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さ
て
、
躾
け
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す

が
、
今
回
は
叱
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。 

よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
感
情
的
に
な
ら

ず
に
、
冷
静
に
と
い
う
こ
と
で
す
。 

確
か
に
、
私
た
ち
は
、
叱
る=

怒
る
と

同
じ
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
。
お
母
さ
ん

に
怒
ら
れ
た
、
と
い
う
の
は
叱
ら
れ
た
と

い
う
意
味
で
す
。 

し
か
し
、
厳
密
に
は
、
叱
る
こ
と
は
教

育
的
で
あ
り
、
怒
る
こ
と
は
親
の
感
情
を

ぶ
つ
け
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

怒
る
の
で
は
な
く
、
叱
る
こ
と
を
身
に

着
け
て
生
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
、
親
も
人
間
で
す
。
感
情
を
抑

え
て
ば
か
り
い
て
は
、
親
自
身
の
方
が
参
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
あ
る
い
は
、
思
わ
ず
感
情
的
に
な
っ
て
怒
っ
て
し
ま

っ
た
後
、
後
悔
の
念
や
、
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
て
、
自
分

を
責
め
て
し
ま
っ
た
り
、
そ
の
す
る
と
ま
す
ま
す
怒
っ
て

し
ま
う
と
い
う
悪
循
環
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

子
育
て
は
、
親
育
て
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
子
育
て

は
、
親
自
身
が
自
分
を
発
見
す
る
作
業
で
も
あ
り
ま
す
。

子
供
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
、
様
々
な
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
ま
す
。 

特
に
、
心
の
傷
に
関
し
て
は
、
子
供
を
通
し
て
あ
ら
わ

に
さ
れ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る

の
で
す
。
親
自
身
が
癒
さ
れ
、
解
放
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
と

も
な
る
の
で
す
。 

 

叱
り
方
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
何
を
叱
る
の
か
？ 

と

い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
次
に
叱
る
順
序
に
つ
い

て
、
ま
ず
こ
と
ば
で
語
り
か
け
て
理
解
さ
せ
る
、
告
白
さ

せ
る
、
刈
り
取
り
を
さ
せ
る
、
赦
し
を
与
え
る
と
い
う
順

番
で
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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何
を
叱
る
の
か
？ 

 
何
を
叱
る
の
か
を
考
え
る
前
に
、
何
の
た
め
に
叱
る
の

か
？ 
も
考
え
ま
し
ょ
う
。
叱
る
目
的
は
、
子
供
が
親
の

言
う
こ
と
に
何
で
も
「
ハ
イ
」
と
言
う
よ
う
に
す
る
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供
を
危
険
か
ら
守
り
、
人
と
し
て

の
正
し
い
生
き
方
を
教
え
る
た
め
に
叱
る
の
で
す
。 

で
す
か
ら
叱
っ
た
後
に
、
子
供
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と

の
安
心
感
を
得
て
い
る
か
？ 
そ
れ
と
も
拒
絶
を
感
じ
て

い
る
か
？ 

何
が
正
し
い
こ
と
な
の
か
を
理
解
し
て
い
る

か
？ 

そ
れ
と
も
た
だ
親
を
怖
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
？ 

を
よ
く
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

親
の
怒
り
と
い
う
感
情
で
、
親
の
言
う
こ
と
を
聞
か
さ

れ
て
育
て
ら
れ
た
子
供
は
、
物
事
の
善
悪
の
判
断
を
、
自

分
で
考
え
て
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
親
が
怒
る
か
ど
う

か
で
判
断
し
ま
す
。
親
の
顔
色
を
う
か
が
い
な
が
ら
判
断

し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
親
の
い
な
い
所
で
は
、
平
気
で
悪

い
こ
と
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
悪
い
こ

と
だ
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。 

叱
る
目
的
も
、
や
は
り
子
供
の
人
格
が
育
つ
こ
と
に
あ

る
の
で
す
。 

さ
て
、
何
を
叱
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
細
か
く
言

っ
た
ら
き
り
が
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
幾
つ
か
の
基

準
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

聖
書
に
は
、
人
間
が
生
き
る
ル
ー
ル
が
書
か
れ
て
い
ま

す
が
、
次
の
イ
エ
ス
様
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
ル
ー
ル
を
究

極
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。 

「
心
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
、
知

性
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
せ
よ
。 

あ
な
た
の
隣
人
を
あ
な
た
自
身
の
よ
う
に
愛
せ
よ
。」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ル
カ
十
章
二
七
節
） 

ま
ず
神
に
逆
ら
う
、
神
を
冒
涜
す
る
よ
う
な
行
為
に
関

し
て
は
叱
り
ま
す
。
親
は
神
の
権
威
を
代
行
す
る
存
在
で

す
か
ら
、
親
の
権
威
に
反
逆
す
る
行
為
は
叱
る
対
象
で
す
。 

次
に
隣
人
を
愛
さ
な
い
行
為
、
つ
ま
り
他
者
の
身
体
や

心
を
傷
つ
け
る
行
為
に
つ
い
て
。
そ
し
て
自
分
を
愛
す
る

よ
う
に
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
自
分
自
身
を
危
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険
な
目
に
合
わ
せ
た
り
、
心
も
身
体
も
傷
つ
け
る
よ
う
な

行
為
、
こ
れ
ら
も
叱
る
対
象
と
な
り
ま
す
。 

前
回
も
述
べ
ま
し
た
が
、
い
た
ず
ら
や
親
に
対
し
て
自

分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
教
え
る
対
象
で

あ
っ
て
も
、
叱
る
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

親
の
権
威
へ
の
反
逆
と
は
、
に
ん
じ
ん
を
食
べ
な
さ
い

と
い
う
親
に
、
嫌
い
な
に
ん
じ
ん
を
食
べ
た
く
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。 

黄
色
い
シ
ャ
ツ
を
着
せ
よ
う
と
す
る
親
に
、
そ
の
色
は

や
だ
、
青
色
の
シ
ャ
ツ
が
来
た
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

の
で
す
。 

親
へ
の
反
逆
と
は
、
親
を
自
分
が
操
ろ
う
と
す
る
こ
と

で
す
。 

結
局
、
そ
の
行
為
が
、
神
に
喜
ば
れ
る
こ
と
な
の
か
？ 

親
を
敬
う
こ
と
な
の
か
？ 

自
分
を
大
切
に
し
、
隣
人

を
も
大
切
に
す
る
こ
と
な
の
か
？ 

と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

 
 

ま
ず
、
こ
と
ば
で 

親
が
怒
り
と
い
う
感
情
を
ぶ
つ
け
た
ら
、
子
供
か
ら
は

怒
り
が
投
げ
返
さ
れ
て
き
ま
す
。
子
供
は
ふ
て
く
さ
れ
た

反
抗
的
な
態
度
や
言
葉
使
い
、
目
つ
き
を
し
ま
す
。
そ
こ

で
さ
ら
に
怒
ら
る
と
い
う
悪
循
環
で
す
。 

親
の
感
情
が
子
供
を
抑
え
込
ん
で
も
、
子
供
が
反
抗
を

通
し
て
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
結
果
は
悪
い
も
の
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。 

感
情
は
、
相
手
の
感
情
に
呼
応
す
る
も
の
で
す
。
良
い

感
情
を
投
げ
れ
ば
、
良
い
も
の
が
返
っ
て
き
ま
す
。
逆
も

し
か
り
で
す
。 

親
が
怒
り
と
い
う
感
情
を
ぶ
つ
け
れ
ば
、
そ
の
通
り
に

返
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
法
則
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
仮

に
、
返
っ
て
こ
な
い
場
合
、
そ
れ
は
親
の
感
情
を
恐
れ
て

も
は
や
自
己
表
現
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
で
す
。 

聖
書
に
は
「
子
供
を
怒
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
り

ま
す
。
（
エ
ペ
ソ
六
章
四
節
）
こ
れ
は
、
「
苛
立
た
せ
て
は

な
ら
な
い
」
と
も
訳
せ
ま
す
。 
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そ
れ
は
、
親
の
方
か
ら
怒
り
と
い
う
感
情
を
子
供
に
投

げ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
投
げ
た
ら
、
そ
の

ま
ま
が
投
げ
返
さ
れ
て
き
ま
す
か
ら
。 

し
か
し
、
親
だ
っ
て
人
間
で
す
。
感
情
を
な
く
す
こ
と

は
出
来
ま
せ
ん
し
、
感
情
を
抑
圧
し
た
ら
親
自
身
の
方
が

参
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
親
が
も
し
、
自
ら
の
感
情
を
抑
圧

し
て
、
本
当
は
怒
っ
て
い
る
の
に
笑
顔
で
子
供
に
接
す
る

の
も
お
か
し
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
は
親
自
身
が
自
分
の

人
格
を
抑
圧
し
ま
す
か
ら
、
子
供
と
の
人
格
的
関
係
を
持

つ
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。 

親
が
怒
り
と
い
う
感
情
を
持
つ
こ
と
を
否
定
す
る
の
で

は
な
く
て
、
感
情
を
こ
と
ば
で
表
現
で
き
た
ら
ど
う
で
し

ょ
う
。 

「
マ
マ
は
、
あ
な
た
が
あ
ま
り
何
度
言
っ
て
も
同
じ
こ

と
を
繰
り
返
す
か
ら
、
も
う
本
当
に
怒
っ
て
い
る
の
」
と

感
情
を
こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

そ
し
て
こ
と
ば
で
、
何
が
い
け
な
い
の
か
、
な
ぜ
い
け

な
い
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
す
。 

子
供
は
、
神
に
造
ら
れ
て
い
る
の
で
、
善
い
こ
と
を
理

解
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
も
の
な

の
で
す
。
な
ぜ
人
を
愛
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
？ 

あ

る
い
は
な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か
？ 

こ
れ
は
、

教
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
す
で
に
神
に
造
ら
れ
た
人
間
と

し
て
子
供
の
心
の
中
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
で
す
か
ら
、
子
供
は
、
説
明
さ
れ
れ
ば
必
ず
理
解
す

る
こ
と
出
来
る
の
で
す
。 

そ
こ
に
正
当
な
理
由
と
説
明
が
な
け
れ
ば
子
供
は
分
か

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
大
人
も
同
じ
こ
と
で
す
。 

前
回
も
述
べ
ま
し
た
が
、
「
公
の
場
で
子
供
が
騒
い
で

い
る
」
状
況
の
時
に
、
親
自
身
が
「
み
ん
な
が
見
て
い
る

か
ら
、
恥
ず
か
し
い
か
ら
、
世
間
体
が
」
と
言
っ
た
理
由

で
叱
っ
て
も
、
子
供
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
正
当
な

理
由
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
が
ど
の
よ
う

な
場
で
あ
り
、
相
手
へ
の
思
い
や
り
か
ら
、
自
分
が
騒
ぐ

の
を
抑
制
（
抑
圧
で
は
な
い
）
す
る
必
要
を
説
明
す
る
と
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子
供
は
、
そ
こ
に
正
当
は
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る

の
で
、
行
動
を
抑
制
し
始
め
ま
す
。 

正
当
な
理
由
と
は
、「
自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
、
隣
人
を

愛
す
る
」
と
い
う
聖
書
に
記
さ
れ
た
人
間
の
生
き
る
べ
き

道
で
す
。 

親
自
身
が
、
確
固
た
る
人
生
の
価
値
基
準
を
持
つ
こ
と

で
す
。
何
が
善
で
、
何
が
悪
な
の
か
を
自
信
を
も
っ
て
教

え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
よ
う
に
、
そ
の
た
め
に
は
、
聖
書

を
基
準
と
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

 

し
か
し
、
子
供
は
反
逆
を
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
あ
え
て
悪
い
道
を
選
ぼ
う

と
す
る
の
も
ま
た
子
供
、
い
え
人
間
で
す
。 

そ
こ
で
、
子
供
が
セ
ル
フ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
出
来
る
よ

う
に
手
助
け
を
し
ま
す
。 

興
奮
し
て
親
の
こ
と
ば
が
耳
に
入
ら
な
い
。
集
団
の
場

合
に
は
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
時
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
子
供
が
自
分
で
自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
な

い
場
合
に
は
、
親
の
助
け
が
必
要
で
す
。
次
の
よ
う
な
こ

と
が
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
あ
り
ま
す
。 

例
え
ば
、
三
分
間
じ
っ
と
一
点
を
見
続
け
る
（
花
や
絵

や
、
近
く
に
あ
る
も
の
）。
あ
る
い
は
、
別
の
部
屋
に
一
人

で
置
い
て
考
え
が
ま
と
ま
っ
た
ら
出
て
く
る
よ
う
に
言
い

ま
す
。 

あ
る
い
は
子
供
が
小
さ
く
て
、
興
奮
し
て
い
る
場
合
に

は
、
子
供
を
ハ
グ
し
て
、
親
が
大
き
く
深
く
深
呼
吸
を
し

ま
す
。
そ
の
呼
吸
が
子
供
の
身
体
に
伝
わ
る
く
ら
い
に
密

着
し
ま
す
。 

さ
ら
に
、
子
供
を
ハ
グ
し
た
ま
ま
祈
り
ま
す
。「
天
の
お

父
さ
ま
、
ど
う
ぞ
＊
＊
ち
ゃ
ん
に
平
安
を
与
え
て
く
だ
さ

い
」 そ

し
て
落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
で
は
静
か
に

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
前
述
の
よ
う
に

語
り
聴
か
せ
ま
す
。 
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告
白
さ
せ
る 

こ
の
告
白
の
意
味
は
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
き
っ
と

分
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
収
め
な
い
で
、
子
供
の
口
か
ら
自

分
の
こ
と
ば
で
告
白
を
さ
せ
る
の
で
す
。 

何
が
ど
う
悪
か
っ
た
の
か
？ 

子
供
の
口
か
ら
こ
と
ば

を
出
さ
せ
て
あ
げ
る
の
で
す
。
親
は
そ
の
た
め
に
、
上
手

に
尋
ね
て
あ
げ
る
の
で
す
。
そ
し
て
子
供
の
鏡
に
な
っ
て
、

子
供
の
足
り
な
い
言
葉
を
補
っ
て
繰
り
返
し
て
あ
げ
る
の

で
す
。
そ
し
て
十
分
に
子
供
が
理
解
し
た
上
で
、「
ご
め
ん

な
さ
い
」
を
言
う
よ
う
に
す
る
の
で
す
。 

こ
れ
は
、
自
分
の
行
為
は
悪
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
次
の
ス
テ
ッ
プ
の

刈
り
取
り
、
赦
し
と
続
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。 

も
ち
ろ
ん
、
ご
め
ん
な
さ
い
を
無
理
に
言
わ
せ
て
は
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

刈
り
取
り
を
教
え
る 

ご
め
ん
な
さ
い
が
言
え
た
ら
、
子
供
に
自
分
の
行
為
に

対
す
る
責
任
を
取
ら
せ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
子
供
の
出
来
る

範
囲
で
す
。
子
供
同
士
の
喧
嘩
で
あ
れ
ば
、
相
手
に
謝
る

こ
と
。
も
し
持
ち
物
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
ら
弁
償
す
る
こ

と
。
も
ち
ろ
ん
親
が
買
う
の
で
す
が
、
子
供
が
自
分
で
そ

れ
を
持
っ
て
い
き
ま
す
。
ゲ
ー
ム
の
時
間
を
守
れ
な
か
っ

た
時
に
は
、
一
週
間
の
ゲ
ー
ム
禁
止
な
ど
で
す
。 

し
か
し
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、
悪
か
っ
た
と
理
解
し
、

ご
め
ん
な
さ
い
を
言
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
食
事
を

抜
き
に
し
た
り
、
全
く
関
係
の
な
い
楽
し
み
、
例
え
ば
明

日
は
友
達
と
遊
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
、
と
な
っ
た
場
合
は
、

子
供
の
心
に
は
納
得
の
出
来
な
い
理
不
尽
な
思
い
が
残
り

ま
す
。
あ
る
場
合
に
は
傷
つ
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ

は
刈
り
取
り
で
は
は
な
く
、
刑
罰
だ
か
ら
で
す
。 

刈
り
取
り
は
、
自
分
の
行
為
に
は
、
責
任
が
あ
る
こ
と

を
学
ぶ
た
め
に
あ
り
、
決
し
て
刑
罰
と
は
違
う
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
必
ず
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
い

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
内
容
に
よ
り
ま
す

が
、
こ
こ
は
子
供
に
し
っ
か
り
と
責
任
の
取
り
方
を
教
え
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る
必
要
が
あ
る
時
に
刈
り
取
り
を
与
え
る
の
で
す
。 

先
ほ
ど
の
告
白
で
す
が
、
子
供
が
心
か
ら
納
得
し
て
ご

め
ん
な
さ
い
を
言
っ
た
ら
、
次
に
「
そ
れ
で
は
、
ど
う
や

っ
て
責
任
を
と
ろ
う
か
？
」
と
子
供
に
尋
ね
る
の
で
す
。

小
さ
け
れ
ば
、
小
さ
い
な
り
に
考
え
さ
せ
る
の
で
す
。 

そ
こ
で
「
＊
＊
チ
ャ
ン
に
謝
る
」
と
言
え
れ
ば
素
晴
ら

し
い
こ
と
で
す
。
言
え
な
く
て
も
、
親
が
子
供
の
未
熟
な

部
分
を
補
っ
て
「
じ
ゃ
あ
、
こ
う
し
た
ら
ど
う
か
な
？
」

と
教
え
て
あ
げ
て
も
い
い
で
す
。 

刈
り
取
り
は
、
親
が
裁
判
官
席
か
ら
宣
告
す
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
子
供
と
一
緒
に
考
え
る
の
で
す
。
我
が

家
の
次
男
は
、
ゲ
ー
ム
の
や
り
過
ぎ
で
叱
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
「
じ
ゃ
あ
、
ど
う
す
る
？
」
と
尋
ね
る
と
、
自
分

か
ら
「
一
週
間
ゲ
ー
ム
を
し
な
い
」
と
答
え
ま
す
。
自
分

で
理
解
し
て
、
納
得
し
て
の
刈
り
取
り
で
す
か
ら
効
果
が

あ
り
ま
す
。 

  

赦
し
を
与
え
る 

最
後
に
こ
れ
が
大
切
で
す
。
一
回
一
回
の
出
来
事
に
終

止
符
を
打
つ
の
で
す
。
子
供
が
叱
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
が

大
小
に
関
わ
ら
ず
、「
理
解
し
、
告
白
し
、
刈
り
取
っ
た
ら
」

親
は
子
供
に
赦
し
を
宣
言
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。 

ち
な
み
に
「
許
し
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
許
し
」
は
許

可
で
す
か
ら
、
子
供
の
悪
い
行
為
に
対
し
て
許
容
す
る
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
。「
赦
し
」
は
裁
き
が
終
わ
っ
た
と
い
う

意
味
な
の
で
す
。 

子
供
は
、
赦
さ
れ
る
と
き
、
も
う
一
度
立
ち
上
が
っ
て

前
進
す
る
力
を
得
ま
す
。 

赦
し
と
は
、
三
つ
のF

O
R

で
す
。 

F
O

R
G

IV
E
 
 

F
O

R
G

E
T
 
 

F
O

E
E

V
E

R
 

子
供
に
と
っ
て
、
い
え
大
人
に
と
っ
て
も
辛
い
こ
と
は
、

赦
し
が
な
い
こ
と
で
す
。
過
去
の
行
為
に
よ
っ
て
、
今
も

責
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
鉄
の
鎖
と
重
た
い
球

を
付
け
ら
れ
た
囚
人
の
よ
う
に
、
い
つ
も
過
去
に
引
き
づ

ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 
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赦
し
は
、
私
た
ち
か
ら
鎖
を
断
ち
切
り
、
自
由
を
も
た

ら
し
ま
す
。 

よ
く
、
日
本
は
失
敗
し
た
ら
終
わ
り
の
国
、
だ
か
ら
失

敗
し
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
。
何
か
い
つ
も
び
く
び
く
し

て
い
る
よ
う
で
す
。 

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
は
失
敗
し
て
も
や
り
直
せ
る
国
だ

と
い
い
ま
す
。
過
去
で
は
な
く
、
今
が
ど
う
な
の
か
、
こ

れ
か
ら
ど
う
生
き
る
の
か
？ 
そ
れ
が
問
わ
れ
ま
す
。 

も
ち
ろ
ん
巨
視
的
な
見
方
で
す
が
、
あ
る
程
度
言
い
当

て
て
い
る
で
し
ょ
う
。 

子
供
た
ち
が
、
い
つ
ま
で
も
過
去
に
捕
ら
わ
れ
な
い
で
、

む
し
ろ
そ
れ
を
糧
と
し
て
、
明
日
に
向
か
っ
て
生
き
て
い

く
た
め
に
、
赦
し
が
必
要
な
の
で
す
。 

「
あ
な
た
は
、
確
か
に
こ
の
よ
う
な
失
敗
を
し
た
け
れ

ど
、
で
も
あ
な
た
の
過
ち
は
赦
さ
れ
た
」
と
言
っ
て
あ
げ

た
い
も
の
で
す
。 

そ
の
時
に
、
赦
し
の
根
拠
と
し
て
、
聖
書
の
こ
と
ば
を

引
用
し
て
、
一
緒
に
祈
っ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。 

 

「
も
し
、
私
た
ち
が
自
分
の
罪
を
言
い
表
す
な
ら
、
神

は
真
実
で
正
し
い
方
で
す
か
ら
、
そ
の
罪
を
赦
し
、
す
べ

て
の
悪
か
ら
私
た
ち
を
清
め
て
く
だ
さ
い
ま
す
。」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
一
ヨ
ハ
ネ
一
章
九
節
） 

 

「
神
さ
ま
、
ボ
ク
は
＊
＊
な
悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
ご
め
ん
な
さ
い
。
で
も
イ
エ
ス
様
が
ボ
ク
の
罪

の
た
め
に
十
字
架
に
か
か
っ
て
く
だ
さ
り
、
僕
の
罪
が
赦

さ
れ
た
こ
と
を
信
じ
ま
す
。」
と
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。 

そ
う
祈
っ
て
、
子
供
を
赦
し
た
か
ら
に
は
、
親
は
「
あ

の
時
に
も
！
」
と
言
っ
て
過
去
の
こ
と
を
持
ち
出
さ
な
い

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
子
供
の
心
を
過
去
に
縛
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

叱
る
時
に
は
、
必
ず
こ
の
「
赦
し
」
に
ま
で
至
り
ま
し

ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
子
供
は
叱
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
良

い
人
生
を
手
に
入
れ
ま
す
。 

 
 
 
 

文
：
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士 


