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Ⅰ
第
一
朗
読
・
イ
ザ
ヤ
66
章
10
―
16
節 

１０ 

エ
ル
サ
レ
ム
と
共
に
喜
び
祝
い 

 

彼
女
の
ゆ
え
に
喜
び
躍
れ 

 
 
 

彼
女
を
愛
す
る
す
べ
て
の
人
よ
。 

 

彼
女
と
共
に
喜
び
楽
し
め 

 

彼
女
の
た
め
に
喪
に
服
し
て
い
た
す
べ
て
の
人
よ
。 

１１ 

彼
女
の
慰
め
の
乳
房
か
ら
飲
ん
で
、
飽
き
足
り 

 

豊
か
な
乳
房
に
養
わ
れ
、
喜
び
を
得
よ
。 

１２ 

主
は
こ
う
言
わ
れ
る
。 

 

見
よ
、
わ
た
し
は
彼
女
に
向
け
よ
う 

 

平
和
を
大
河
の
よ
う
に 

 

国
々
の
栄
え
を
洪
水
の
流
れ
の
よ
う
に
。 

 

あ
な
た
た
ち
は
乳
房
に
養
わ
れ 

 

抱
い
て
運
ば
れ
、
膝
の
上
で
あ
や
さ
れ
る
。 

１３ 

母
が
そ
の
子
を
慰
め
る
よ
う
に 

 

わ
た
し
は
あ
な
た
た
ち
を
慰
め
る
。 

 

エ
ル
サ
レ
ム
で
あ
な
た
た
ち
は
慰
め
を
受
け
る
。 

１４ 

こ
れ
を
見
て
、
あ
な
た
た
ち
の
心
は
喜
び
楽
し
み 

 

あ
な
た
た
ち
の
骨
は
青
草
の
よ
う
に
育
つ
。 

 

主
の
御
手
は
僕
た
ち
と
共
に
あ
り 

 

憤
り
は
敵
に
臨
む
こ
と
が
、
こ
う
し
て
示
さ
れ
る
。 

 

語
句
の
意
味 

■
イ
ザ
ヤ
５６
―
６６
章
は
第
三
イ
ザ
ヤ
と
呼
ば
れ
、
紀
元
前
６
世
紀
末
か
ら
紀
元
前
５
世
紀
初
頭
の
預
言
者

の
言
葉
。
捕
囚
か
ら
の
帰
還
後
、
栄
光
と
は
ほ
ど
遠
い
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
原
因
を
説
き
、
救
い
の
約

束
を
語
る
。 

１０
節
■
「
彼
女
を
愛
す
る
す
べ
て
の
人
よ
…
…
彼
女
の
た
め
に
喪
に
服
し
て
い
た
す
べ
て
の
人
よ
」
。
第

三
イ
ザ
ヤ
が
呼
び
か
け
る
相
手
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
愛
し
な
が
ら
、
そ
の
現
状
を
悲
し
む
人
。
し
か
し
、

そ
の
彼
ら
が
喜
ぶ
と
き
が
来
る
。 

１１
節
■
「
飲
ん
で
…
喜
び
を
得
よ
」
。
新
共
同
訳
は
命
令
に
訳
し
て
い
る
が
、
原
文
で
は
、
目
的
を
表
す

接
続
詞
レ
マ
ア
ン
〈
…
す
る
よ
う
に
と
〉
に
導
か
れ
て
お
り
、
１０
節
の
勧
め
に
従
う
目
的
を
述
べ
て
「
慰

め
の
乳
房
か
ら
飲
ん
で
…
喜
び
を
得
る
た
め
に
」
の
意
味
。
■
「
豊
か
な
乳
房
に
養
わ
れ
、
喜
び
を
得
る
」。

直
訳
は
「
彼
女
の
栄
光
の
豊
か
さ
か
ら
飲
ん
で
悦
ぶ
」
。
傍
線
の
名
詞
は
「
乳
首
」
の
意
味
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
彼
女
の
栄
光
の
乳
首
か
ら
」。 

１２
節
■
「
彼
女
に
向
け
よ
う
」
。
平
和
と
諸
国
の
栄
え
が
大
河
の
よ
う
に
エ
ル
サ
レ
ム
に
流
れ
込
む
。
■

「
乳
房
に
養
わ
れ
」。
原
文
で
は
「
乳
を
飲
む
」。 

１３
節
■
「
母
が
そ
の
子
を
慰
め
る
よ
う
に
…
」。
直
訳
は
「
母
が
そ
の
子
供
を
慰
め
る
そ
の
子
の
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
に
あ
な
た
た
ち
を
私
は
慰
め
る
」。
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
慰
め
ら
れ
る
対
象
。
そ
こ
で
、
神
が

女
性
に
た
と
え
ら
れ
る
、
き
わ
め
て
珍
し
い
箇
所
に
な
る
。 

14
節
■
「
骨
は
青
草
の
よ
う
に
育
つ
」。
直
訳
は
「
あ
な
た
が
た
の
骨
が
青
草
の
よ
う
に
芽
吹
く
」。
骨
は

体
を
支
え
る
支
柱
。
そ
れ
が
雨
の
後
に
若
草
の
よ
う
に
元
気
を
取
り
戻
す
。
名
詞
「
青
草
（
デ
シ
ェ
ン
）
」

は
「
若
草
」
の
意
味
。
■
「
示
さ
れ
る
」
。
動
詞
ヤ
ー
ダ
ー
〈
知
る
〉
の
受
動
形
で
、
「
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
」
の
意
味
か
ら
「
顕
に
な
る
・
示
さ
れ
る
」。 
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①
今
日
の
朗
読
の
最
初
に
は
「
…
彼
女
と
共
に
喜
び
楽
し
め
…
」（
１０
節
）
と
あ
り
、
結
び
に
も
「
こ
れ
を
見
て
、

あ
な
た
た
ち
の
心
は
喜
び
楽
し
み
…
」（
１４
節
）
と
あ
る
か
ら
、「
喜
び
楽
し
む
」
が
全
体
を
く
く
る
言
葉
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
動
詞
シ
ー
ス
は
、
②
の
「
言
葉
の
広
が
り
」
に
あ
る
よ
う
に
、「
神
が
民
を
喜
ぶ
」
と
か
「
民

が
神
の
業
を
喜
ぶ
」
と
い
う
用
例
の
多
い
言
葉
で
あ
り
、
神
と
民
と
に
見
ら
れ
る
喜
ば
し
い
関
わ
り
を
表
す
。

ま
ず
、
１０
節
だ
が
、
こ
の
節
を
直
訳
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

喜
び
祝
え 

エ
ル
サ
レ
ム
と
共
に 

そ
し
て
喜
び
躍
れ 

彼
女
の
中
で 

彼
女
を
愛
す
る
者
た
ち
す
べ
て
よ 

喜
び
楽
し
め 

彼
女
と
共
に 

喜
び
楽
し
み
を 

彼
女
の
た
め
に
悲
し
む
者
た
ち
す
べ
て
よ 

第
三
イ
ザ
ヤ
が
「
喜
び
楽
し
め
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
相
手
は
、「
彼
女
を
愛
す
る
者
た
ち
」
で
あ
り
、「
彼

女
の
た
め
に
悲
し
む
（
喪
に
服
す
）
人
た
ち
」
で
あ
る
。
彼
女
と
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
こ
と
だ
か
ら
、
愛
す
る
エ

ル
サ
レ
ム
の
た
め
に
今
は
悲
し
ん
で
（
喪
に
服
し
て
）
い
る
人
た
ち
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。 

第
三
イ
ザ
ヤ
が
活
動
し
た
時
代
は
、
捕
囚
地
バ
ビ
ロ
ン
か
ら
帰
還
し
、
神
殿
も
再
建
さ
れ
た
の
に
、
約
束
さ

れ
た
栄
光
が
見
え
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ャ
の
支
配
は
相
変
わ
ら
ず
盤
石
で
、
恒
常
的
と
も
い
え
る

飢
饉
が
解
消
し
た
の
で
も
な
い
。
か
つ
て
エ
ル
サ
レ
ム
を
満
た
し
て
い
た
栄
光
も
今
は
昔
と
な
り
、
さ
び
れ
た

小
都
市
に
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
愛
は
悲
し
み
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
「
彼
女
と
共
に
喜
び
楽
し
み
を
喜
び
楽
し
め
、
彼
女
の
た
め
に
悲
し
む
者
た
ち

す
べ
て
よ
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
傍
線
部
は
動
詞
と
同
じ
語
根
の
名
詞
形
を
目
的
語
―
―
同
族
目
的
語
―
―

と
し
て
用
い
る
用
法
で
、
動
詞
の
概
念
を
強
調
す
る
働
き
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
第
三
イ
ザ
ヤ
が
説
く
喜
び
は
尋

常
で
は
な
い
喜
び
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
喜
び
が
も
た
ら
す
未
来
を
１１
節
は
（
直
訳
）、 

彼
女
の
慰
め
の
乳
房
か
ら
乳
を
飲
ん
で 

飽
き
足
り
る
よ
う
に
と 

吸
っ
て
、 

彼
女
の
栄
光
の
乳
首
か
ら
悦
ぶ
よ
う
に
と
。 

と
語
る
（
新
共
同
訳
は
命
令
法
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
。
こ
の
節
は
目
的
や
結
果
を
表

す
接
続
詞
レ
マ
ア
ン
〈
…
の
よ
う
に
と
〉
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
か
ら
、
１０
節
の
呼
び
か
け
に
従
う
こ
と

に
よ
っ
て
開
か
れ
る
未
来
が
語
ら
れ
て
い
る
）。 

第
三
イ
ザ
ヤ
に
よ
れ
ば
、
民
が
い
ま
取
る
べ
き
態
度
は
「
喜
ぶ
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
未
来
を
開
く
が
、

そ
の
よ
う
に
説
く
こ
と
の
で
き
る
根
拠
は
、
１２
ａ
節
の
神
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
（
直
訳
）。 

主
は
こ
う
言
わ
れ
た 

見
よ
私
は
、
彼
女
の
ほ
う
に
向
け
る 

流
れ
の
よ
う
に 

平
和
を 

そ
し
て
大
河
の
よ
う
に 

諸
国
の
栄
光
を 

神
は
「
平
和
」
を
「
流
れ
の
よ
う
に
」
、
ま
た
「
諸
国
の
栄
光
」
を
「
大
河
の
よ
う
に
」
エ
ル
サ
レ
ム
の
ほ

う
へ
と
向
け
る
。
諸
国
の
輝
き
が
エ
ル
サ
レ
ム
へ
と
流
れ
込
む
か
ら
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
愛
し
て
い
る
者
は
そ
れ

を
豊
か
に
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
の
豊
か
さ
を
述
べ
る
の
が
、
１２
ｂ
―
１３
節
で
あ
る
。
子
供
が
母
の
乳
を
飲
み
、
母
に
抱
か
れ
、
膝
の
上

で
あ
や
さ
れ
る
よ
う
に
、
民
も
神
か
ら
の
慰
め
を
豊
か
に
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
新
共
同
訳
が
「
乳
房
に
養
わ

れ
」
と
訳
し
た
動
詞
は
、
１１
節
で
「
飲
ん
で
」（
直
訳
で
は
「
乳
を
飲
む
」）
と
訳
し
た
動
詞
と
同
じ
で
あ
る
。

第
三
イ
ザ
ヤ
が
１１
節
で
「
彼
女
の
慰
め
の
乳
房
か
ら
乳
を
飲
ん
で
飽
き
足
り
…
吸
っ
て
、
彼
女
の
栄
光
の
乳

首
か
ら
悦
ぶ
」
と
い
う
未
来
を
説
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
神
が
語
る
約
束
を
聞
い
て
信
じ
て
い
る
か
ら
だ
。 

エ
ル
サ
レ
ム
の
惨
め
な
現
状
を
見
て
悲
し
む
民
と
は
違
い
、
預
言
者
は
神
が
慰
め
を
与
え
る
日
が
到
来
す
る
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こ
と
を
信
じ
て
い
る
の
で
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
現
状
の
惨
め
さ
の
背
後
か
ら
響
く
神
の
言
葉
を
聞
い
て
い
る

か
ら
だ
。
民
と
預
言
者
の
違
い
は
そ
こ
に
あ
る
。 

②
「
言
葉
の
広
が
り
」 

喜
び
楽
し
む
（
シ
ー
ス
） 

 
 

こ
の
語
は
、
馬
が
谷
間
で
砂
を
け
っ
て
「
喜
び
」
勇
む
（
ヨ
ブ
三
九
21
）
と
か
、
勇
士
が
「
喜
び
勇
ん
で
」

道
を
走
る
（
詩
一
九
６
）
と
か
、
敵
が
私
の
受
け
た
仕
打
ち
を
「
喜
ぶ
」
（
哀
一
12
）
と
い
う
よ
う
な
用
法
も

あ
る
が
、
多
く
は
「
神
が
喜
ぶ
」
と
か
、「
民
が
神
の
業
を
喜
ぶ
」
こ
と
を
表
す
。 

神
は
民
の
繁
栄
を
「
喜
び
」（
申
三
〇
９
）、
民
に
恵
み
を
与
え
る
こ
と
を
「
喜
び
と
し
」（
エ
レ
三
二
41
）、

ご
自
分
の
民
を
「
楽
し
み
と
す
る
」
（
イ
ザ
六
五
19
）。 

一
方
、
神
に
従
う
人
は
御
前
に
「
楽
し
み
」（
詩
六
八
４
）、
神
を
尋
ね
求
め
る
人
は
神
に
よ
っ
て
「
喜
び
祝

い
」（
詩
四
〇
17
）、
神
の
定
め
に
従
う
道
を
「
喜
び
と
し
」（
詩
一
一
九
14
）
御
救
い
を
「
喜
び
楽
し
む
」（
詩

三
五
９
）。
こ
の
よ
う
に
こ
の
動
詞
は
、
神
と
民
の
深
い
交
わ
り
の
中
で
の
、
相
手
に
対
す
る
喜
び
を
表
す
。 

今
日
の
朗
読
で
は
、
10
節
と
14
節
に
使
わ
れ
て
お
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
た
め
に
喪
に
服
し
て
い
た
者
が
神

の
慰
め
を
目
に
し
て
、
「
喜
び
楽
し
む
」
様
子
が
表
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
動
詞
は
旧
約
聖
書
全
体

で
26
回
使
わ
れ
る
が
、
最
も
多
く
用
い
る
の
は
第
三
イ
ザ
ヤ
（
８
回
）
で
あ
る
。 

 

Ⅱ
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
６
章
１４
―
１８
節 

１４
し
か
し
、
こ
の
わ
た
し
に
は
、
わ
た
し
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
ほ
か
に
、
誇
る
も
の
が
決

し
て
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
十
字
架
に
よ
っ
て
、
世
は
わ
た
し
に
対
し
、
わ
た
し
は
世
に
対
し
て
は
り
つ
け

に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
１５
割
礼
の
有
無
は
問
題
で
は
な
く
、
大
切
な
の
は
、
新
し
く
創
造
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
１６

こ
の
よ
う
な
原
理
に
従
っ
て
生
き
て
い
く
人
の
上
に
、
つ
ま
り
、
神
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
上
に
平
和
と
憐
れ
み
が
あ
る

よ
う
に
。 

１７
こ
れ
か
ら
は
、
だ
れ
も
わ
た
し
を
煩
わ
さ
な
い
で
ほ
し
い
。
わ
た
し
は
、
イ
エ
ス
の
焼
き
印
を
身
に
受
け
て
い

る
の
で
す
。 

１８
兄
弟
た
ち
、
わ
た
し
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
が
、
あ
な
た
が
た
の
霊
と
共
に
あ
る
よ
う
に
、
ア

ー
メ
ン
。 

 

語
句
の
意
味 

14
節
■
「
し
か
し
、
こ
の
わ
た
し
に
は
」
。「
肉
に
お
い
て
人
か
ら
よ
く
思
わ
れ
た
が
り
、
あ
な
た
が
た
の

肉
に
つ
い
て
誇
り
た
い
た
め
に
、
あ
な
た
が
た
に
も
割
礼
を
望
ん
で
い
る
者
た
ち
」（
12
―
13
節
）
と
「
わ

た
し
（
パ
ウ
ロ
）
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
た
ち
が
誇
る
の
は
「
肉
」
、
す
な
わ
ち
割
礼
に

代
表
さ
れ
る
律
法
だ
が
、
パ
ウ
ロ
が
誇
る
の
は
「
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
」、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の

で
あ
る
（
ロ
マ
五
11
、
１
コ
リ
一
30
―
31
、
フ
ィ
リ
三
３
）
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
こ
で
の
対
比
は
、
律
法

と
信
仰
の
対
比
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
手
紙
の
主
題
で
も
あ
る
。
こ
の
対
比
は
、
こ
の
直
後
に
述
べ
ら
れ

る
よ
う
に
、「
世
」
と
「
わ
た
し
」
の
対
比
で
も
あ
る
。 

15
節
■
「
新
し
く
創
造
さ
れ
る
」
。
そ
れ
は
、
古
い
人
か
ら
新
し
い
人
へ
の
転
換
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス

ト
の
内
に
あ
っ
て
神
の
似
姿
と
な
る
こ
と
で
あ
る
（
エ
フ
ェ
二
15
、
四
21
―
24
、
コ
ロ
三
９
―
11
）。 

16
節
■
「
こ
の
よ
う
な
原
理
」
。「
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
」（
14
節
）
と
「
新
し
く
創
造
さ
れ
る
こ
と
」（
15

節
）
を
指
し
て
い
る
。
■
「
神
の
イ
ス
ラ
エ
ル
」。
新
約
聖
書
で
は
こ
こ
だ
け
に
見
ら
れ
る
表
現
。
こ
れ
は

「
肉
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
」
（
１
コ
リ
十
18
）
と
対
比
さ
れ
た
「
真
の
イ
ス
ラ
エ
ル
、
神
の
民
」
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
で
は
、「
信
仰
に
よ
っ
て
生
き
る
人
々
」（
三
７
）
、「
約
束
に
よ
る
相
続
人
」（
三
29
）
、

「
約
束
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
」（
四2

3

）
、「
霊
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
者
」（
四
29
）
な
ど
と
表
現
さ
れ
て

い
る
。 

17
節
■
「
イ
エ
ス
の
焼
き
印
」
。
こ
れ
は
イ
エ
ス
に
仕
え
る
奴
隷
の
し
る
し
で
あ
り
、
イ
エ
ス
か
ら
の
保
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護
の
し
る
し
で
も
あ
る
。 

18
節
■
「
あ
な
た
が
た
の
霊
」
。「
あ
な
た
が
た
」
と
同
じ
意
味
。 

 

Ⅲ
福
音
・
ル
カ
10
章
１
―
12
・
17
―
20
節 

１
そ
の
後
、
主
は
ほ
か
に
七
十
二
人
を
任
命
し
、
御
自
分
が
行
く
つ
も
り
の
す
べ
て
の
町
や
村
に
二
人
ず
つ
先
に
遣

わ
さ
れ
た
。
２
そ
し
て
、
彼
ら
に
言
わ
れ
た
。
「
収
穫
は
多
い
が
、
働
き
手
が
少
な
い
。
だ
か
ら
、
収
穫
の
た
め
に

働
き
手
を
送
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
、
収
穫
の
主
に
願
い
な
さ
い
。
３
行
き
な
さ
い
。
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
を
遣

わ
す
。
そ
れ
は
、
狼
の
群
れ
に
小
羊
を
送
り
込
む
よ
う
な
も
の
だ
。
４
財
布
も
袋
も
履
物
も
持
っ
て
行
く
な
。
途
中

で
だ
れ
に
も
挨
拶
を
す
る
な
。
５
ど
こ
か
の
家
に
入
っ
た
ら
、
ま
ず
、
『
こ
の
家
に
平
和
が
あ
る
よ
う
に
』
と
言
い

な
さ
い
。
６
平
和
の
子
が
そ
こ
に
い
る
な
ら
、
あ
な
た
が
た
の
願
う
平
和
は
そ
の
人
に
と
ど
ま
る
。
も
し
、
い
な
け

れ
ば
、
そ
の
平
和
は
あ
な
た
が
た
に
戻
っ
て
く
る
。
７
そ
の
家
に
泊
ま
っ
て
、
そ
こ
で
出
さ
れ
る
物
を
食
べ
、
ま
た

飲
み
な
さ
い
。
働
く
者
が
報
酬
を
受
け
る
の
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
家
か
ら
家
へ
と
渡
り
歩
く
な
。
８
ど
こ
か
の

町
に
入
り
、
迎
え
入
れ
ら
れ
た
ら
、
出
さ
れ
る
物
を
食
べ
、
９
そ
の
町
の
病
人
を
い
や
し
、
ま
た
、
『
神
の
国
は
あ

な
た
が
た
に
近
づ
い
た
』
と
言
い
な
さ
い
。
１０
し
か
し
、
町
に
入
っ
て
も
、
迎
え
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
広
場
に

出
て
こ
う
言
い
な
さ
い
。
１１
『
足
に
つ
い
た
こ
の
町
の
埃
さ
え
も
払
い
落
と
し
て
、
あ
な
た
が
た
に
返
す
。
し
か

し
、
神
の
国
が
近
づ
い
た
こ
と
を
知
れ
』
と
。
１２
言
っ
て
お
く
が
、
か
の
日
に
は
、
そ
の
町
よ
り
ま
だ
ソ
ド
ム
の

方
が
軽
い
罰
で
済
む
。
」 

１７
七
十
二
人
は
喜
ん
で
帰
っ
て
来
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
主
よ
、
お
名
前
を
使
う
と
、
悪
霊
さ
え
も
わ
た
し
た
ち
に

屈
服
し
ま
す
。
」
１８
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。
「
わ
た
し
は
、
サ
タ
ン
が
稲
妻
の
よ
う
に
天
か
ら
落
ち
る
の
を
見
て
い

た
。
１９
蛇
や
さ
そ
り
を
踏
み
つ
け
、
敵
の
あ
ら
ゆ
る
力
に
打
ち
勝
つ
権
威
を
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
に
授
け
た
。

だ
か
ら
、
あ
な
た
が
た
に
害
を
加
え
る
も
の
は
何
一
つ
な
い
。
２０
し
か
し
、
悪
霊
が
あ
な
た
が
た
に
服
従
す
る
か

ら
と
い
っ
て
、
喜
ん
で
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
な
た
が
た
の
名
が
天
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
喜
び
な
さ

い
。」 

 

語
句
の
意
味 

１
節
■
「
七
十
二
人
」
。
ル
カ
は
「
十
二
人
の
派
遣
」
を
九
１
―
６
で
述
べ
た
後
、
「
七
十
二
人
の
派
遣
」

を
も
報
告
す
る
。
写
本
の
中
に
は
、「
七
十
二
人
」
で
は
な
く
、「
七
十
人
」
と
書
く
も
の
も
あ
る
。「
十
二
」

は
イ
ス
ラ
エ
ル
部
族
の
数
で
あ
り
、
「
七
十
二
（
ま
た
は
七
十
）
」
は
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
異
邦

民
族
の
数
（
創
１０
章
）
。
■
「
先
に
」
。
九
52
に
も
「
先
に
使
い
の
者
を
出
さ
れ
た
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
は

宿
を
手
配
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
イ
エ
ス
の
教
え
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
土
壌
の
準
備

で
あ
り
、
宣
教
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。 

２
節
■
「
収
穫
は
多
い
が.

.
.

」
。
神
の
国
が
宣
べ
伝
え
ら
れ
る
べ
き
時
期
が
熟
し
た
こ
と
を
表
す
比
喩
的

な
表
現
。
ま
た
、
そ
の
「
実
り
」
は
神
の
国
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
人
々
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
■
「
収
穫
の
主
に
願
う
」。
イ
エ
ス
の
働
き
と
弟
子
た
ち
の
宣
教
は
、
神
の
意
思
の
も
と

に
行
わ
れ
る
。 

３
節
■
「
狼
の
群
れ
に
小
羊
を
」。
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
を
宣
教
に
遣
わ
す
前
か
ら
、
そ
こ
に
危
険
が
伴
う

こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
遣
わ
さ
れ
る
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
慰
め
に
も
な
り
う
る
。

無
防
備
な
小
羊
を
守
る
の
は
神
ご
自
身
で
あ
る
。 

４
節
■
「
財
布
も
袋
も
履
物
も
」。
十
二
人
の
派
遣
の
際
に
禁
じ
ら
れ
た
物
と
共
通
す
る
の
は
「
袋
」
だ
け

だ
が
（
九
３
）
、
す
べ
て
禁
止
命
令
で
あ
り
、
そ
の
主
旨
は
一
貫
し
て
い
る
。
■
「
挨
拶
を
す
る
な
」
。
彼

ら
の
使
命
は
、
挨
拶
の
時
間
を
惜
し
む
ほ
ど
に
、
緊
急
を
要
す
る
。 

６
節
■
「
平
和
の
子
」
。
「
平
和
」
は
た
だ
「
戦
い
が
な
い
」
と
い
っ
た
消
極
的
な
状
態
を
表
す
言
葉
で
は

な
く
、「
神
の
救
い
の
現
存
」
と
い
う
満
ち
満
ち
た
祝
福
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
祝
福
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ

し
い
者
。 
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①
九
１
―
６
で
「
十
二
人
の
派
遣
」
を
述
べ
た
ル
カ
は
、
今
日
の
福
音
で
さ
ら
に
「
七
十
二
人
の
派
遣
」
を
語
る
。

資
料
的
に
見
れ
ば
、
ル
カ
は
「
十
二
人
の
派
遣
」
物
語
に
つ
い
て
は
マ
ル
コ
６
章
の
記
事
を
用
い
、
「
七
十
二

人
の
派
遣
」
で
は
「
イ
エ
ス
の
言
葉
集
（
Ｑ
資
料
）
」
と
呼
ば
れ
る
資
料
を
用
い
た
と
さ
れ
る
（
マ
タ
イ
は
十

５
―
１５
で
こ
の
二
つ
を
統
合
し
、
一
つ
の
物
語
に
し
て
い
る
）
。
ル
カ
が
「
イ
エ
ス
を
証
し
す
る
者
の
派
遣
」

を
二
度
も
繰
り
返
し
た
の
は
、
全
世
界
へ
の
派
遣
（
宣
教
）
と
い
う
テ
ー
マ
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
マ
タ

イ
で
は
宣
教
活
動
の
対
象
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
（
マ
タ
十
５
）、
今
日
の
朗
読
に
登
場
す
る
七

十
二
人
は
「
す
べ
て
の
町
や
村
」
に
遣
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
全
世
界
を
も
視
野
に
入
れ
た
表
現
で
あ
る
。
「
全

世
界
に
広
が
る
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
」
は
、
ル
カ
が
著
し
た
も
う
一
つ
の
著
作
（
使
徒
言
行
録
）
に
も
共
通

す
る
主
題
で
あ
る
。「
七
十
二
人
の
派
遣
」
は
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は 

「
旅
路
」
で
の
態
度
（
２
―
４
節
）
、 

「
家
」
で
の
態
度
（
５
―
７
節
）、 

「
町
」
で
の
態
度
（
８
―
９
節
） 

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
宣
教
す
る
者
」
の
姿
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

彼
ら
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
願
う
人
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
旅
を
続
け
な
が
ら
、
収
穫
の
主
で
あ
る
神
が

働
き
手
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
祈
る
。
「
収
穫
は
多
い
が
、
働
き
手
が
少
な
い
」
と
い
う
現
実
が
待
ち
構
え

て
い
る
か
ら
だ
。
イ
エ
ス
は
彼
ら
に
「
行
き
な
さ
い
」
と
命
じ
る
よ
り
前
に
、「
願
い
な
さ
い
」
と
教
え
る
。

神
の
国
の
宣
教
は
遣
わ
さ
れ
た
者
た
ち
に
よ
る
行
為
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
者
た
ち
を
通
し
て
働
く
神
ご
自

身
の
活
動
だ
か
ら
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、「
行
き
な
さ
い
」
は
、「
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
を
遣
わ
す
」
と
い
う
言
葉
に
基
づ
い
た
指
示

に
な
る
。
宣
教
に
向
か
う
者
の
背
後
に
は
、
イ
エ
ス
と
神
が
控
え
て
い
る
が
、
無
力
な
人
間
の
宣
教
活
動
に
は

常
に
危
険
が
伴
う
。
だ
か
ら
、
弟
子
の
派
遣
は
「
狼
の
群
れ
に
小
羊
を
送
り
込
む
」
こ
と
に
も
等
し
い
行
為
で

あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
と
神
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
、
慰
め
と
励
ま
し
の
中
で
、

使
命
を
遂
行
す
る
こ
と
に
な
る
。 

「
財
布
も
袋
も
履
物
も
持
っ
て
行
く
な
」
と
い
う
指
示
も
、
そ
れ
が
神
か
ら
の
派
遣
で
あ
り
、
神
の
配
慮
は

宣
教
す
る
者
の
必
要
に
ま
で
及
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
神
の
働
き
は
、
彼
ら
が
何
も
持
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
ま
す

ま
す
明
確
に
示
さ
れ
る
。
彼
ら
は
道
中
で
交
わ
す
挨
拶
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
緊
急
を
要
す
る
派

遣
だ
か
ら
で
あ
る
。
神
の
国
の
到
来
を
告
げ
る
宣
教
者
は
、
そ
れ
を
待
つ
人
々
の
所
に
着
く
ま
で
は
、
た
だ
ひ

た
す
ら
道
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

挨
拶
も
せ
ず
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
目
的
地
に
向
か
い
、
家
に
迎
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
ま
ず
は
「
平
和
が
あ
る

よ
う
に
」
と
告
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
礼
儀
上
の
形
式
的
な
挨
拶
で
は
終
わ
ら
な
い
。
こ
の
「
平
和
」
は

単
に
戦
争
の
な
い
状
態
の
こ
と
で
は
な
く
、「
満
ち
満
ち
た
」
状
態
を
指
す
。
そ
れ
は
神
の
救
い
の
到
来
を
示

す
賜
物
で
あ
り
、
神
が
宣
教
者
を
通
し
て
与
え
る
贈
り
物
で
あ
る
。 

５
節
の
「
家
」
は
宣
教
者
に
馴
染
み
の
あ
る
場
所
を
指
す
の
に
対
し
て
、
８
節
の
「
町
」
は
知
り
合
い
の
な

い
異
邦
人
の
土
地
を
表
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
神
の
国
の
到
来
は
異
邦
人
に
も
等
し
く

宣
言
さ
れ
る
。
宣
教
者
が
運
ぶ
「
平
和
」
は
人
種
や
国
籍
や
身
分
や
性
別
と
は
無
関
係
に
与
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
宣
教
者
も
清
浄
規
定
か
ら
自
由
に
さ
れ
、
ど
の
「
町
」
で
も
お
構
い
な
く
、
家
に
泊
ま
り
、
そ
こ
で
出

さ
れ
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
彼
ら
が
そ
の
町
の
病
人
を
癒
す
と
き
、
「
神
の
国
は
あ
な

た
が
た
に
近
づ
い
た
」
こ
と
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。 

 
 

ル
カ
の
目
は
、
宣
教
者
の
す
ぐ
れ
た
資
質
と
い
う
よ
り
も
、
彼
ら
と
共
に
働
く
神
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
宣

教
者
と
は
身
を
も
っ
て
神
の
働
き
を
示
す
人
だ
か
ら
で
あ
る
。 

②
言
葉
の
広
が
り 

 

い
や
す
（
セ
ラ
ペ
ウ
オ
ー
） 

 
 

こ
の
語
の
ギ
リ
シ
ア
語
本
来
の
意
味
は
「
仕
え
る
」
こ
と
を
表
し
、
そ
こ
か
ら
「
医
者
と
し
て
仕
え
る
＝
病

気
を
治
す
」
の
意
味
で
使
わ
れ
た
。
新
約
聖
書
で
も
、
使
一
七
２５
「（
真
の
神
は
）
人
の
手
に
よ
っ
て
仕
え
て
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も
ら
う
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
」
の
よ
う
に
「
仕
え
る
」
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
が
、
用
例
は
こ
の
一
例
に
か
ぎ

ら
れ
て
い
る
。 

 
 

そ
の
他
の
用
例
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
病
気
を
治
す
・
い
や
す
」
の
意
味
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
中
風
（
マ
タ
八

７
）、
長
血
の
患
い
（
ル
カ
八
４３
）、
水
腫
（
ル
カ
一
四
３
）
を
「
い
や
し
」、
な
え
た
手
（
マ
コ
三
２
）、
目
の

見
え
な
い
人
や
足
の
不
自
由
な
人
（
マ
タ
二
一
１４
）、
腰
の
曲
が
っ
た
人
（
ル
カ
一
三
１４
）
を
「
い
や
す
」
の

は
、
神
の
国
の
到
来
を
示
す
し
る
し
だ
か
ら
で
あ
る
（
マ
タ
四
２３
）
。
そ
こ
で
、
弟
子
た
ち
を
派
遣
す
る
際
に

も
、
病
人
を
「
い
や
す
」
権
能
を
授
け
る
（
マ
タ
十
１
・
８
）。
こ
う
し
て
、
使
徒
た
ち
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
名
に
よ
っ
て
病
人
を
「
い
や
す
」
こ
と
に
な
る
（
使
四
１４
）。 

今
日
の
朗
読
で
も
、
「
神
の
国
が
近
づ
い
た
」
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
使
徒
た
ち
も
病
人
を
「
い
や
す
」
こ

と
に
な
る
。 

 

 

Ⅳ
今
日
の
朗
読
か
ら 

慰
め
の
乳
房
か
ら
飲
ん
で
、
飽
き
足
り
（
第
一
朗
読
） 

 

預
言
者
と
我
々
と
の
違
い
は
、
我
々
に
は
惨
め
さ
と
し
か
見
な
い
状
況
に
あ
っ
て
も
、
「
慰
め
の
乳
房
か
ら
飲
ん

で
、
飽
き
足
り
」
と
語
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

 

根
っ
か
ら
の
楽
天
家
だ
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
が
物
事
の
表
面
し
か
見
て
い
な
い
と
き
に
も
、
そ
の
背
後

に
あ
っ
て
呼
び
か
け
る
声
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
第
三
イ
ザ
ヤ
が
活
動
し
た
時
代
は
、
決
し
て

明
る
い
希
望
に
満
ち
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
先
行
き
の
見
え
な
い
、
暗
い
時
代
で
し
た
。
栄
光
は
消
え
去
り
、

不
安
が
人
々
を
お
お
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
第
三
イ
ザ
ヤ
が
喜
び
楽
し
め
と
説
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
「
見

よ
、
わ
た
し
は
彼
女
に
向
け
よ
う
、
平
和
を
大
河
の
よ
う
に
」
と
語
り
か
け
る
神
の
言
葉
を
聞
く
耳
を
持
っ
て
い
た

か
ら
で
す
。 

 

世
に
対
し
て
は
り
つ
け
に
さ
れ
（
第
二
朗
読
） 

 

パ
ウ
ロ
も
預
言
者
と
同
じ
よ
う
に
、
鋭
い
視
力
に
恵
ま
れ
て
い
た
人
で
す
。
で
す
か
ら
、
十
字
架
に
つ
い
て
の
見

方
も
「
世
」
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
り
ま
す
。
世
は
律
法
を
自
分
の
力
で
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
い
を
獲
得
し
よ

う
と
懸
命
に
努
力
を
重
ね
ま
す
が
、
十
字
架
に
神
の
救
い
を
見
た
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
こ
そ
は

り
つ
け
に
さ
れ
る
べ
き
生
き
方
で
す
。 

 

し
か
し
、
十
字
架
を
「
つ
ま
ず
き
」
と
断
じ
た
り
、「
愚
か
な
も
の
」
と
評
価
し
た
り
す
る
世
の
人
か
ら
見
れ
ば
、

パ
ウ
ロ
こ
そ
惨
め
だ
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
彼
は
ま
さ
に
「
世
に
対
し
て
は
り
つ
け
に
さ
れ
た
」
者
な
の
で
す
。
十
字

架
の
背
後
に
神
の
救
い
を
見
る
パ
ウ
ロ
は
、
「
こ
の
わ
た
し
に
は
、
…
…
十
字
架
の
ほ
か
に
、
誇
る
も
の
が
決
し
て

あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
、
世
と
の
対
峙
を
は
っ
き
り
と
宣
言
し
ま
す
。 

 

「
神
の
国
は
近
づ
い
た
」
と
言
い
な
さ
い
（
福
音
） 

 

第
三
イ
ザ
ヤ
は
悲
惨
な
現
状
の
背
後
に
、
ま
た
パ
ウ
ロ
は
世
か
ら
見
れ
ば
愚
か
さ
に
す
ぎ
な
い
十
字
架
の
背
後
に
、

神
の
呼
び
か
け
を
聞
き
取
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
彼
ら
の
勝
利
と
い
う
よ
り
も
、
神
の
勝
利
宣
言
で
し
た
。 

 

神
の
国
と
は
、
神
の
支
配
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
支
配
の
及
ぶ
領
域
全
体
を
さ
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
第

三
イ
ザ
ヤ
も
パ
ウ
ロ
も
「
神
の
国
は
近
づ
い
た
」
と
宣
言
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

我
々
は
確
か
に
彼
ら
の
よ
う
な
耳
や
目
に
恵
ま
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
「
神
の
国
は
近
づ
い
た
」
と
宣

言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
宣
言
を
め
ぐ
っ
て
、
我
々
の
間
に
食
い
違
い
が
起
こ
っ
て
も
不
思
議
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

大
事
な
の
は
神
の
勝
利
で
あ
っ
て
、
宣
教
者
の
勝
利
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 


