る
。

　

お
そ
ら
く
内
村
に
関
わ
る
〈
日
本
〉
や
〈
伝
統
〉
は
今
後
さ
ら
に
詳
細

に
分
析
・
整
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
本
書
の
研
究
と
そ
の
方

法
は
、
こ
の
よ
う
な
方
面
の
内
村
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
と
い
う
意
義
を

も
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

�

（
聖
心
女
子
大
学
教
授
）

望
月
詩
史
著

『
石
橋
湛
山
の
〈
問
い
〉

─
日
本
の
針
路
を
め
ぐ
っ
て
』

（
法
律
文
化
社
・
二
〇
二
〇
年
）

武
藤
　
秀
太
郎

　

本
書
は
、
一
般
に
「
小
日
本
主
義
」
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
石
橋

湛
山
（
一
八
八
四—

一
九
七
三
）
の
思
想
に
つ
い
て
、
多
角
的
に
考
察
・

再
検
討
を
こ
こ
ろ
み
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
で
あ
る
望
月
詩
史
が
こ
れ
ま

で
と
り
く
ん
で
き
た
石
橋
湛
山
研
究
を
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、

同
志
社
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
石
橋
湛
山
の
政
治
思
想

─
思
考

方
法
か
ら
読
み
解
く
」
が
原
型
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
章
に
収
録
さ
れ
た

論
文
が
も
っ
と
も
早
く
二
〇
〇
八
年
に
書
か
れ
て
お
り
、
十
年
以
上
に
お

よ
ぶ
筆
者
の
石
橋
湛
山
研
究
の
集
大
成
と
い
え
よ
う
。

　
「
序
章
」
の
整
理
に
し
た
が
え
ば
、
石
橋
湛
山
研
究
史
は
、
㈠
長
幸
男

や
松
尾
尊
兊
、
鹿
野
政
直
ら
に
よ
り
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
フ
ロ
ン
ト

ラ
ン
ナ
ー
た
る
「
急
進
的
自
由
主
義
」
者
と
し
て
の
湛
山
像
が
え
が
か
れ

た
一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
の
第
一
段
階
、
㈡
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
と

ど
ま
ら
ず
、
湛
山
の
思
想
を
生
涯
に
わ
た
り
総
合
的
に
評
価
す
る
と
と
も

に
、
湛
山
の
「
小
日
本
主
義
」
に
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
て
ら
れ
た
増
田
弘
や
姜

克
實
に
代
表
さ
れ
る
一
九
八
〇
～
九
〇
年
代
の
第
二
段
階
、
㈢
二
〇
〇
〇

年
代
以
降
の
第
三
段
階
と
、
大
き
く
三
つ
に
区
分
で
き
る
と
い
う
。
第
三
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