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あ
と
は
野
と
な
れ
？ 

牧
師 

水
草 

修
治 

    

紀
元
前
八
世
紀
か
ら
七
世
紀
、
オ
リ
エ
ン
ト
世
界

に
ア
ッ
シ
リ
ヤ
と
い
う
巨
大
軍
事
帝
国
が
出
現
し

た
。
オ
リ
エ
ン
ト
を
史
上
初
め
て
統
一
し
た
帝
国
で

あ
る
。
ア
ッ
シ
リ
ヤ
は
、
征
服
し
た
国
々
の
人
々
を

強
制
移
住
・
混
血
さ
せ
て
諸
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
奪
い
去
ろ
う
と
し
た
。 

こ
の
危
機
の
時
代
、
南
ユ
ダ
王
国
を
治
め
た
の
が

ヒ
ゼ
キ
ヤ
で
あ
る
。
諸
国
こ
と
ご
と
く
ア
ッ
シ
リ
ヤ

に
併
呑
さ
れ
、
都
エ
ル
サ
レ
ム
が
十
八
万
五
千
人
の

敵
に
包
囲
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
王
は
神
の
前
に

ひ
ざ
ま
ず
い
て
祈
っ
た
。
「
私
た
ち
の
神
、
主
よ
。

今
、
私
た
ち
を
彼
の
手
か
ら
救
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ

う
す
れ
ば
、
地
の
す
べ
て
の
王
国
は
、
あ
な
た
だ
け 

が
神
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
ょ
う
。
」
そ
の
夜
、

世
界
史
上
、
謎
の
一
つ
で
あ
る
出
来
事
が
起
っ
た
。

翌
朝
み
る
と
、
十
八
万
五
千
人
の
ア
ッ
シ
リ
ヤ
軍
は

全
滅
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
聖
書
は
主
の
使
い
が
彼

ら
を
打
っ
た
と
記
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
経
験
を
通
し
て
、
生
け
る
神
を
知
っ

て
い
た
ヒ
ゼ
キ
ヤ
王
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
晩
年
に
大

き
な
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
。
な
お
ア
ッ
シ
リ
ヤ
の

圧
力
を
感
じ
て
い
た
時
、
ヒ
ゼ
キ
ヤ
は
バ
ビ
ロ
ン
か

ら
遠
来
の
使
者
を
迎
え
、
軍
事
同
盟
を
結
ぶ
の
で
あ

る
。
ヒ
ゼ
キ
ヤ
は
使
者
に
ソ
ロ
モ
ン
王
以
来
蓄
え
ら

れ
て
き
た
金
銀
財
宝
を
こ
と
ご
と
く
見
せ
て
し
ま

う
。
時
に
、
預
言
者
イ
ザ
ヤ
は
ヒ
ゼ
キ
ヤ
王
に
、
主

の
こ
と
ば
を
告
げ
る
。
「
見
よ
。
あ
な
た
の
家
に
あ

る
物
が
す
べ
て
バ
ビ
ロ
ン
へ
運
び
去
ら
れ
る
日
が

き
て
い
る
。
何
一
つ
残
さ
れ
ま
い
。
ま
た
あ
な
た
の

息
子
た
ち
の
う
ち
、
捕
ら
え
ら
れ
て
バ
ビ
ロ
ン
王
の

宮
殿
で
宦
官
と
な
る
者
が
あ
ろ
う
。」 

ヒ
ゼ
キ
ヤ
は
イ
ザ
ヤ
に
言
っ
た
。
「
あ
な
た
が
告 

 
 

見
晴
台
の
教
会
へ
ど
う
ぞ 

 

集
会
あ
ん
な
い 

日
曜
日 

サ
ン
デ
ー
ス
ク
ー
ル 

午
前
八
時
四
五
分 

朝
礼
拝 

 

午
前
十
時
か
ら
十
一
時
半 

 
 
 
 
 
 

夕
礼
拝 

 

午
後
七
時
半
か
ら
八
時
半 

水
曜
日 

祈
り
会 

午
前
十
時
半
と
午
後
七
時
半 

＊
海
尻･

川
上･

野
辺
山
で
毎
月
家
庭
集
会
あ
り
。 

＊
個
人
的
な
聖
書
勉
強
や
個
人
的
な
ご
相
談
に

も
乗
り
ま
す
。 

通
信
小
海 

<

今
月
の
御
言
葉>

「
こ
の
天
地
は
滅

び
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
こ
と
ば
は

決
し
て
滅
び
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」 

マ
ル
コ
福
音
書
十
三
章
三
十
一
節 

日
本
同
盟
基
督
教
団 

小
海
キ
リ
ス
ト
教
会 

牧
師 

水
草
修
治 

 

会
堂
・
牧
師
館 

長
野
県
南
佐
久
郡
小
海
町
大
字
小
海
四
三
五
五
―
二
七 
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一
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○
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二-

四
七
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郵
便
振
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五
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―
○
―
六
一
六
八
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② 
げ
て
く
れ
た
主
の
こ
と
ば
は
あ
り
が
た
い
。
」
彼

は
自
分
が
生
き
て
い
る
間
は
、
平
和
で
安
全
だ
ろ

う
と
思
っ
た
の
あ
る
が
、
「
後
は
野
と
な
れ
山
と

な
れ
」
と
は
、
名
君
と
き
こ
え
た
ヒ
ゼ
キ
ヤ
王
と

し
て
は
な
ん
と
情
け
な
い
。 

 

そ
う
い
え
ば
、
か
つ
て
「
世
界
の
借
金
王
と
な

り
ま
し
た
。
」
と
わ
ら
っ
て
答
え
て
い
た
宰
相
は

間
も
な
く
死
ん
だ
が
、
今
や
、
国
の
財
政
赤
字
は

七
百
十
三
兆
三
千
六
百
十
億
円
に
上
る
。
今
、
景

気
は
回
復
期
に
入
っ
た
と
い
う
が
、
わ
が
国
の
経

済
は
な
お
薄
氷
上
に
あ
る
。 

経
済
に
か
ぎ
ら
ず
、
私
た
ち
は
後
の
世
代
に
恥

じ
ぬ
生
き
方
を
し
た
い
。
発
行
部
数
ト
ッ
プ
を
ほ

こ
る
新
聞
の
社
説
は
、
正
月
早
々
声
高
に
「
改

憲
！
」
を
叫
ん
で
い
る
。
憲
法
九
条
は
世
界
の
現

状
と
あ
わ
な
く
な
っ
て
い
る
と
、
国
民
の
大
半
が

考
え
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦

後
、
新
聞
社
は
自
ら
が
国
民
を
破
滅
的
侵
略
戦
争

へ
と
駆
り
立
て
た
張
本
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た

こ
と
を
反
省
し
つ
つ
再
ス
タ
ー
ト
し
た
は
ず
で

あ
る
の
に
。
今
は
憲
法
九
条
と
い
う
遺
産
は
、
ほ

ん
と
う
に
我
々
が
次
世
代
に
遺
す
べ
き
も
の
で

は
な
い
の
か
ど
う
か
、
よ
く
よ
く
考
え
る
べ
き
時

だ
。 

カ
ゼ
予
防
に
風
門
指
圧 

風
門
と
は
カ
ゼ
の
入
り
口
の
つ
ぼ
。
こ
こ

を
普
段
か
ら
五
秒
、
四
〜
五
回
、
指
圧
し
て

お
く
と
、
カ
ゼ
予
防
に
な
り
ま
す
。
面
倒
な

ひ
と
は
、
使
い
捨
て
カ
イ
ロ
を
こ
こ
に
当
て

て
お
く
だ
け
で
も
効
果
あ
り
。 

 

風
門
の
つ
ぼ
は
、
背
中
側
、
首
の
付
け
根

に
あ
る
骨
の
出
っ
張
り
か
ら
、
下
へ
背
骨
の

突
起
を
数
え
た
と
き
、
二
つ
目
の
突
起
か
ら

左
右
外
側
に
指
幅
二
本
分
離
れ
た
と
こ
ろ
。 

 

 
  

福
音
指
圧
教
室 

日
時 

一
月
十
五
日(

土) 

午
後
二
時
か
ら
三
時
半 

場
所:

小
海
キ
リ
ス
ト
教
会
会
堂 

 

持
ち
物:

バ
ス
タ
オ
ル
、
タ
オ
ル
、
く
つ
し
た 

無
料
で
す 

﹇

野

宿

者

炊

き

出

し

支

援

﹈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
谷
地
区
で
越
年
支
援
（
０
４
年
１

２
月
３
０
日
付
東
京
新
聞 

し
た
ま
ち
版
） 

  
 

小
雪
が
舞
う
厳
し
い
寒
さ
の
中
、
台
東
区
日
本

堤
の
城
北
労
働
・
福
祉
セ
ン
タ
ー
前
で
二
十
九
日

夕
、
山
谷
地
区
の
野
宿
生
活
者
へ
の
越
年
炊
き
出
し

が
始
ま
っ
た
＝
写
真
。
行
政
が
休
み
の
年
末
年
始

は
、
相
談
窓
口
に
な
っ
て
い
る
同
セ
ン
タ
ー
の
給
食

援
護
も
な
く
な
る
。
こ
の
た
め
民
間
の
支
援
団
体

「
山
谷
労
働
者
福
祉
会
館
」
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ら
が
、
朝
と
夕
の
一
日
二
回
の
炊
き
出
し
を
年
明
け

四
日
朝
ま
で
続
け
る
。
同
セ
ン
タ
ー
前
に
は
就
寝
所

も
設
置
。
救
急
車
へ
の
添
乗
な
ど
も
二
十
四
時
間
対

応
可
能
な
態
勢
を
整
え
た
。 

毛
布
・未
使
用
切
手
が
必
要
で
す
！ 

山
谷
農
場
事
務
局
（
藤
田 

 
寛
） 
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○
二
四
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四-

五
三
七
九
六 

山
谷
農
場 

一
月
―
十
一
月
の
給
食
数 

七
万
四
百
八
十
六
食 

 
 
 



③ 

あ
な
た
が
た
も 

悔
い
改
め
な
け
れ
ば 

     

そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
彼
ら
に
話
し
始
め
ら
れ

た
。
「
人
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な

さ
い
。
わ
た
し
の
名
を
名
の
る
者
が
大
ぜ
い
現
わ

れ
、『
私
こ
そ
そ
れ
だ
。
』
と
言
っ
て
、
多
く
の
人

を
惑
わ
す
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
戦
争
の
こ
と
や
戦

争
の
う
わ
さ
を
聞
い
て
も
、
あ
わ
て
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
必
ず
起
こ
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

終
わ
り
が
来
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
族
は
民

族
に
、
国
は
国
に
敵
対
し
て
立
ち
上
が
り
、
方
々

に
地
震
が
あ
り
、
き
き
ん
も
起
こ
る
は
ず
だ
か
ら

で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
産
み
の
苦
し
み
の
初

め
で
す
。(

マ
ル
コ
福
音
書
十
五
章
五
―
八
節
） 

  

昨
年
は
大
型
台
風
が
次
々
に
襲
来
し
、
大
地
震

が
あ
り
、
火
山
が
噴
火
し
、
巨
大
津
波
が
イ
ン
ド

洋
諸
国
を
襲
っ
た
。
こ
う
い
う
出
来
事
を
前
に 

ど
う
考
え
る
生
き
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
主
イ
エ

ス
は
、
終
わ
り
の
時
代
、
こ
う
い
う
災
害
が
頻
発
す

る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。 

あ
る
日
、
主
イ
エ
ス
に
「
災
難
に
あ
っ
た
、
あ
の

ガ
リ
ラ
ヤ
人
は
バ
チ
が
あ
た
っ
た
の
か
？
」
と
尋
ね

る
人
が
あ
っ
た
。
す
る
と
主
イ
エ
ス
は
次
の
よ
う
に

お
答
え
に
な
っ
た
。
「
そ
の
ガ
リ
ラ
ヤ
人
た
ち
が
そ

の
よ
う
な
災
難
を
受
け
た
か
ら
、
ほ
か
の
ど
の
ガ
リ

ラ
ヤ
人
よ
り
も
罪
深
い
人
た
ち
だ
っ
た
と
で
も
思

う
の
で
す
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
あ
な
た

が
た
に
言
い
ま
す
。
あ
な
た
が
た
も
悔
い
改
め
な
い

な
ら
、
み
な
同
じ
よ
う
に
滅
び
ま
す
。
」 

あ
る
人
た
ち
は
災
難
に
あ
っ
た
人
を
見
る
と
、

「
そ
う
だ
連
中
は
バ
チ
が
あ
た
っ
た
ん
だ
。
」
と
か

「
前
世
の
因
縁
だ
」
と
か
言
う
。
ま
る
で
自
分
が
審

き
主
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
ま
た
合
理
的
な
人
は
、

「
バ
チ
な
ど
あ
る
も
の
か
。
偶
然
に
す
ぎ
に
す
ぎ
な

い
。
」
と
い
う
だ
ろ
う
。 

主
イ
エ
ス
は
、
あ
る
意
味
で
そ
の
災
厄
が
神
の
与

え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
な
さ
ら
な
い
。
し
か

し
、
主
の
お
答
え
の
刃
は
、
む
し
ろ
、
他
人
の
災
難

に
つ
い
て
冷
た
い
評
論
を
す
る
者
た
ち
に
向
け
ら

れ
る
。
「
あ
な
た
が
た
も
悔
い
改
め
な
い
な
ら
、
み

な
同
じ
よ
う
に
滅
び
ま
す
。
」 

ま
ず
私
た
ち
は
、
自
分
が
生
殺
与
奪
の
権
を
も
つ

神
で
は
な
く
人
間
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
わ
き
ま
え
た

い
。
神
を
非
難
す
る
口
を
閉
ざ
し
、
他
の
人
を
さ
ば

く
こ
と
を
や
め
、
あ
わ
れ
み
深
く
行
動
し
た
い
。
私

た
ち
は
人
を
計
る
は
か
り
で
計
り
返
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
に
関
し
て
は
「
あ
な
た
が
た

も
悔
い
改
め
な
い
な
ら
同
じ
よ
う
に
滅
び
ま
す
。
」

と
い
う
警
告
に
お
の
の
き
、
そ
し
て
、
き
ょ
う
生
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
謙
虚
に
感
謝
し
た
い
。 

 

聞
き
な
さ
い
。
「
き
ょ
う
か
、
あ
す
、
こ
れ
こ
れ

の
町
に
行
き
、
そ
こ
に
一
年
い
て
、
商
売
を
し
て
、

も
う
け
よ
う
。
」
と
言
う
人
た
ち
。
あ
な
た
が
た
に

は
、
あ
す
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
あ
な
た

が
た
の
い
の
ち
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で

す
か
。
あ
な
た
が
た
は
、
し
ば
ら
く
の
間
現
わ
れ
て
、

そ
れ
か
ら
消
え
て
し
ま
う
霧
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
、
あ
な
た
が
た
は
こ
う
言
う
べ
き
で
す
。
「
主
の

み
こ
こ
ろ
な
ら
、
私
た
ち
は
生
き
て
い
て
、
こ
の
こ

と
を
、
ま
た
は
、
あ
の
こ
と
を
し
よ
う
。
」
と
こ
ろ

が
こ
の
と
お
り
、
あ
な
た
が
た
は
む
な
し
い
誇
り
を

も
っ
て
高
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
高
ぶ
り

は
、
す
べ
て
悪
い
こ
と
で
す
。 

ヤ
コ
ブ
四
章
十
三
―
十
六 



④ 
〔
幸
福
な
家
庭
〕 

愛
の
む
ち 

    

次
々
と
い
た
ま
し
い
幼
児
虐
待
の
事
件
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
時
代
、
親
た
ち
は
躾
に
つ
い
て
び
く

び
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
適
切
な
愛
の
む
ち
は
や
っ
ぱ
り
必
要
な
の
で

あ
る
。
適
切
な
愛
の
む
ち
が
な
い
か
ら
逆
に
虐
待

に
い
た
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

 

子
ど
も
は
二
歳
か
ら
三
歳
に
か
け
て
、
個
人
差

は
あ
り
ま
す
が
、
反
抗
期
を
迎
え
ま
す
。
反
抗
期

以
前
の
幼
子
と
い
う
の
は
、
真
似
ば
か
り
し
た
が

る
模
倣
期
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
は
扱
い
や
す

い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
を
過
ぎ
る
と
あ
の
か

わ
い
か
っ
た
子
ど
も
が
突
然
、
「
イ
ヤ
」
と
か

「
・
・
・
し
な
い
の
」
と
か
自
己
主
張
し
反
抗
し

は
じ
め
ま
す
。
あ
ん
な
に
素
直
な
よ
い
子
だ
っ
た

の
に
、
こ
の
子
ど
う
し
ち
ゃ
っ
た
の
か
し
ら
と
親

は
と
ま
ど
い
ま
す
。
模
倣
で
な
く
自
立
を
求
め 

始
め
て
い
る
の
で
す
。
自
分
の
行
動
の
基
準
を

見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
時
期
、
親
は
腹
を
く
く
っ
て
、
三
歳
児

と
の
対
決
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
け
っ

し
て
子
ど
も
に
な
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で

す
。
三
歳
児
は
、<

マ
マ
と
ボ
ク
と
ど
っ
ち
が
偉

い
の
か
？
パ
パ
と
ワ
タ
シ
と
ど
っ
ち
が
え
ら
い

の
か
？>

と
い
う
権
威
問
題
に
決
着
を
つ
け
る

た
め
に
挑
ん
で
来
る
の
で
す
。
も
し
マ
マ
、
パ

パ
が
三
歳
児
に
負
け
て
し
ま
う
と
、
三
歳
児
は

自
分
が
王
様
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

に
、
図
に
乗
っ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
無
理
難
題
を
要

求
し
て
く
る
ヒ
ト
ラ
ー
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な

っ
て
か
ら
で
は
、
親
は
感
情
的
に
な
り
、
小
さ

な
ヒ
ト
ラ
ー
に
激
し
い
虐
待
を
く
わ
え
て
し
ま

う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。 

 

暴
君
に
な
る
こ
と
は
、
三
歳
児
に
と
っ
て
最

も
不
幸
な
こ
と
で
す
。
や
が
て
保
育
園
に
行
き
、

小
学
校
に
進
み
、
中
学
校
へ
、
高
校
へ
、
社
会

へ
と
出
て
み
る
と
、
だ
れ
が
彼
の
こ
と
を
王
様

と
し
て
は
み
な
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
？
そ
の

子
は
、
た
だ
の
わ
が
ま
な
な
嫌
わ
れ
者
に
な
っ

て
し
ま
う
だ
け
で
す
。 

 

ま
ず
、
三
歳
児
の
主
張
が
、
正
当
な
主
張
で 

あ
り
態
度
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
親
の
権
威
を
あ

な
ど
っ
て
い
る
の
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
大
事
で

す
。
「
の
ど
が
か
わ
い
た
」
と
い
う
自
然
に
か
な
っ

た
正
当
な
要
求
な
ら
ば
、
よ
く
聞
い
て
や
る
。
け
れ

ど
も
、
「
の
ど
が
か
わ
い
た
」
と
い
う
の
で
水
を
あ

げ
た
ら
、
「
こ
ん
な
も
の
い
ら
な
い
！
」
と
言
っ
て

コ
ッ
プ
を
ひ
っ
く
り
返
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
権
威

を
あ
な
ど
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
っ
か
り
と
叱
る
べ

き
で
す
。
子
ど
も
の
し
た
こ
と
だ
か
ら
仕
方
な
い
の

で
は
な
く
、
子
ど
も
の
し
た
こ
と
だ
か
ら
、
ち
ゃ
ん

と
叱
る
の
が
本
当
の
愛
で
す
。 

そ
し
て
、
叱
る
な
ら
、
そ
の
子
が
心
か
ら
ご
め
ん

な
さ
い
と
い
え
る
ま
で
つ
き
あ
う
覚
悟
が
必
要
で

す
。
中
途
半
端
だ
と
反
抗
心
を
育
て
る
だ
け
で
す
。

子
ど
も
の
個
性
に
よ
り
、
こ
と
ば
だ
け
で
す
む
場
合

も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
安
全
な
方
法
で
痛
み
を
与
え

る
こ
と
が
必
要
な
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ち
ゃ
ん

と
ご
め
ん
な
さ
い
が
出
来
た
子
は
、
親
に
だ
っ
こ
し

て
ほ
し
い
と
い
う
サ
イ
ン
を
出
し
ま
す
か
ら
、
ぎ
ゅ

っ
と
抱
っ
こ
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
親
に
も

子
に
も
幸
せ
な
と
き
で
す
。 

 ｢

あ
か
ら
さ
ま
に
責
め
る
の
は
、 

ひ
そ
か
に
愛
す
る
の
に
ま
さ
る
。
」
箴
言
二
七:

五 


