
て
い
き
ち

河
漫
貞
吉
師
の
生
涯
を
辿
る

我
が
道
を
往
く
祈
り
と
伝
道
一
筋
に

「
ー
ーー

畠哩

一

一
点
い
一

一
F

〆
一昭和 14年2月撮影

編
集
部
(
文
責
柿
崎
虞
吾
)

文
中
敬
称
略

拡
じ
め
に

今
、
吹
田
市
千
里
山
西
五
丁
目
二
六
番
に
、
河
漫
貞
吉
記
念

宗
教
法
人
単
立
千
里
山
基
督
教
会
と
い
う
切
妻
屋
根
の
繍
酒
な

建
物
の
教
会
を
遠
く
か
ら
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

昔
の
住
宅
地
の
北
側
の
丘
、
つ
ま
り
千
里
山
駅
が
ま
だ
終
点

だ
っ
た
頃
の
車
庫
か
ら
西
の
方
を
見
上
げ
た
雑
木
林
の
丘
と
言

う
と
解
り
や
す
い
。

福
音
伝
道
に
生
涯
を
捧
げ
た
貞
吉
は
、
モ
ー
セ
が
カ
ナ
ン
の

地
を
目
前
に
召
天
し
た
ご
と
く
、
こ
の
丘
に
ま
だ
な
ん
の
建
物

も
建
っ
て
い
な
か
っ
た
昭
和
二
八
年
一
月
九

O
歳
で
召
さ
れ
て

い
る
。
貞
吉
が
知
っ
て
い
る
の
は
息
子
夫
婦
が
家
で
や
っ
て
き

た
日
曜
学
校
で
あ
る
。
昭
和
二
三
年
に
家
の
教
会
を
は
じ
め
た

頃
は
も
う
視
力
の
衰
え
が
進
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
初
期
の
千
里
山
に
は
、
国
際
的
に
秀
れ
た
ア
ス
リ
ー
ト

や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
居
ら
れ
た
の
を
ご
存
知
の
方
は
多
い
と
思

う
が
、
エ
ヴ
ア
ン
ジ
ェ
リ
ス
ト
(
伝
道
者
)
の
河
漣
貞
吉
が
住
ん

で
お
ら
れ
た
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

日
本
の
宗
教
界
で
、
十
九
世
紀
の
明
治
か
ら
大
正

・
昭
和
の

三
代
に
か
け
て
、
米
国
と
日
本
で
傑
出
し
た
働
き
を
さ
れ
た
異

色
の
伝
道
者
が
、
晩
年
赤
壁
薬
局
の
角
を
上
が
っ
て
四
つ
角
に

出
る
ま
で
の
左
側
に
柳
子
夫
人
と
住
ん
で
お
ら
れ
た
。
住
宅
の

人
は
「
河
漫
の
オ
ジ
イ
サ
ン
と
オ
パ
ア
サ
ン
」
と
呼
ん
で
い
た
。

ゆ
り
か
ご
か
ら
天
固
ま
で

戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
三
年
に
、
ご
子
息
夫
婦
の
代
に
な
っ

て
い
た
河
遁
家
が
大
決
断
の
も
と
に
、
人
の
住
ん
で
い
な
い
ひ

と
山
四
五

O
O坪
が
売
り
に
出
た
の
を
取
得
し
た
。
千
里
山
の

地
に
遠
大
な
宗
教
事
業
を
実
現
し
よ
う
と
長
年
理
想
に
燃
え
て

い
た
矢
先
の
出
合
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

み
つ
治
的

満
期
耳
と
順
子
は
、
取
得
し
た
一
帯
を
「
シ
オ
ン
の
丘
」
と
名

づ
け
た
(
シ
オ
ン
は
聖
都
エ
ル
サ
レ
ム
の
東
丘
、
の
ち
に
霊
都
そ
の
も
の
を
指
す
)
。

そ
し
て
「
ゆ
り
か
ご
か
ら
天
固
ま
で
」
の
理
念
を
掲
げ
て
、
産

院
、
幼
稚
園
、
教
会
、
学
生
ホ
1
ム
、
納
骨
堂
等
の
施
設
を
何

一 103-



年
も
か
け
て
順
次
造
っ
た
が
、
そ
の
中
核
と
な
る
の
は
、
な
ん

と
言
っ
て
も
教
会
で
あ
る
。
そ
の
教
会
名
の
頭
に
父
貞
吉
の
個

人
名
を
冠
し
、
河
漫
貞
吉
記
念
と
し
た
の
は
、

こ
れ
ら
の
施
設

は
、
福
音
伝
道
の
た
め
の
宗
教
事
業
で
あ
り
、
そ
の
理
念
は
、

「
貞
吉
の
生
涯
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
か
ら

だ
ろ
う
。

次
稿
の
「
日
曜
学
校
と
ナ
オ
ミ
幼
稚
園
」
も
、
貞
吉
の
嗣
業

で
あ
る
な
ら
、
読
者
の
た
め
に
日
本
の
宗
教
界
の
偉
大
な
先
達

を
ご
紹
介
し
て
お
く
こ
と
が
、
シ
オ
ン
の
丘
の
全
て
を
知
る
に

も
少
し
は
お
役
に
立
っ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
が
こ
の
伝
道
の
巨
人
を
描
く
の
に
力
不
足
な
の
は
承
知

し
て
お
り
、
貞
吉
が
他
の
先
達
と
ど
う
違
う
か
、
そ
の

一
端
を

述
べ
る
こ
と
で
お
赦
し
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

貞
吉
の
生
地
・
環
境
・
産
業

河
漫
貞
吉
は
元
治
元
年
(
一
八
六
四
年
)
六
月
、
父
清
三
郎

・

母
し
ほ
の
も
と
で
、
筑
前
国
糟
屋
郡
山
田
村
(
現
在
の
福
岡
県
符
屋

郡
i

久
山
町
大
字
山
田
)
に
生
ま
れ
た
。
明
治
天
皇
の
先
帝
孝
明
天
皇

は
在
位
二

0
年
間
で
六
つ
の
元
号
(
弘
化
・
安
政
・
高
延
・
文
久
・
元
治
・

慶
応
)
を
使
っ
た
。
千
里
山
会
の
戦
前
卒
会
員
の
祖
父
母
の
生
年

に
は
、
こ
れ
ら
の
中
の
元
号
が
よ
く
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
の
基
督
教
事
情

禁
教
高
札
撤
廃
と
そ
の
後

明
治
新
政
府
は
、
幕
府
の
禁
教
政
策
を
踏
襲
し
て
、
明
治
三

年
(
一
八
七
O
年
)
あ
ら
た
め
て
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
打
ち
出
し
、

浦
上
信
徒
三
千
有
余
人
へ
の
大
弾
圧
を
加
え
、
こ
れ
が
外
交
問

題
に
発
展
し
て
い
た
。

明
治
四
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
欧
米
を
巡
行
し
た
岩
倉
全
権

一
行
は
、
各
国
か
ら
の
非
難
を
受
け
て
驚
き
、

直
ち
に
本
国
の

明
治
政
府
に
高
札
の
取
り
下
げ
を
進
言
し
、
そ
の
年
に
キ
リ
シ

タ
ン
禁
制
は
解
か
れ
ま
し
た
。
外
圧
に
弱
い
日
本
が
も
う
こ
こ

で
覗
い
て
い
た
の
が
解
り
ま
す
。

長
い
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
宣
教
に
替
わ

っ
て
、
日
本
に
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
登
場
し
て
こ
れ
ま
で
行

わ
れ
な
か
っ
た
聖
書
の
全
訳
を
米
人
ヘ
ボ
ン
と
ブ
ラ
ウ
ン
の
両

宣
教
師
の
協
力
を
得
て
、
新
約
が
明
治
十
二
年
、
旧
約
が
同
二

O
年
に
完
成
、
ヘ
ボ
ン
は
ま
た
和
英
辞
書
も
編
纂
し
日
本
に
貢

献
し
た
。

禁
教
高
札
撤
廃
後
の
教
勢
の
伸
展
は
目
覚
ま
し
く
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
教
派
づ
く
り
の
自
由
性
か
ら
、
札
幌
・
横
浜
・
熊

本
で
各
地
ご
と
に
宣
教
師
の
指
導
で
信
仰
に
よ
る
連
帯
が
生
ま

山
田
村
は
、
博
多
の
東
部
に

位
置
す
る
博
多
湾
に
ほ
ど
近
い

東
側
が
丘
陵
地
帯
で
、
当
時
の

記
録
に
は
縄
文
土
器
や
石
器
も

出
て
き
た
、
人
口
五
二
八
人
の

う
ち
五

O
五
人
が
農
業
従
事
者

で
、
優
良
な
産
米
中
心
の
村
落

で
あ
っ
た
。
ま
た
櫨
(
は
ぜ
・

生
蝋
の
原
料
)
の
よ
く
獲
れ
る

と
こ
ろ
で
、
生
蝋
は
米
作
に
加

え
て
大
き
な
収
入
源
に
な
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

後
に
大
阪
で
の
商
人
と
し
て
の

成
功
に
関
連
が
あ
る
。
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こ
こ
で
貞
吉
の
ご
生
涯
を
お
話
す
る
前
に
、
明
治
の
基
督
教

事
情
の
中
で
、
代
表
的
な
先
達
と
言
わ
れ
て
き
た
方
々
と
は
、

何
処
が
違
う
か
を
述
べ
る
こ
と
で
、
貞
吉
が
傑
出
し
た
異
色
の

伝
道
者
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。

暫
く
の
ご
辛
抱
を
お
願
い
申
し
ま
す
。

れ
、
人
呼
ん
で
バ
ン
ド
と
称
し
て
、
札
幌
バ
ン
ド
に
は
新
渡
戸

稲
造

・
内
村
鑑
三
ら
が
、
横
浜
バ
ン
ド
に
は
植
村
正
久
・
井
深

梶
之
助
ら
が
、
熊
本
バ
ン
ド
に
は
海
老
名
弾
正
・
徳
富
蘇
峰
ら

が
そ
れ
ぞ
れ
宣
教
師
の
感
化
を
受
け
て
成
長
し
、

三
バ
ン
ド
は

そ
の
後
日
本
の
宗
教
界
・
教
育
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
。

宣
教
師
に
よ
る
基
督
教
の
教
え
が
、
開
国
と
と
も
に
相
次
い

で
移
入
さ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
西
洋
近
代
思
想
と
並
ん
で
、
欧
米

の
近
代
社
会
形
成
の
精
神
的
基
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
哲

学

・
文
学
・
美
術
・
音
楽
等
も
基
督
教
の
教
え
を
知
ら
ず
し
て

理
解
で
き
な
い
し
、
ま
た
日
本
人
の
国
際
性
も
危
う
い
こ
と
を

学
ん
だ
。

武
士
階
級
の
知
的
青
年
達
の
忠
誠
心

旧
約
聖
書
の
説
く
創
造
主
と
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ

る
人
類
の
罪
か
ら
の
救
済
と
、
神
の
前
の
高
人
平
等
の
福
音
を

宣
布
す
る
担
い
手
達
に
は
、
新
時
代
の
指
導
原
理
を
「
天
父
」

と
そ
の
「
御
子
」
に
求
め
て
、
日
本
の
青
年
を
教
化
す
る
こ
と

こ
そ
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
と
の
使
命
感
が
、
彼
等
の
多
く

に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
入
信
動
機
で
あ
っ
た
。

三
バ
ン
ド
の
人
達
の
多
数
が

「武
士
階
級
出
身
の
青
年
知
識

層
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
失
わ
れ
た
「
主
君
」
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へ
の
献
身
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
の
ベ
ク
ト
ル
が
創
造
主
で
あ

る
「
天
主
」
愛
称
「
天
父
」
へ
向
け
ら
れ
た
の
は
見
逃
せ
な
い
。

主
流
と
な
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
基
督
教
界
を
リ
ー
ド
し
た

秀
れ
た
人
達
の
多
く
は
、
父
親
の
代
ま
で
は
藩
か
ら
扶
持
米
を

貰
っ
て
い
た
士
分
(
武
士
の
身
分
、
明
治
の
戸
籍
制
度
後
は
士

族
)の
子
弟
で
あ
っ
た
。
戦
国
時
代
の
武
士
(
農
兵
)
と
は
違
う
。

彼
等
は
当
時
の
高
い
教
育
を
受
け
た
知
的
エ
リ
ー
ト
達
で
も

あ
っ
た
か
ら
、
東
京
中
心
、
都
市
中
心
の
知
識
階
級
へ
の
宣
教

の
浸
透
は
図
れ
た
が
、
下
町
の
町
民
や
地
方
の
農
民
、
ま
た
下

層
社
会
の
人
々
に
は
届
き
に
く
か
っ
た
。
基
督
教
に
よ
る
学
校

が
で
き
て
も
、
信
仰
を
目
指
す
よ
り
も
教
養
文
化
の
一
助
と
し

て
集
ま
る
子
女
が
多
か
っ
た
。

本
題
の
河
遁
貞
吉
に
戻
る

貞
吉
の
出
自
は
武
士
階
級
の
子
弟
で
は
な
く
平
民
で
あ
る
。

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
貞
吉
は
農
村
青
年
で
あ
る
。
両
親
は

熱
心
な
仏
教
徒
で
、
貞
吉
は
幼
少
の
頃
か
ら
教
理

・
経
文
を
教

え
ら
れ
、
道
徳
は
村
の
漢
学
塾
に
入
っ
て
学
び
、
宗
教
倫
理
に

関
心
の
強
い
少
年
と
し
て
育
っ
た
。

貞
吉
は
知
的
エ
リ
ー
ト
で
な
く
、
農
村
の
独
学
の
徒
で
あ
る
。

学
校
教
育
は
日
本
で
も
、
後
年
米
国
で
も
受
け
て
い
な
い
。

を
夢
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
米
園
は
非
常
に
富
め
る
黄
金
の

閣
で
、
た
く
さ
ん
の
成
金
が
起
生
し
て
い
る
こ
と
を
耳
に
し
、

当
時
よ
う
や
く
渡
米
熱
も
盛
ん
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
頃
で
、

大
胆
に
も
米
国
に
渡
る
決
意
を
し
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
英
語
の
猛
勉
強
に
励
み
、
大
阪
の
永

田
氏
と
結
び
、
在
米
日
本
人
へ

一
手
に
日
本
茶
を
売
り
込
む
貿

易
商
人
と
し
て
、
明
治
十
八
年
(
一
八
八
五
年
)
十
月
、
望
み
通

り
渡
米
の
途
に
着
い
た
の
で
あ
る
。
二
二
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

大
阪
の
商
人
か
ら
米
国
貿
易
商
へ
転
進
し
た
の
で
あ
る
。

「
商
売
は
健
倖
に
も
順
調
に
伸
展
し
身
分
に
過
ぎ
た
利
益
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
」

と
述
懐
し
て
い
る
。
相
当
大
き
な
金
を
動
か
す
よ
う
に
な
っ
て

い
た
の
は
事
実
だ
ろ
う
。
本
人
は
健
倖
と
言
っ

て
い
る
が
、
稀

に
見
る
商
才
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
決
断
力

が
あ
り
、
九
州
男
児
ら
し
い
生

一
本
な
明
る
さ
、
親
譲
り
の
宗

教
倫
理
性
は
相
手
を
扇
す
こ
と
の
な
い
誠
実
さ
を
生
み
、
そ
こ

か
ら
出
て
く
る
押
し
の
強
さ
や
、
決
し
て
へ
こ
た
れ
な
い
仕
事

ぶ
り
な
ど
が
察
し
ら
れ
、
商
人
と
し
て
の
成
功
の
要
件
が
い
く

つ
も
見
え
て
く
る
。

後
年
の
基
督
教
伝
道
に
お
い
て
も
、

宣
教
資
金
の
優
れ
た
調

達
力
に
生
き
て
い
る
の
を
は
っ
き
り
感
じ
る
の
で
あ
る
。

少
年
に
な
っ
て
九
州
で
は
西
南
戦
争
が
起
こ
り
、
当
時
ま
だ

世
情
騒
然
た
る
頃
で
、
貞
吉
は
こ
の
ま
ま
伝
来
の
土
地
に
し
が

み
つ
い
て
生
涯
を
終
わ
る
こ
と
を
良
し
と
せ
ず
、

「
男
子
志
を
立
て
て
郷
里
を
出
る
。
人
間
至
る
所
に
青
山
あ
り

と
の
意
気
に
燃
え
、
満
々
た
る
野
心
を
抱
い
て
上
阪
す
」

と
述
懐
し
て
い
る
。
明
治
十
三
年
貞
吉
十
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

当
時
商
い
の
中
心
は
東
京
で
は
な
く
大
阪
で
あ
っ
た
。

大
阪
へ
出
て
商
人
と
し
て
成
功
し
、
さ
ら
に
米
国
を
目
指
す
。

ふ
ん
吋

L

こ
こ
で
、
生
涯
釧
頚
の
友
と
な
る
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー

永
田
保
治
郎
長
年
義
兄
弟
)
と
出
会
う
の
は
神
の
引
き
合
わ
せ
か。

千
里
山
教
会
の
森
優
元
牧
師
の
話
の
中
に
、
貞
吉
は
「
米
と

蝋
燭
を
商
い
し
て
い
た
」
記
事
が
あ
る
が
、
久
山
町
史
の
記
事

と
も
符
号
す
る
。
電
気
の
な
い
時
代
だ
か
ら
蝋
燭
は
米
と
と
も

に
必
需
品
で
、
郷
里
と
結
ん
で
生
蝋
を
仕
入
れ
て
蝋
燭
に
加
工

し
、
主
力
商
品
の
良
質
米
と
併
せ
て
商
い
を
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
頃
貞
吉
は
、
後
年

一
粒
の
籾
が
多
く
の
信
徒
を
生

み
出
し
、

一
本
の
蝋
燭
が
身
体
を
燃
や
し
て
信
仰
の
光
を
投
げ

る
伝
道
者
に
な
る
と
は
、
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

「
商
売
は
図
に
当
た
り
、
多
少
の
富
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

(中
略
)
そ
し
て
富
を
得
れ
ば
得
る
ほ
ど
欲
望
は
ま
す
ま
す
深

ま
り
、
も
っ
と
も
っ
と
多
く
の
金
を
儲
け
た
い
と
一

捜
千
金
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英
語
の
習
得
を
目
的
に
教
会
の
門
を
く
ぐ
る

そ
の
頃
は
、
自
分
の
商
売
の
成
功
の
た
め
英
語
習
得
の
便
宜

を
得
る
の
に
基
督
教
会
に
通
い
、
求
道
者
の
よ
う
に
牧
師
や
信

者
達
と
交
わ
っ
て
い
た
。
米
国
に
渡
っ
て
大
儲
け
し
錦
を
飾
っ

て
帰
国
す
る
こ
と
が
夢
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
夢
は
着
々
実
現
し

つ
つ
あ
っ
た
。

そ
れ
が
牧
師
か
ら
教
え
を
受
け
る
う
ち
に
、
ふ
と
内
省
す
る

こ
と
が
多
く
な
り
、
自
分
に
は
、
神
な
く
、
救
い
主
な
く
、
そ

の
存
在
を
教
え
ら
れ
て
知
り
は
じ
め
る
と
、
金
儲
け
の
喜
び
と

は
ま
た
別
の
喜
び
で
満
た
さ
れ
、
身
体
の
中
に
溢
れ
ん
ば
か
り

の
も
の
を
感
じ
た
。

神
と
人
の
前
で
基
督
教
信
者
と
な
る
こ
と
を
公
表
す
る

明
治
二
O
年
十

一
月
の
最
終
木
曜
日
の
感
謝
デ
l
に
、
明
確

に
創
造
主
と
救
済
主
の
父
と
子
を
、
聖
霊
に
よ
っ
て
知
る
こ
と

が
で
き
た
貞
吉
は
、
翌
十
二
月
二
五
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

・

メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
で
、
聖
徳
の
誉
れ
高
い
ハ
リ
ス
監
督
よ
り
、

洗
礼
を
受
け
、
教
会
の
人
と
な
る
。

受
洗
以
来
ま
す
ま
す
深
く
救
い
の
恵
み
の
中
に
歓
喜
と
感
謝

の
日
々
を
送
り
、
会
う
人
ご
と
に
、
ま
た
自
宅
に
来
る
人
々
に
、

自
分
を
証
し
し
て
救
い
の
道
を
伝
え
た
。

商
売
の
成
功
者
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
貞
吉
は
、
渡
米
の
目
的
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も
着
々
実
現
し
、
百
万
長
者
(
?
)
に
な
る
の
も
夢
で
は
な
い
。

真
面
目
に
働
い
て
得
た
富
は
神
の
思
寵
の
徴
と
し
て
物
質
的
栄

華
は
米
国
で
は
尊
敬
さ
れ
る
。
貞
吉
の
場
合
、
渡
米
以
来
の
商

売
の
成
功
は
、
日
本
や
米
国
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
に
恵
ま

れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
神
の
歩
ま
し
め
る
業
と
思
い
、
自

分
の
努
力
才
覚
に
よ
る
も
の
と
は
思
わ
な
い
、
稀
有
と
言
っ
て

よ
い
「
恩
寵
思
考
の
人
」
で
あ
っ
た
。

故
郷
へ
錦
を
飾
る
の
に
、
富
の
ほ
か
に
、
基
督
教
信
者
と
い

う
も
う

一
つ
の
錦
を
携
え
て
帰
る
こ
と
に
、
当
時
は
ま
だ
内
心

な
ん
の
鴎
陪
も
な
い
喜
び
が
あ
っ
た
と
思
う
。

こ
こ
ま
で
は
熱
心
な
信
者
で
あ
れ
ば
あ
り
得
た
こ
と
で
あ
る
。

伝
道
者
へ
の
変
身
は
神
の
方
か
ら
や
っ
て
き
た
。

明
治
二
二
年
八
月
七
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
こ
の
日
を
、

貞
吉
は
生
涯
、
聖
霊
降
臨
(
ベ
ン
テ
コ
ス
テ
)
の
日
と
も
、
信
仰

復
興
(
リ
パ
イ
パ
ル
)
の
日
と
も
言
っ
て
い
る
。

二
六
歳
に
し
て

貿
易
商
人
た
る
身
を
捨
て
、
基
督
教
伝
道
者
に
変
身
し
た
。

た
だ
し
、
貞
吉
が
「
神
と
富
と
に
兼
ね
仕
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
い
う
聖
書
の
言
葉
を
守
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

富
は
神
か
ら
託
さ
れ
た
も
の
で
、
持
つ
こ
と
を
罪
悪
視
し
た
も

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
と
き
貞
吉
は
、
神
の
声
を
聞
い
て
あ
ま
り
に
感
動
的
に
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な
っ
て
い
た
た
め
、
伝
道
者
と
し
て
立
っ
た
と
き
相
手
の
陶
酔

を
誘
う
よ
う
な
、
民
の
伝
道
を
誤
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
、

六

0
日
間
人
と
の
交
流
を
絶
っ
て
祈
祷
と
聖
書
に
よ
っ
て
神
と

向
き
合
い
、
確
信
を
得
る
ま
で
自
分
に
叩
き
を
入
れ
て
い
る
。

以
後
、
貞
吉
の
生
涯
は
、
伝
道
者
と
し
て
揺
ら
ぐ
こ
と
も
妥

協
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

信
仰
復
興
(
刃

2
-
g
一mO
吋
宏
ご
巴
o
コ
)
と
純
福
音
運
動
の
中
で

貞
吉
が
求
道
者
と
な
り
受
洗
し
た
十
九
世
紀
末
期
の
米
国
は
、

大
覚
醒
運
動
の
余
韻
が
残
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
リ
パ
イ
バ
ル

と
は
「
再
び
生
き
る
」
と
い
う
宗
教
上
の
荘
重
な
言
葉
だ
が
、

日
本
の
カ
タ
カ
ナ
辞
典
に
は
、
先
ず
古
い
映
画
の
再
上
映
と
か
、

昔
の
歌
謡
曲
の
再
上
演
の
あ
と
に
、
小
さ
く
載
っ
て
い
る
だ
け

な
の
で
、
日
本
語
訳
の

「信
仰
復
興
」
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

「
あ
な
た
は
、
生
き
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
死
ん
で

い
る
」
と
い
う
聖
書
の
言
葉
ど
お
り
、
既
存
教
会
の
霊
的
低
迷

状
態
か
ら
の
脱
却
を
意
味
す
る
覚
醒
運
動
で
あ
る
。
物
質
的
繁

栄
と
安
定
に
よ
る
人
間
過
信
も
あ
れ
ば
、
霊
的
指
導
者
の
欠
知

と
教
会
の
自
己
防
衛
の
場
合
も
あ
り
、
運
動
は
多
様
性
を
帯
び

て
い
る
。
広
義
に
は
ル

l
テ
ル
も
信
仰
復
興
の
使
徒
で
あ
る
。

貞
吉
は
聖
書
を
神
の
言
と
し
て
信
じ
る
主
義
を
取
り
、
そ
れ
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発
狂
し
た
の
か
と
噺
笑
し
誤
解
し
た
人
も

後
援
者
は
失
望
し
、

あ
っ
た
。

し
か
し
農
村
出
身
の
貞
吉
に
は
、
広
い
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

一
帯
の
日
本
か
ら
の
農
業
移
民
や
出
稼
ぎ
人
の
心
の
不
安
と
渇

き
を
誰
よ
り
も
知
っ
て
い
た
。
伝
道
を
自
分
へ
の
神
の
召
命
と

感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
五
年
十
月
か
ら
西
海
岸
の
オ
レ
ゴ
ン
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
州
、

カ
ナ
ダ
の

一
部
へ
も
入
り
、
ま
た
東
へ
ア
イ
ダ
ホ
、
ワ
イ
オ
ミ

ン
グ
各
州
に
散
在
す
る
同
胞
に
伝
道
の
旅
を
つ
づ
け
、
同
胞
の

教
化
に
全
霊
を
捧
げ
た
。

ち
ん
だ

珍
田
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
領
事
は
貞
吉
の
労
苦
に
応
え
て
、

六
大
鉄
道
会
社
の
特
別
優
待
乗
車
券
を
貸
し
与
え
て
こ
れ
に
報

い
た
こ
と
で
も
、
貞
吉
へ
の
深
い
信
頼
を
感
じ
さ
せ
る
。

下
層
階
級
、
社
会
的
弱
者
へ
献
身
の
伝
道

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
牧
師
の
頃
と
は
違
い
、
移
動
伝
道
の

対
象
は
下
層
階
級
の
人
達
が
多
い
。
村
落
や
島
は
も
と
よ
り
、

売
春
婦
と
悪
漢
伝
道
、
刑
務
所
伝
道
に
も
果
敢
に
入
っ
て
い
っ

た
。
戸
別
の
飛
び
込
み
伝
道
は
当
た
り
前
で
、
停
車
場
や
、
床

屋
で
待
つ
聞
に
も
待
合
い
客
に
福
音
を
語
っ
た
。
日
本
人
と
白

人
の
割
り
合
い
は
七
・

三
の
割
り
で
、
階
層
、
職
業
、
年
齢
な

ど
特
に
選
ぶ
こ
と
も
な
か
っ
た
。
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貞
吉
の
日
誌
的
自
伝
を
読
む
と
、
淡
々
と
し
た
筆
致
で
綴
ら

れ
た
、
熱
情
と
も
時
に
壮
絶
と
も
と
れ
る
米
国
西
海
岸
伝
道
に

は
驚
嘆
の
ほ
か
な
く
、
編
者
と
し
て
筆
力
不
足
を
嘆
く
の
み
で

あ
る
。

信
仰
に
覚
醒
し
た
貞
吉
が
、
過
去
の
同
胞
相
手
に
商
売
で
得

た
儲
け
を
宣
教
に
使
う
こ
と
に
な
ん
の
欝
賭
も
な
か
っ
た
。

貞
吉
は
教
会
に
あ
っ
て
の
牧
師
よ
り
も
自
分
へ
の
特
別
の
召

命
が
「
遍
く
郷
村
を
経
巡
り
て
福
音
を
伝
う
べ
き
」
伝
道
者
と

心
得
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
に
は
牧
師
の
職
務
は
あ
っ
て
も
、
伝

道
者
の
職
務
が
無
い
こ
と
か
ら
退
会
し
、
斯
く
し
て
自
由
を
得

た
の
で
あ
る
。

そ
の
頃
貞
吉
は
、
松
江
で
宣
教
し
て
い
る

B
・パ

ッ
ク
ス
ト

ン
著
の
「
イ
エ
ス
は
来
る
」
に
い
た
く
心
を
打
た
れ
、
そ
の
再

臨
思
想
に
傾
倒
す
る
。

(
再
臨
と
は
、
神
が
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
始
め
た
宣
教
・
死
・
復
活
に
よ
る
地
上
に

展
開
中
の
救
い
の
業
を
、
イ
エ
ス
を
再
臨
さ
せ
て
完
成
し
、
神
の
闘
が
到
来
す
る
)

祖
国
日
本
伝
道
の
召
命
を
受
け
る

「
明
治
二
七
年
一
月
初
め
、
或
る
日
静
か
に
祷
告
を
続
け
主
を

待
ち
望
み
お
り
し
時
「
往
け
」
と
の
御
声
明
ら
か
に
自
分
の
衷

に
深
く
響
き
渡
り
、
実
に
一
驚
を
喫
し
た
り
き
。
数
年
前
伝
道

の
召
し
を
受
け
た
時
に
は
多
額
の
金
を
所
有
し
お
り
し
者
が
、

笹
尾
銭
三
郎
と
の
本
州
・
四
国
伝
道
と

B
・
パ
ッ
ク
ス
ト
ン

河
遁
貞
吉
・
笹
尾
鍍
三
郎
の
二
人
は
、
こ
れ
か
ら
二
年
間
、

相
携
え
て
本
州

・
四
国
の
町
々
村
々
で
未
信
者
に
広
く
福
音
を

伝
え
た
。
東
京

・
東
北
・
関
西
・
四
国
・
中
国
・
大
阪
そ
し
て

最
終
伝
道
地
を
伊
賀
上
野
と
決
め
て
い
た
。

就
中
、
貞
吉
達
は
こ
の
伝
道
中
の
明
治
二
八
年
四
月
、
松
江

に
定
住
し
て
い
た
、
か
の
バ
ッ
ク
ス
ト
ン
か
ら
招
き
が
あ
っ
た
。

先
に
貞
吉
が
在
米
時
代
に
傾
倒
し
て
い
た
パ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
在
学
中
に
伝
道
者
と
な
る
こ
と
を
決
意
し
、

一
八
九

O
年
(
明
治
二
三
年
)
に
来
日
し
て
松
江
に
定
住
し
、

山
陰
地
方
の
伝
道
に
当
た
る
と
と
も
に
、
彼
の
も
と
に
集
ま
っ

た
青
年
達
を
指
導
し
て
、
主
唱
す
る
「
純
福
音
運
動
」
を
始
動

さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

貞
吉
は
、
敬
愛
す
る
パ
ッ
ク
ス
ト
ン
師
と
親
し
く
信
仰
上
の

問
答
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。

米
国
西
海
岸
に
起
こ
っ
た
信
仰
復
興
運
動
を
体
験
し
て
帰
朝

し
た
河
準
、
笹
尾
ほ
か
数
名
が
加
わ
り
、
後
に
教
理
を
同
じ
く

す
る
東
京
の
中
田
重
治
が
主
宰
す
る
東
洋
宣
教
会
と
呼
応
し
、

「
信
仰
復
興
に
よ
る
純
福
音
運
動
」
は
明
治
後
期
か
ら
大
正
期

に
日
本
の
基
督
教
界
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
。
ま
た
、

再
臨
運
動
で
教
理
を
接
す
る
内
村
鑑
三

・
木
村
清
松
ら
と
も
歩

一
切
を
主
に
捧
げ
主
の
御
用
の
為
に
費
や
し
尽
く
し
て
斯
く
貧

し
く
な
り
し
事
'革
路
)
金
欲
に
満
た
さ
れ
、
む
さ
ぼ
り
蓄
え
た

り
し
守
銭
奴
な
る
自
分
を
斯
く
改
造
し
給
い
し
主
を
衷
心
よ
り

崇
む
。
(
中
略
)
太
平
洋
上
を
歩
ま
せ
て
も
必
ず
往
か
し
め
給
う

事
を
堅
く
信
ず
。
」

貞
吉
の
か
な
り
悲
痛
な
心
境
と
情
況
が
察
し
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
出
発
も
間
近
く
な
っ
て
、
シ
ャ
ト
ル
、
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
、
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
の
人
か
ら
日
本
へ
の
旅
費
・
伝
道

費
の
支
援
申
し
出
に
驚
く
。
帰
日
は
神
の
堅
い
意
志
と
知
り
、
、

「
こ
の
時
主
の
御
名
を
崇
む
る
こ
と
し
き
り
」
と
富
に
替
わ
る

恩
寵
を
告
白
し
て
い
る
。

外
地
で
伝
道
者
と
な
り
、
日
本
へ
逆
上
陸
の
例
は
稀
少

日
本
の
農
村
出
身
の
独
学
青
年
が
、
大
阪
、
米
国
で
商
人
と

し
て
の
成
功
を
得
て
、
外
地
で
初
め
て
神
を
知
り
、
傑
出
し
た

伝
道
者
と
し
て
外
地
で
の
体
験
を
背
に
帰
朝
し
、
逆
上
陸
し
て

生
涯
を
捧
げ
る
身
と
な
っ
た
人
は
少
な
い
。

こ
こ
で
、
奇
し
く
も
貞
吉
と
志
を
同
じ
く
し
て
シ
ャ
ト
ル
で

伝
道
し
て
い
た
者
が
居
た
。
笹
尾
銭
三
郎
で
あ
る
。

日
本
行
き
の
使
命
を
体
感
し
て
い
た
笹
尾
と
、
明
治
二
七
年

一
一
月
十
一
日
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
出
発
し
ホ
ノ
ル
ル
経
由

で
三
月
十
九
日
横
浜
港
に
安
着
し
た
。
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調
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

本
州
四
国
伝
道
も
終
盤
と
な
り
明
治
二
七
年
六
月
、
最
終
直

前
の
大
阪
で
の
こ
と
で
あ
る
。

街
の
会
堂
、
寄
席
、
空
家
な
ど
を
借
り
て
、
多
く
の
人
達
に

福
音
は
伝
わ
り
、
求
道
者
・
決
心
者
も
起
こ
っ
て
き
た
。
或
る

時
、
天
王
寺
西
門
鳥
居
前
の
餅
市
と
い
う
名
の
昼
間
参
詣
者
に

餅
を
売
る
広
い
家
を
、
十
日
間
夜
間
だ
け
借
り
て
福
音
を
伝
え

て
い
た
が
、
近
く
の
仏
教
学
校
の
教
師
生
徒
等
が
講
話
の
妨
害

を
始
め
「
耶
蘇
と
坊
主
の
喧
嘩
」
だ
と
評
判
に
な
り
、
毎
夕
早

く
か
ら
群
衆
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貞
吉
は
主
が
与
え
給

い
し
好
機
と
信
じ
、
求
道
者
を
、
離
れ
座
敷
に
招
い
て
求
道
者

会
を
催
し
て
い
た
。
し
か
し
妨
害
者
等
は
悪
漢
に
酒
を
飲
ま
せ

て
餅
市
の
庖
破
り
を
始
め
、
隣
の
料
理
屋
に
居
合
わ
せ
た
私
服

刑
事
が
止
め
に
入
っ
た
が
治
ま
ら
ず
、
刑
事
は
悪
漢
の
親
分
を

連
れ
て
き
て
漸
く
治
め
、
刑
事
と
親
分
に
守
ら
れ
て
大
手
町
の

東
部
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
に
引
き
揚
げ
た
。
途
中
ま
だ
悪
漢
等
が

烈
し
く
追
い
駆
け
て
き
て
危
険
に
陥
っ
た
者
も
あ
っ
た
。

こ
の
事
が
縁
に
な
っ
て
、
殺
人
犯
で
入
獄
し
て
い
た
け
れ
ど

も
基
督
教
を
聞
き
素
行
が
一
変
し
、
仮
出
獄
の
思
典
に
与
っ
て

い
た
元
親
分
が
、
所
有
の
理
髪
庖
を
週
一
回
休
み
の
日
に
開
放

し
て
く
れ
た
。
週

一
回
の
説
教
会
が
つ
い
に
其
処
に
講
義
所
を
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設
け
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
働
き
を
見
た
東
部
メ
ソ
ジ
ス
ト
教

会
の

w
・
E
・
タ
ウ
ソ
ン
師
が
多
方
面
か
ら
浄
財
を
集
め
て
支

援
者
と
な
り
、
そ
の
後
は
後
盾
と
な
っ
て
貞
吉
の
伝
道
を
助
け

る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
騒
動
が
な
か
っ
た
ら
淡
路
伝
道
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

伊
賀
路
伝
道
そ
し
て
結
婚
か
ら
淡
路
へ

明
治
二
九
年
七
月
、
本
州
・
四
国
伝
道
の
最
終
地
伊
賀
上
野

を
目
指
し
て
、
大
阪
を
出
発
し
徒
歩
で
郡
山
・

奈
良

・
柳
生
そ

の
他
の
町
村
を
、
昼
は
戸
ご
と
に
ト
ラ
ク
ト
(
宗
教
政
治
上
の
小
冊

子
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
)
を
配
付
し
、
夜
は
路
傍
で
福
音
を
伝
え
つ
つ
、

い
よ
い
よ
伊
賀
上
野
に
入
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
聖
公
会
伊
賀
上
野
教
会
の
永
田
保
治
郎
牧
師
が

待
っ
て
い
た
。
貞
吉
の
大
阪
商
人
時
代
の
例
頚
の
友
と
言
え
ば

思
い
出
す
読
者
も
お
ら
れ
る
か
と
思
う
。
そ
の
永
田
が
牧
界
入

り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
貞
吉
の
滞
在
中
に
永
田
の
義

妹
と
縁
談
が
起
こ
る
。
貞
吉
は
こ
れ
を
聖
旨
と
受
け
と
め
、
目

出
度
く
中
山
柳
子
と
十

一
月
十
五
日
に
こ
の
教
会
で
挙
式
し
、

河
漫
貞
吉
・
柳
子
夫
妻
が
誕
生
し
た
。
同
時
に
保
治
郎
と
貞
吉

の
義
兄
弟
も
生
ま
れ
た
わ
け
だ
。
当
日
の
費
用
を
弐
円
で
賄
っ

た
の
は
、
笹
尾
銭
三
郎
か
ら
の
弐
拾
円
の
送
金
が
間
に
合
わ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
貞
吉
は
、

い
農
民
相
手
の
伝
道
の
大
成
功
を
、
日
本
の
淡
路
島
で
ト
ラ
イ

す
る
の
に
な
ん
の
抵
抗
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
で

の
本
格
伝
道
を
浸
透
し
や
す
い
都
市
中
心
の
伝
道
よ
り
も
、
自

分
の
郷
里
に
似
た
、
海
に
近
い
農
漁
村
中
心
の
淡
路
島
に
求
め

た
気
概
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

最
初
に
居
を
定
め
た
の
は
志
築
で
し
た
。
南
北
に
長
い
島
の

真
ん
中
に
近
い
大
阪
湾
に
面
し
た
小
さ
な
漁
港
で
す
。
明
治
二

九
年
十

一
月
十
八
日
、
淡
路
で
の
最
初
の
日
曜
礼
拝
は
貞
吉
柳

子
も
含
め
て
玉
名
の
会
衆
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
戸
別
訪
問
、

路
傍
伝
道
は
も
と
よ
り
、
島
内
を
草
鮭
脚
粋
で
木
賃
宿
を
点
々

と
し
な
が
ら
六
ヶ
月
、
村
々
町
々
の

一
進

一
退
の
伝
道
の
生
活

は
続
き
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
貞
吉
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
時
代

の
教
友
で
あ
っ
た
日
本
人
K
が、

フ
リ
l
メ
ソ
ジ
ス
ト
外
国
伝

道
局
よ
り
宣
教
師
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
志
築
に
貞
吉
を
訪
ね
、

共
に
淡
路
伝
道
の
共
働
者
と
し
て
伝
道
局
に
届
け
、

K
は
福
良

で
伝
道
を
開
始
す
る
。
し
か
し
数
ヶ
月
経
っ
て
も
不
振
が
続
き

そ
の
厳
し
さ
か
ら
、
後
事
を
貞
吉
に
懇
願
し
福
良
を
去
っ
て
行

く
。
当
時
の
福
良
の
伝
道
事
情
か
ら
放
置
で
き
な
い
た
め
、
タ

ウ
ソ
ン
師
に
了
解
を
得
た
上
、
士
山
築
を
去
っ
て
居
を
福
良
に
移

し
、
志
築
は
兼
務
の
地
と
す
る
。
そ
の
年
の
、

明
治
三

O
年
七
月
二
九
日
、
柳
子
安
産
、
男
子
誕
生

「
凡
て
の
結
婚
の
費
用
を
耕
じ
御
恵
に
依
り
少
し
の
負
債
も
せ

ず
し
て
目
出
度
式
を
終
り
し
事
は
深
く
感
謝
す
る
慮
な
り
き
」

と
残
し
て
い
る
。
き
っ
と
川
魚
な
ど
捕
っ
て
き
て
、
加
薬
御
飯

な
ど
炊
い
て
、
楽
し
く
祝
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

河
漫
の
オ
ジ
イ
サ
ン
と
オ
バ
ア
サ
ン
を
思
い
出
し
な
が
ら
、

本
稿
を
編
集
中
に
千
里
山
会
員
の
方
々
か
ら
、

『
オ
パ
ア
チ
ャ
ン
は
、
貞
吉
さ
ん
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
向
こ
う
の

人
連
れ
て
還
っ
て
き
は
っ
た
ん
で
し
ょ
う
?
』
と
か
、

『
オ
パ
ア
チ
ャ
ン
は
、
ハ

l
フ
の
方
で
し
ょ
う
?
』

と
か
訊
か
れ
ま
し
て
、
筆
者
も
半
分
そ
の
よ
う
な
あ
や
ふ
や
な

記
憶
で
し
た
か
ら
、
こ
こ
に
拾
割
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

結
婚
式
が
終
わ
る
と
貞
吉
は
永
田
と
二
人
で
伊
賀
全
土
を
戸

毎
訪
問
伝
道
し
た
と
あ
り
、
凄
ま
じ
い
二
人
の
熱
意
を
感
じ
る
。

貞
吉
は
永
田
と
別
れ
て
、
笹
尾
か
ら
の
送
金
を
資
金
に
淡
路

島
伝
道
の
下
見
に
出
向
き
ま
す
。
こ
れ
は
大
阪
南
の
伝
道
の
と

き
に
、
悪
漢
と
闘
い
な
が
ら
伝
道
し
て
い
た
の
に
心
打
た
れ
た

前
掲
の
タ
ウ
ソ
ン
師
が
、
こ
れ
か
ら
の
貞
吉
の
開
拓
伝
道
の
地

を
、
近
畿
・
四
国
・
中
国
の
接
点
で
あ
り
、
基
督
教
の
白
地
地

帯
に
等
し
い
淡
路
島
の
町
村
に
使
命
を
見
出
そ
う
と
し
て
支
援

を
申
し
出
て
い
た
か
ら
で
す
。

貞
吉
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
日
本
人
移
民
を
中
心
に
貧
し
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命

名

満

聾

生
涯
を
し
て
生
命
の
水
を
周
囲
に
あ
る
渇
け
る
悩
め
る
人
々
に
運
ぶ
器
、

即
ち
伝
道
者
た
ら
し
め
給
わ
ん
事
安
轟
く
祈
り
し
後
、
心
に
浮
か
び
来

り
し
は
、
「
水
を
聾
に
満
た
せ
よ
」
の
聖
句
な
り
。

福
良
伝
道
の
至
難
の

一
端
は
、
次
の
貞
吉
の
記
録
に
あ
る
。

此
頃
は
集
会
に
来
る
者
少
な
き
披
専
ら
路
傍
に
て
福
音
を
伝
う
。
殊
に

町
に
あ
る
数
ケ
所
の
蕩
屋
前
を
最
上
の
教
壇
と
し
て
福
奮
を
伝
ふ
。
又

近
在
の
阿
薦
、
阿
副
都
賀
、
湊
、
賀
値
果
、
志
知
、
沼
島
等
の
村
々
に
出
張

し
て
福
音
を
伝
ふ
。
其
当
時
淡
路
は
祭
積
多
き
処
に
て
、
祭
櫨
に
は
村
々

の
人
が
群
集
す
る
時
と
て
、
村
々
の
人
に
康
く
福
音
を
伝
う
る
最
も
好

き
機
曾
な
れ
ば
、
祭
議
に
は
何
れ
の
処
に
も
出
張
し
、
当
時
に
於
い
て

は
珍
し
き
楽
器
な
り
し
ア
ッ
コ
l
デ
ア
ン
(
手
風
琴
)
を
以
て
人
々
を

集
め
、
短
き
説
教
を
な
し
て
は
ト
ラ
ク
ト
や
雑
書
を
配
付
せ
り
。
(
中
略
)

常
に
祈
り
し
事
は
、
伝
わ
り
し
御
言
葉
が
敵
に
啄
み
去
ら
る
る
事
な
く
、

多
く
の
果
を
結
ぱ
し
め
給
は
ん
事
な
り
き
。

当
時
の
幼
い
満
室
の
記
憶
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

母
は
淡
路
の
方
々
を
私
を
連
れ
回
り
、
行
く
先
々
で
日
曜
学
校
を
し
、

父
と
一

一緒
に
路
傍
伝
道
を
や
っ
て
、
村
の
お
祭
り
に
は
、
母
が
歌
い
父

が
説
教
を
し
、
私
が
そ
の
聞
に
立
た
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が

度
々
ご
ざ
い
ま
し
た
。
右
が
飛
ん
で
き
た
こ
と
も
覚
え
て
い
ま
す
。

フ
リ
l
メ
ソ
ジ
ス
ト
外
国
伝
道
局
は
、
自
ら
派
遣
し
た
宣
教
師
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の
K
の
早
期
離
脱
で
、
現
地
で
K
が
後
事
を
頼
ん
だ
貞
吉
に
ま

で
は
支
援
を
控
え
、
継
続
を
打
ち
切
っ
て
き
た
。

淡
路
伝
道
は
、
あ
ま
た
の
障
害
迫
害
も
乗
り
越
え
、
全
島
を
巡

っ
て
伝
道
に
勤
し
ん
だ
話
や
記
録
を
本
稿
で
は
紹
介
し
尽
く
せ

な
い
。
初
め
て
経
験
す
る
島
の
夫
婦
生
活
の

試
練
は
、
ま
す
ま
す
二
人
を
強
く
し
た
で
あ

U
I
U
4回

ろ
う
が
、
こ
こ
で
柳
子
の
出
自
と
淡
路
で
の

一
!
川
凶
圃
・

生
活
の

一
端
を
満
聾
の
後
日
課
で
ご
紹
介
し

漏

A
剛
一喝

ま
す
。

e

u
'A
一」園

明
治
7
年
、
若
狭
の
小
浜
の
生
ま
れ
、
立
教
大
学

時

論

阻

高
等
女
子
部
3
回
生
。
在
学
中
に
受
洗
。
淡
路
島

民

盛

岡
一
一

日
本
橋
室
じ
て
貞
吉
を
支
え
、
教
会
の
い
ろ
い

持

主

閤

ろ
な
仕
事
も
よ
く
い
た
し
ま
し
た
明
る
く
室

事

一

一

一

で
竹
を
割
っ
た
よ
う
な
性
格
、
正
直
と
善
意
の
人

-E応
凶

」
圃

で
し
た
。

1

7
一園

一

よ
園

声
量
の
あ
る
ハ
イ
ソ
プ
ラ
ノ
で
し
た
か
ら
、
福
直

一

-

t

望

で
銭
湯
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
時
な
ど
、
誰

1
1
1
1
1
1

と
で
も
愉
快
に
大
き
な
声
で
話
す
囲
託
の
な
い
人
で
し
た
。
田
舎
で
も
、

女
性
に
は
当
時
は
ハ
イ
カ
ラ
な
白
い
レ

l
ス
編
み
を
教
え
た
り
、
英
語

ク
ラ
ス
を
始
め
て
村
の
青
年
に
教
え
た
り
、
母
の
周
囲
に
は
よ
く
人
が

集
ま
り
、
父
の
バ
イ
ブ
ル
ク
ラ
ス
を
上
回
る
こ
と
も
度
々
で
し
た
。
初

訪
問
伝
道
を
繰
り
返
し
て
多
く
の
信
者
を
賜
り
明
治
三
六
年

(
一
九

O
四
年
)
玉
水
橋
南
詰
に
大
阪
集
会
所
の
開
設
に
成
功

し
た
。
(
こ
れ
が
現
在
の
大
阪
日
本
橋
教
会
の
基
と
な
っ
た
)

貞
吉
が
日
本
フ
リ
l
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
祖
と
も
父
と
も
言
わ
れ

る
の
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。
貞
吉
ら
の
働
き
が
拡
大
す
る
に
つ

れ
て
、
フ
リ
1
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
宣
教
地
で
記
録
的
な
伝
道

成
果
を
更
新
す
る
日
本
(
大
阪
)
で
の
緊
急
の
課
題
は
、
こ
れ
を

支
え
て
い
く
同
労
者
の
育
成
で
あ
っ
た
。

最
初
に
下
寺
町
に
、
貞
吉
夫
妻
が
住
み
込
み
の
伝
道
館
、
と

い
っ
て
も
二
軒
つ
づ
き
の
日
本
家
を
借
り
、
境
界
を
な
く
し
て

片
方
に
貞
吉
夫
妻
、
も
う
片
方
の

一
階
(
土
間
)
が
教
場
、
二
階

が
修
養
生
数
人
の
宿
舎
、
教
師
の
住
居
も
襖
・
障
子
を
は
ず
し

た
ら
何
に
で
も
早
変
わ
り
、
こ
う
し
て

一九

O
四
年
に
弧
々

の

声
を
上
げ
た
の
が
「
下
寺
町
伝
道
館
」
で
あ
る
。

翌
三
八
年
、
天
王
寺
区
悲
田
院
町
に
中
古
の
西
洋
館
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
宣
教
師
も
修
養
生
も
住
め
る
ま
さ
に

学
館
で
あ
る
。
晴
れ
て
「
大
阪
伝
道
学
館
」
と
名
づ
け
た
。

教
師
河
温
貞
吉
、
堀
内
文
吉
、

宣
教
師
マ
チ
ュ

l
ソ
ン
、
ヤ
ン
グ
レ
ン
各
夫
妻

修
養
生
男
子
四
、
女
子
二
計
六
名

(
こ
れ
が
、
後
の
自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
神
学
校
、
現
在
の
大
阪
キ
リ
ス
ト

等
科
の
生
徒
に
大
内
兵
衛
や
永
田
秀
次
郎

(後
の
東
京
市
長
、
前
掲
の
保
治

郎
と
は
無
関
係
)
も
居
ま
し
た
。
(
後
略
)

ど
う
も
雰
囲
気
や
容
貌
が
、
日
本
人
離
れ
さ
れ
て
ま
し
た
か
ら

よ
く
外
人
に
間
違
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

1
1
1
1

1

大
都
市
大
阪
の
中
心
に
教
会
と
学
校
を

陪
緬
園
回
一
埴
日
本
へ
支
援
を
打
ち
切
っ
て
い
た
フ
リ

m
直
通
、
、

胎

l
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
米
国
伝
道
局
は
、
貞
吉
の

rE3
開

働
き
を
伝
え
聞
い
て
驚
き
、
急
逮
日
本
伝
道

内
吋
酒
ー
一

を
の
再
開
を
決
め
て
、
二
組
の
米
人
宣
教
師
夫

常

ιr一

錫
書
送
っ
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。
貞
吉
は

同
齢
制
日

開
こ
れ
に
応
え
て
海
峡
を
越
え
て
明
石
、
神
戸

国
鍋
剛
一一

帽
へ
と
伝
道
を
本
格
化
し
、
大
阪
市
伝
道
の
開

…-倒

ニ

咽
始
と
修
養
生
達
の
蓄
の
確
保
を
目
指
し
ま

?・・2
第

法
制
問
、
一

す。

明
暗
随

一

昨

明

治

三
六
年
、
時
恰
も
新
世
界
で
第
五
回
内

i

}
 

十
世
間
】
一

晴
国
勧
業
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
一

O
O万
人

l
i
l
l-

ー
の
大
阪
市
に
五
三
O
万
人
来
会
の
盛
況
ぶ
り

で
、
会
場
正
面
に
基
督
教
連
合
伝
道
館
が
設
置
さ
れ
、
連
日
伝

道
会
が
聞
か
れ
た
。
こ
れ
に
は
教
理
が
近
い
東
洋
宣
教
会
の
中

田
重
治
ら
も
東
京
か
ら
参
加
し
た
。
貞
吉
は
こ
の
機
を
逃
さ
ず
、

多
く
の
参
会
者
カ

l
ド
の
う
ち
大
阪
市
南
部
に
住
む
人
達
へ
の
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唱

E
A

教
学
院
の
基
と
な
っ
た

1
二
O
O五
年
一

O
O周
年
)

明
治
三
六
年
に
集
会
所
、
同
三
七
年
に
伝
道
館
を
相
次
い
で

起
こ
し
た
こ
の
二
年
は
、
貞
吉
夫
妻
に
と
っ
て
最
大
の
エ
ポ
ツ

ク
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。

貞
吉
四

O
歳
、
柳
子
三

O
歳
で
あ
っ
た
。



大
都
市
大
阪
の
中
心
、
庶
民
の
街
に
大
教
会
出
現

こ
れ
か
ら
の
壮
年
期
は
、
大
阪
に
腰
を
据
え
、
ま
っ
し
ぐ
ら

に
日
本
の
大
伝
道
者
と
し
て
歩
み
つ
づ
け
ら
れ
ま
す
。
貞
吉
に

は
不
変
の

一
伝
道
者
意
識
の
ほ
か
に
は
な
に
も
一あ
り
ま
せ
ん
。

日
露
戦
争
も
戦
捷
の
う
ち
に
終
わ
り
、
翌
三
九
年

一
月
九
日

待
望
の
女
子
誕
生
、
こ
の
子
に
は
、
恩
寵
溢
れ
ん
ば
か
り
に
と
、

命
名
溢
子
。

日
本
に
、
欧
米
先
進
各
国
は
基
替
教
精
神
に
よ
る
大
学
か
ら

幼
稚
園
ま
で
の
学
校
創
設
を
支
援
し
ま
し
た
が
、
大
阪
伝
道
学

舘
の
よ
う
に
基
督
教
だ
け
の
単
科
学
校
は
珍
し
く
、
さ
ら
に
存

続
と
な
る
と
創
業
者
精
神
が
よ
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
な
い
と
持

ち
こ
た
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
偏
に
貞
吉
の
伝
道
者
精
神
に

よ
る
も
の
で
、
働
き
手
を
創
り
育
て
る
こ
と
の
外
は
眼
中
に
な

か
っ
た
か
ら
と
言
え
ま
す
。

貞
吉
の
日
本
橋
教
会
に
お
け
る
布
教
は
、
大
正
期
に
は
日
本

の
基
督
教
会
で
第

一
級
の
会
衆
を
擁
す
る
大
教
会
と
な
り
ま
し

た
。
日
曜
礼
拝
は
三
O
O人
を
超
え
、
九
ケ
所
の
日
曜
学
校
に

は
教
師
五

O
余
名
、
生
徒
は
約
六

O
O名
を
数
え
る
全
国
で
も

屈
指
の
大
教
会
と
な
っ
た
。

こ
れ
が
、
知
識
階
級
や
中
産
階
級
の
居
住
地
で
は
な
く
、
大

都
市
の
中
心
、
そ
れ
も
下
町
庶
民
の
日
本
橋

一
丁
目
で
の
快
挙

いーと に拠ずれは 日 改席館 iれ
旧のこ月 信 よ し 点 大 、 貞 教 本大めこ ・しへこたこ
知頃の再徒るかに阪大吉会の正ての、の千。の
舵によ建達放し成市正のと線十開年大お国学旅
懇 はう 落の火好長の期長学部二校ぷ正土で院で
の可に成 涙に事し代に年館長年し喜十産家百
同 選 、 をぐ遭魔て表五のとににて程ーと作宏大
志琴波見まい多い的阪労い.選貞い白年なが史阪

?を澗る し 教 し た 基 南 苦 う ば吉る日一つーに伝
牧に万こい会、の督のが伝れは。守月た軒は道
師;士丈と協堂こで教み報道た最 C末 。 買 二 学
林乍のが力がのあ伝ないの。 初 会帰自え万館
寛吉大でに全年る道らら柱 の 三国由た七の
治 ぷ 正 きよ焼の。 でしメ時千た
郎崖期たりし十・・・・・・・・・・・・・ 4てソ代固め

豆での た二・・・・・・・・・・・・・ EEいジをの多
チ息はで二 。月・・・・F司・・・・・・・ 2ミるス思記額
エ イああ年貞末・・・.・・ ・ ・ 1去。トう録の
ノとつつ後吉 、・・・E量調・・・・・・.~ のとが献
の tたたの夫心・・・置R・・Ez，.. EZZ 総、あ金
長之が。十妻な E・・‘\正百圃.~、 会心るも
女 ξ 、 四のい・・・・・・・・圃臨}・・ 2二 に強 。与
順位お 年努狂・・・・・・・・・，ë~可・ 2f もい千え
子 匂終 十力人圃圃圃圃圃圃圃圃喧顕彰弘司ソ、 出学園ら

1915年(大4)1月2日

大阪自由メソジスト教会

献堂記念写真

に
は
驚
き
の
ほ
か
な
く
、
在
米
時
代
の
伝
道
の
主
た
る
対
象
が

そ
こ
に
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
成
功
で
し
た
。

米
国
か
ら
在
米
日
本
人
伝
道
を
懇
請
さ
れ
る

大
正
九
年
末
、
米
国
自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
伝
道
局
か
ら
、
米
国

に
居
る
日
本
人
に
伝
道
す
る
よ
う
招
か
れ
て
、
翌
十
年
三
月
に

夫
人
同
伴
で
渡
米
の
途
に
つ
い
た
。

十

一
ヶ
月
間
の
米
国
内
伝
道
は
数
百
回
に
お
よ
び
、
こ
れ
に

は
米
国
留
学
中
の
長
男
満
蜜
も
同
道
し
て
奉
仕
さ
れ
た
。

三
万
哩
を
旅
し
白
人
・
日
本
人
併
せ
て
数
万
人
相
手
に
熱
誠

を
尽
く
し
て
伝
道
し
、
癒
さ
れ
る
も
の
、
浄
め
ら
れ
る
も
の
、

救
わ
れ
る
も
の
、
復
興
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
途
中
献
身
さ
れ
る

も
の
も
多
く
起
こ
し
た
。
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満
聾
は
西
宮
の
父
母
の
と
こ
ろ
を
出
て
順
子
の
居
る
千
里
山

に
移
り
新
所
帯
を
構
え
る
。
順
子
は
実
家
の
日
曜
学
校
は
続
け
、

満
聾
は
千
里
山
か
ら
関
西
学
院
に
通
う
。

貞
吉
が
還
暦
を
迎
え
ら
れ
た
の
は
大
正
十
三
年
、
人
生
玉

O

年
の
時
代
か
ら
思
え
ば
、
六

O
歳
は
今
の
七
五
歳
か
ら
八

O
歳

の
感
覚
だ
。
し
か
し
昭
和
に
入
っ
て
も
貞
吉
は
な
お
嬰
鎖
と
し

て
教
会
と
学
館
の
た
め
に
尽
く
す
の
で
あ
る
。

教
会
の
名
は
自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
第

一
教
会
、
自
由
メ
ソ
ジ
ス

ト
神
学
校
長
は
後
継
者
の
土
山
銭
次
に
任
せ
、
自
ら
は

一
教
師

と
な
っ
て
支
え
て
い
た
。

一
九
二
九
年
(
昭
和
四
年
)
の
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
デ

l
、
ニ
ユ

ウ
ヨ

1
ク
に
端
を
発
し
た
世
界
大
恐
慌
の
大
波
は
日
本
に
も
及

び
長
い
不
況
に
入
っ
た
。
外
国
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
の
支
援
も

細
り
、
従
来
か
ら
補
助
の
有
無
は
教
会
の
活
力
の
強
弱
に
通
じ

て
い
た
か
ら
、
こ
の
際
敢
然
と
自
給
独
立
の
時
期
に
入
る
の
は

当
然
の
こ
と
と
伝
道
に
一
層
の
拍
車
が
か
か
っ
た
。

昭
和
六
年
、
教
会
牧
師
も
辞
し
て
名
誉
牧
師
と
な
り
、
巡
回

牧
師
す
な
わ
ち
伝
道
者
に
還
っ
て
全
国
行
脚
を
再
開
し
、
自
ら

の
教
派
よ
り
む
し
ろ
他
教
派
や
、
工
場
、
会
社
、
学
校
等
に
説

教
と
講
演
を
し
て
回
っ
た
。
嘗
て
、
貞
吉
の
副
牧
師
を
し
て
い

た
大
屋
左
一
は
次
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

え
、
か
つ
て
の
よ
う
に
禁
教
高
札
を
再
び
出
す
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
度
を
超
し
た
嫌
が
ら
せ
と
事
実
上
の
弾
圧
は
行
わ

れ
た
。敗

戦
と
い
う
目
に
み
え
な
い
巨
大
な
外
圧
は
、
約
七

O
年
振

り
に
も
う

一
度
基
督
教
の
解
禁
を
も
た
ら
し
た
が
、
八

O
歳
を

過
ぎ
た
老
い
た
る
貞
吉
に
と
っ
て
、
昭
和
は
ど
の
よ
う
に
映
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
福
音
の
ほ
か
は
な
に
も
語
ら
な
か
っ
た
人

に
我
々
は
知
る
由
も
な
い
。

貞
吉
の
人
生
を
今
回
初
め
て
垣
間
見
て
、
日
本
に
、
そ
れ
も

千
里
山
に
こ
の
よ
う
な
人
が
実
在
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
不
思

議
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

心
血
を
注
が
れ
た
大
阪
伝
道
学
館
は
今
大
阪
キ
リ
ス
ト
教
学

院
と
し
て
健
在
で
あ
る
。
創
り
育
て
ら
れ
た
の
は
貞
吉
に
違
い

な
い
の
だ
が
、
校
長
だ
と
か
理
事
長
と
か
の
名
前
は
窺
え
ず
、

終
生
教
師
と
し
て
後
継
者
に
委
ね
て

一
伝
道
師
に
還
っ
て
い
る
。

自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
大
阪
日
本
橋
教
会
を
圏
内
最
大
級
の
信
徒

を
有
す
る
教
会
と
し
て
築
き
、
自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
父
祖
と
も

言
わ
れ
た
が
、
後
継
者
に
委
ね
て
無
役
の
争
誉
牧
師
に
な
り
終

生
一
伝
道
師
と
し
て
全
国
を
回
っ
て
い
る
。

特
筆
し
て
お
き
た
い
の
は
、
貞
吉
の
移
動
伝
道
は
若
年
の
時

代
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
、
そ
の
日
数
よ
り
常
に
説
教
の
回
数

「
神
は
約
束
さ
れ
た
よ
う
に
、
先
生
の
腹
か
ら
、
活
け
る
水
を

川
の
よ
う
に
絶
え
ず
流
れ
続
け
さ
せ
て
、
そ
の
栄
光
を
あ
ら

わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

千
里
山
に
居
を
移
さ
れ
、
柳
子
と
と
も
に
晩
年
を
送
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
七

O
歳
を
超
え
て
な
お
貞
吉
の
全
国
伝
道
は

老
い
の

一
徹
を
感
じ
さ
せ
る
が
ご
と
く
ま
だ
ま
だ
続
く
。

し
か
し
昭
和
六
年
の
満
州
事
変
か
ら
5
・
1
5
、
2
・
2
6

両
事
件
を
経
て
、
昭
和
十
二
年
の
支
那
事
変
へ
と
日
本
の
辿
る

道
は
反
欧
米
列
強
へ
と
突
き
進
ん
で
往
く
。
独
伊
と
の
三
国
同

盟
か
ら
遂
に
米
英
へ
の
宣
戦
布
告
、

一
年
を
待
た
ず
し
て
戦
況

悪
化
、
軍
部
と
政
府
は
主
力
産
業
を
統
制
下
に
置
く
た
め
に
「
日

本
」
の
名
を
冠
し
た
大
合
併
企
業
が
輩
出
し
た
が
、
基
督
教
ま

で
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
全
教
派
を
「
日
本
」
基
督
教
団
に
一

本
化
し
て
管
理
統
制
下
に
置
か
れ
た
。
神
国
日
本
を
標
携
す
る

軍
部

・
政
府
に
と
っ
て
基
督
教
は
目
障
り
と
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
同
盟
国
の
イ
タ
リ
ア
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
総
本
山
が
あ
り
、

ド
イ
ツ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
発
祥
の
国
で
あ
る
手
前
、
敵
国
宗

教
と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
国
が
次
々
と
劣
勢
に
ま

み
れ
て
く
る
と
、
基
督
教
は
英
米
の
敵
国
宗
教
と
露
骨
な
呼
ば

わ
れ
方
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
憲
法
は
一
応
信
教
の

自
由
を
認
め
て
い
た
た
め
、
神
国
日
本
に
反
す
る
宗
教
と
は
い
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が
は
る
か
に
多
い
こ
と
で
、
こ
れ
は
一
日
に
何
回
も
移
動
し
て

説
教
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

貞
吉
は
元
来
教
派
に
と
ら
わ
れ
る
人
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ

で
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
は
英
会
話
の
勉
強
の
た
め
に
門
を
く
ぐ
っ
た

の
で
あ
り
、
日
本
へ
帰
っ
て
か
ら
の
自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
も
責
任

者
か
ら
肩
代
わ
り
を
頼
ま
れ
た
の
が
縁
で
、
ア
メ
リ
カ
時
代
か

ら
教
派
に
と
ら
わ
れ
な
い
節
が
み
ら
れ
る
。

貞
吉
の
周
り
に
ど
う
し
て
多
く
の
人
達
が
集
ま
る
の
か
。

そ
れ
は
知
的
関
心
に
傾
い
た
日
本
の
基
督
教
か
ら
見
落
と
さ

れ
た
部
分
に
照
準
を
合
わ
せ
て
、
知
識
で
も
教
養
で
も
な
い
、

祈
り
と
伝
道
に
よ
り
、
信
仰
覚
醒
に
よ
る
信
仰
復
興
を
広
く
大

阪
の
庶
民
の
聞
に
純
福
音
と
し
て
説
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、

日
本
の
宣
教
の
先
駆
者
、
伝
道
の
巨
人
と
言
わ
れ
、
今
日
な
お

貞
吉
が
活
き
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
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貞
吉
が
九

O
歳
で
召
天
す
る
五
年
前
の
昭
和
二
三
年
に
、
長

年
日
曜
学
校
だ
け
だ
っ
た
河
漫
家
の
家
の
中
に
、
教
団
や
教
派

に
囚
わ
れ
な
い
千
里
山
で
初
め
て
の
基
督
教
会
が
発
足
し
た
。

そ
れ
は
貞
吉
が
明
治
初
年
に
九
州
の
田
舎
か
ら
提
げ
て
出
て

き
た
あ
の
籾
が
実
り
、
蝋
が
灯
っ
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
。



満
聾
が
昭
和
二
四
年
カ
ナ
ダ
留
学
の
折
り
、
失
明
の
身
で
日

曜
礼
拝
の
説
教
を
務
め
ら
れ
た
と
聞
く
。

貞
吉
の
戦
後
の
数
年
は
、
内
孫
に
は
敬
度
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ

ト
リ
ニ
テ
ィ

l
の
三
を
つ
け
た
二
人
と
、
近
く
に
住
む
よ
う
に

な
っ
た
溢
子
の
嫁
し
た
医
師
菱
川
侃

一
と
の
聞
の
外
孫
達
に
も

阻
ま
れ
て
平
穏
で
幸
せ
な
晩
年
を
送
ら
れ
た
と
思
う
。

貞
吉
の
信
仰
に
対
す
る
神
の

恩
寵
で
は
な
か
ろ
う
か
。

昭
和
二
八
年

一
月
、
九

O
歳
を

も
っ
て
召
天
な
さ
れ
た
。

満
聾
・
順
子
夫
妻
が
、
こ
の
岩

盤
の
上
に
家
の
教
会
を
創
ら
れ
、
そ
し
て
シ
オ
ン
の
正
に
昭
和

三
二
年
ナ
オ
ミ
幼
稚
園
開
園
に
続
き
基
督
教
諸
事
業
を
展
開
さ

れ
、
昭
和
三
七
年
四
月
、
新
し
い
教
会
堂
建
立
、
今
日
も
単
立

の
千
里
山
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
と
し
て
、
輝
き
を

増
し
て
い
る
。

柳
子
夫
人
は
貞
吉
に
代
わ
り
、
こ
れ
ら
を
見
届
け
ら
れ
て
、

信
徒
の
人
達
や
、
住
宅
の
方
々
に
親
し
ま
れ
愛
さ
れ
な
が
ら
、

昭
和
三
九
年
十

一
月
、
八
九
歳
を
も
っ
て
召
天
な
さ
れ
た
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
終
わ
っ
て
直
ぐ
の
頃
で
あ
る
。
(
了
)

単立千里山基督教会
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何漫貞吉記念


