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偶
像
は
倒
れ
た 

牧
師 

水
草
修
治 

    

バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
自
殺
者
数
が
二
万
人
か
ら
激
増

し
、
こ
こ
五
年
間
は
三
万
人
を
超
え
て
い
る
。
特
に

中
高
年
の
「
勤
務
問
題
」
を
苦
に
し
た
自
殺
が
増
え
、

生
命
保
険
会
社
は
自
殺
に
は
保
険
金
を
支
払
わ
な

い
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
。 

 

日
本
が
先
の
戦
争
に
破
れ
た
時
、
現
人
神
と
し
て

の
天
皇
と
い
う
偶
像
が
音
を
立
て
て
倒
れ
た
。
明
治

以
降
、
特
に
大
日
本
帝
国
憲
法
・
教
育
勅
語
以
降
、

多
く
の
日
本
人
は
天
皇
に
身
も
心
も
家
族
も
さ
さ

げ
仕
え
る
こ
と
に
、
自
分
の
存
在
意
義
を
見
出
し
て

い
た
。
し
か
し
、
偶
像
は
や
が
て
か
な
ら
ず
倒
れ
る
。

現
人
神
天
皇
に
も
、
や
が
て
倒
れ
る
日
が
来
た
の
は 

当
然
で
あ
っ
た
。 

 

戦
後
、
し
ば
ら
く
の
混
乱
期
の
後
に
、
高
度
成
長

期
が
や
っ
て
き
た
。
今
度
、
現
人
神
天
皇
に
代
わ
っ

て
登
場
し
た
の
は
「
会
社
」
と
い
う
名
の
偶
像
で
あ

っ
た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
は
午
前
六
時
に
は
出

勤
、
夜
中
一
時
に
帰
宅
す
る
よ
う
な
生
活
を
し
、
子

ど
も
が
お
父
さ
ん
の
顔
を
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

家
庭
が
東
京
で
は
ご
く
ふ
つ
う
と
い
っ
た
状
態
だ

っ
た
し
、
今
も
っ
て
、
人
件
費
削
減
の
た
め
に
も
っ

と
状
況
は
悪
化
し
て
い
る
職
場
も
あ
る
。 

 

先
日
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
学
校
で
日
本
の
右
の
よ

う
な
状
況
に
つ
い
て
お
話
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た

が
、
か
の
国
の
人
々
は
み
な
顔
を
見
合
わ
せ
て
あ
き

れ
た
と
い
う
表
情
を
し
て
い
た
。
私
た
ち
日
本
人
は

井
の
中
の
蛙
で
「
み
ん
な
が
そ
う
な
ん
だ
か
ら
当
た

り
前
だ
。
仕
方
が
な
い
。
」
と
思
っ
て
い
る
が
、
客

観
的
に
見
れ
ば
、
日
本
の
社
会
は
た
し
か
に
異
常
な

の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
も
バ
ブ
ル
崩
壊
前
は
、｢

神
」
で
あ
る
会 

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 
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牧
師
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長
野
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佐
久
郡
小
海
町
大
字
小
海
四
三
五
五
―
二
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② 
社
は
、
終
身
雇
用
を
約
束
し
、
社
員
と
い
う
名
の

信
者
の
人
生
を
最
期
ま
で
面
倒
見
て
い
た
。
だ
か

ら
社
員
は
人
生
の
す
べ
て
を
会
社
に
さ
さ
げ
る

意
味
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
偶
像
は
必
ず
倒
れ
る
。

バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
、｢

会
社
」
と
い
う
名
の
偶
像

は
音
を
立
て
て
倒
れ
た
。｢

会
社
」
が
、
な
ん
と

信
者
い
や
社
員
を
ば
っ
さ
ば
っ
さ
と
リ
ス
ト
ラ

し
始
め
た
の
で
あ
る
。
「
会
社
」
に
見
捨
て
ら
れ

た
社
員
た
ち
は
、
生
活
と
心
の
支
え
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
父
親
世
代
を
見
て

い
る
若
者
た
ち
が
、
会
社
に
献
身
す
る
こ
と
の
む

な
し
さ
を
感
じ
て
就
職
す
る
こ
と
に
二
の
足
を

踏
ん
で
い
る
。 

 

た
し
か
に
悲
惨
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

も
そ
も
神
な
ら
ぬ
も
の
を
神
と
し
て
き
た
こ
と

が
大
き
な
あ
や
ま
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
目
を
さ

ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
た
と
え
天

地
が
滅
ん
で
も
信
頼
に
足
る
お
方
に
こ
そ
、
自
分

の
人
生
を
委
ね
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
主
イ
エ
ス

は
言
わ
れ
た
。 

 

「
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 

福
音
指
圧
教
室
に 

ど
う
ぞ 

 
 

 

  

肩
こ
り
を
腕
か
ら
治
す
方
法
と
か
、
頭
痛
は
首
筋

と
後
頭
部
で
直
す
と
か
、
腰
痛
は
お
な
か
か
ら
治
す

と
か
、
先
日
は
冷
え
性
を
足
か
ら
治
す
と
か
、
ず
い

ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
と
学
ん
で
き
ま
し
た
。
実
際
に
役
に

立
ち
ま
す
。
頭
痛
薬
ば
か
り
飲
ん
で
い
る
と
胃
が
悪

く
な
り
ま
す
し
ね
。
押
せ
ば
直
る
ん
で
す
か
ら
便
利

で
す
。
あ
な
た
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

日
時 

二
月
二
十
日(

日) 

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
が
集
う
山
谷
に
行
っ
て
﹈ 

(

２
０
０
５
年
０
１
月
１
４
日
付 

信
濃
毎
日
新
聞
朝
刊 

「
建
設
標
」
よ
り
抄
録)   

 
 

年
末
、
私
の
村
の
人
た
ち
十
三
人
で
、
東
京
・
山
谷

地
区
の
野
宿
者
へ
の
炊
き
出
し
の
手
伝
い
に
行
っ
た
。

村
の
中
で
呼
び
掛
け
て
集
め
た
毛
布
約
百
三
十
枚
を

持
っ
て
。 

▼
山
谷
は
私
が
想
像
し
た
東
京
と
は
全
く
違

う
景
色
だ
っ
た
。
野
宿
者
が
使
っ
た
毛
布
や
段
ボ
ー
ル

が
、
あ
ち
こ
ち
で
目
に
付
い
た
。
▼
炊
き
出
し
の
場
所

へ
行
く
と
、
野
宿
者
た
ち
が
炊
き
だ
し
の
準
備
を
し
て

い
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
が
す
べ
て
の
仕
事
を

こ
な
す
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
彼
ら
の
テ
キ
パ

キ
と
し
た
働
き
ぶ
り
に
驚
い
た
。
▼
日
帰
り
の
短
時
間

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
あ
っ
た
が
、
リ
ス
ト
ラ
な
ど
に

よ
っ
て
野
宿
せ
ざ
る
を 

得
な
く
な
っ
た
人
た
ち
の
実

態
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わ
り
ば
し
・毛
布
・
未
使
用
切
手
を
！ 

山
谷
農
場
事
務
局
（
藤
田 

 

寛
） 
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８
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○
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四
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五
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山
谷
農
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③ 

単
純
な
こ
と 

    

「
し
か
し
、
こ
の
方
を
受
け
入
れ
た
人
々
、
す
な

わ
ち
、
そ
の
名
を
信
じ
た
人
々
に
は
、
神
の
子
ど

も
と
さ
れ
る
特
権
を
お
与
え
に
な
っ
た
。
」 

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
章
十
二
節 

  

こ
の
聖
書
の
こ
と
ば
は
、
救
い
の
た
め
の
真
理

を
単
純
に
告
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
こ
の
方｣

イ
エ
ス･

キ
リ
ス
ト
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
す
。

神
に
背
を
向
け
て
き
た
自
分
の
罪
を
認
め
イ
エ

ス
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
も
救
わ
れ
ま
す
。

な
ん
と
単
純
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
神
が
用
意
し
て

く
だ
さ
っ
た
救
い
の
道
は
単
純
な
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
神
様
が
ご
用
意
く
だ
さ
っ
た
救
い

と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
を
見
る
と
、
そ
れ

は
神
の
子
ど
も
と
さ
れ
る
特
権
を
受
け
る
こ
と

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
間
は
生
ま

れ
な
が
ら
に
は
、
神
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
み

な
し
ご
の
よ
う
な
状
態
な
の
で
す
が
、
イ
エ
ス
様 

を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
神
の
子
ど
も
に
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
神
の
子
ど
も
に
な
る
と
、

創
造
主
で
あ
る
神
は
、
親
が
子
ど
も
を
愛
し
守
り
育

て
る
よ
う
な
格
別
の
愛
の
対
象
と
し
て
あ
な
た
を

導
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。 

あ
る
夫
婦
が
孤
児
院
を
訪
ね
、
み
な
し
子
の
一
人

を
我
が
子
と
し
て
選
び
、
入
籍
し
、
愛
し
、
慈
し
み
、

育
て
て
い
く
よ
う
に
、
神
は
私
た
ち
の
こ
と
を
愛
し

て
守
り
導
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。 

イ
エ
ス
様
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
も
神
様
の

子
ど
も
で
す
か
ら
、
創
造
主
で
あ
る
神
様
を
「
お
と

う
さ
ん
」
と
心
か
ら
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
「
お
と
う
さ
ん
」
と
呼
ん
で
、
感
謝
の
生

活
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
「
お
と
う
さ
ん
」
と
呼
ん
で
人
生
の
相
談
に
乗

っ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
「
お
と
う
さ
ん
」
と

呼
ん
で
、
心
の
面
で
も
物
質
的
な
面
で
も
い
ろ
い
ろ

な
、
お
願
い
ご
と
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。 

ま
た
、
イ
エ
ス
様
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
創
造
主
は

あ
な
た
を
格
別
の
愛
の
対
象
と
し
て
、
聖
書
の
み
こ

と
ば
を
も
っ
て
導
い
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
今
ま
で
た
だ
の
活
字
に
す
ぎ
な
か
っ
た
聖
書
が 

自
分
に
語
ら
れ
て
い
る
父
か
ら
の
愛
と
知
恵
に
満

ち
た
手
紙
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 
 

ま
た
、
イ
エ
ス
様
を
信
じ
て
創
造
主
を
「
お
と
う

さ
ん
」
と
呼
べ
る
よ
う
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
心

配
事
で
く
た
び
れ
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
す
べ
て
の
こ
と
を
ご
存
知
で
あ
り
、
す
べ
て

の
こ
と
を
導
い
て
く
だ
さ
る
創
造
主
が
、
父
と
し
て

の
愛
を
も
っ
て
あ
な
た
の
人
生
に
ご
配
慮
く
だ
さ

る
か
ら
で
す
。
た
と
え
今
、
辛
く
理
解
で
き
な
い
出

来
事
で
あ
っ
て
も
、
天
の
父
は
す
べ
て
の
こ
と
を
働

か
せ
て
、
最
終
的
に
益
に
変
え
て
く
だ
さ
る
、
そ
う

い
う
お
方
な
の
で
す
。 

 

「
あ
な
た
が
た
の
思
い
煩
い
を
い
っ
さ
い
神
に
委

ね
な
さ
い
。
神
が
あ
な
た
が
た
の
こ
と
を
心
配
し
て

く
だ
さ
る
か
ら
で
す
。
」
第
一
ペ
テ
ロ
五
章
七
節 

 

「
神
を
愛
す
る
人
々
、
す
な
わ
ち
、
神
の
ご
計
画
に

し
た
が
っ
て
召
さ
れ
た
人
々
の
た
め
に
は
、
神
は
す

べ
て
の
こ
と
を
働
か
せ
て
益
と
し
て
く
だ
さ
る
こ

と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
ま
す
。
」 

ロ
ー
マ
書
八
章
二
十
八
節 



④ 
〔
幸
福
な
家
庭
〕 

も
の
に
は
言
い
方
が

あ
る 

    

「
く
そ
ば
ば
あ
。
お
ま
え
な
ん
か
、
大
嫌
い

だ
！
」
こ
ん
な
こ
と
を
子
ど
も
に
言
わ
れ
た
ら
ど

う
し
ま
す
か
。
子
ど
も
は
、
自
分
の
感
情
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
て
、
時
と
し
て
こ
ん
な
暴
言

を
吐
く
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
親
と
し
て
は
、

ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

大
事
な
こ
と
の
一
つ
は
、
子
ど
も
に
も
怒
る
権

利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
問
答
無
用
で
鉄
拳

を
飛
ば
し
て
、
感
情
を
押
し
殺
さ
せ
て
ば
か
り
い

る
と
、
子
ど
も
の
心
が
変
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
子
ど
も
も
親
か
ら
理
不
尽
な
あ
つ
か
い
を
受

け
た
ら
怒
る
権
利
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
権
利
は

認
め
て
や
る
べ
き
で
す
。 

 

け
れ
ど
も
、
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

は
、
そ
の
言
い
方
で
す
。
表
現
で
す
。
神
が
「
敬

え
」
と
命
じ
ら
れ
た
親
を
、
子
ど
も
が
く
そ
ば
ば 

あ
と
罵
し
る
こ
と
は
、
神
の
み
こ
こ
ろ
を
そ
こ

ね
ま
す
。
そ
の
間
違
い
は
正
し
て
や
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
ま
ず
親
の
側
と
し
て
は
、
売
り
言

葉
に
買
い
こ
と
ば
で
無
礼
の
罪
を
犯
さ
ぬ
よ
う

に
、
注
意
し
ま
す
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
子
ど

も
の
高
ぶ
っ
た
感
情
が
お
さ
ま
る
の
を
待
ち
ま

す
。
そ
の
後
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
あ
げ
ら

れ
る
と
良
い
で
す
ね
。 

「
さ
っ
き
は
も
の
す
ご
く
怒
っ
て
い
た
ね
え
。

お
前
が
な
ぜ
そ
ん
な
に
怒
っ
て
い
る
の
か
、
説

明
し
て
ご
ら
ん
。
聞
い
て
あ
げ
る
か
ら
。
で
も
、

『
く
そ
ば
ば
あ
。
大
嫌
い
だ
』
な
ん
て
言
わ
れ

た
ら
、
お
か
あ
さ
ん
、
悲
し
い
よ
。
も
っ
と
ほ

か
に
気
持
ち
の
表
し
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
」 

 

神
様
は
た
し
か
に
親
に
対
し
て
、
子
ど
も
を

指
導
す
る
た
め
の
権
威
を
お
与
え
に
な
っ
て
い

ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
子
ど
も
を
自
分
の

思
い
の
ま
ま
に
押
さ
え
つ
け
る
た
め
の
権
威
で

は
な
く
、
子
ど
も
が
知
性
も
感
情
も
意
志
も
バ

ラ
ン
ス
よ
く
育
っ
て
い
く
よ
う
に
導
く
た
め
に

与
え
ら
れ
た
権
威
で
す
。
で
す
か
ら
、
子
ど
も

は
基
本
的
に
自
分
の
感
情
を
表
現
し
、
行
動
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
無
理
や 

り
に
束
縛
す
る
こ
と
は
よ
く
な
い
こ
と
で
す
。
成
長

が
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。 

 

け
れ
ど
も
、
子
ど
も
に
親
の
権
威
を
あ
な
ど
ら
せ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
親
を
口
汚
く
罵
る
こ
と
は
、
親

を
立
て
た
神
を
あ
な
ど
る
こ
と
で
す
か
ら
。
「
く
そ

ば
ば
あ
」
と
か
「
く
そ
親
父
」
な
ど
と
言
う
こ
と
を

許
せ
ば
、
い
ず
れ
、
そ
の
子
自
身
が
不
幸
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
親
を
敬
え
な
い
こ
と
は
、
不
幸
の
始

ま
り
だ
か
ら
で
す
。
親
を
敬
え
な
い
人
は
、
社
会
に

出
て
も
人
を
尊
敬
す
る
の
が
難
し
く
な
る
の
で
す
。 

で
す
か
ら
、
も
し
子
ど
も
が
不
適
切
な
暴
言
を
吐

い
た
な
ら
ば
、
親
と
し
て
は
ま
ず
そ
の
感
情
を
受
け

止
め
な
が
ら
、
そ
の
表
現
に
つ
い
て
は
正
し
て
や
る

こ
と
が
大
事
で
す
。 

と
は
い
え
、
親
自
身
が
子
ど
も
の
感
情
を
受
け
止

め
る
余
裕
が
ま
る
で
な
い
と
し
た
ら
、
適
切
な
対
応

は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
親
自
身
が
、
自
分

の
た
ま
し
い
の
親
で
あ
る
創
造
主
で
あ
る
神
様
の

前
に
来
て
、
そ
の
傷
つ
い
た
心
を
い
や
し
て
い
た
だ

き
、
余
裕
の
無
い
狭
い
心
を
広
や
か
な
心
に
つ
く
り

か
え
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
子
育
て
を

し
な
が
ら
、
自
分
の
限
界
を
知
り
、
親
自
身
が
神
様

に
よ
っ
て
成
長
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
必
要
に

目
ざ
め
る
、
こ
れ
が
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。 


