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彼
は
死
に
ま
し
た
が 

牧
師 

水
草
修
治 

    

「
『
彼
は
死
に
ま
し
た
が
、
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
、

今
も
な
お
語
っ
て
い
ま
す
。
』
こ
の
義
人
ア
ベ
ル
に

つ
い
て
告
げ
る
聖
書
の
こ
と
ば
が
、
こ
の
た
び
記
念

会
の
司
式
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
私
の
胸
の

う
ち
に
繰
り
返
し
響
い
て
き
ま
し
た
。
」 

 

先
日
、
生
前
と
も
に
礼
拝
を
さ
さ
げ
、
ま
た
親
し

く
交
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
中
島
末
三
さ
ん
の
記

念
会
の
あ
と
、
筆
者
は
右
の
よ
う
な
こ
と
を
申
し
上

げ
た
。
雨
上
が
り
の
墓
前
は
新
緑
が
目
に
ま
ぶ
し

く
、
末
三
さ
ん
が
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
天
国
の
輝

か
し
さ
が
し
の
ば
れ
た
。
「
も
は
や
夜
が
な
い
。
神

で
あ
る
主
が
彼
ら
を
照
ら
さ
れ
る
の
で
、
彼
ら
に
は

と
も
し
火
の
光
も
太
陽
の
光
も
い
ら
な
い
。
彼
ら
は 

永
遠
に
王
で
あ
る
。
」（
黙
示
録
二
十
二:

五
）。 

牧
師
で
あ
る
筆
者
に
と
っ
て
末
三
さ
ん
の
一
番

の
思
い
出
は
、
日
曜
礼
拝
の
と
き
い
つ
も
背
筋
を
ま

っ
す
ぐ
に
伸
ば
し
て
、
顔
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
大
き

な
目
を
か
っ
と
開
い
て
、
真
剣
そ
の
も
の
で
聖
書
の

解
き
明
か
し
に
耳
を
傾
け
て
い
ら
し
た
姿
で
あ
る
。

特
に
私
た
ち
人
間
の
罪
の
現
実
と
、
そ
れ
に
も
勝
っ

て
あ
ふ
れ
る
主
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
愛
に
聖
書
の

話
が
及
ぶ
と
き
に
は
、
末
三
さ
ん
は
顔
を
紅
潮
さ
せ

て
大
き
な
目
か
ら
涙
を
流
し
て
聞
い
て
お
ら
れ
た
。 

末
三
さ
ん
は
若
く
し
て
イ
エ
ス
を
救
い
主
と
信

じ
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
り
、
そ
の
人
生
を
神
に
捧

げ
て
新
潟
の
聖
書
学
院
に
学
ん
で
牧
師
と
な
り
、
そ

の
後
、
英
語
教
諭
と
な
ら
れ
て
後
も
、
そ
の
生
き
方

を
も
っ
て
神
の
愛
と
真
実
を
あ
か
し
し
て
来
ら
れ

た
。
筆
者
か
ら
す
れ
ば
、
人
生
に
お
い
て
も
職
務
に

お
い
て
も
大
先
輩
で
あ
ら
れ
る
か
ら
、
少
し
は
そ
の

よ
う
な
も
の
言
い
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
だ
が
、
た
だ
の
一
度
た
り
と
も
末
三
さ
ん 

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
八
時
か
ら
九
時 

水
曜
日 

祈
り
会 

午
前
十
時
半
と
午
後
七
時
半 

＊
海
尻･

川
上
・
南
相
木
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> 

「
彼
は
死
に
ま
し
た
が
、
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
、

今
も
な
お
語
っ
て
い
ま
す
。
」
ヘ
ブ
ル
十
一:

四 

 

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 

南
佐
久
郡
小
海
町
大
字
小
海
四
三
五
五
―
二
七 
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② 
の
口
か
ら
先
輩
風
を
吹
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
ば

が
出
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。 

 

西
洋
の
教
師
と
呼
ば
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
先
生
の
と
こ
ろ
に
、
あ
る
人
が
来
て
質
問
し

た
。
「
私
ど
も
に
と
っ
て
一
番
た
い
せ
つ
な
徳
と

は
な
ん
で
し
ょ
う
。
」
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
そ

れ
は
謙
遜
で
あ
る
こ
と
で
す
。
」
と
答
え
た
。
質

問
者
は
も
う
一
度
た
ず
ね
た
。
「
で
は
先
生
。
第

二
番
目
に
た
い
せ
つ
な
徳
と
は
な
ん
で
し
ょ

う
。
」
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
我
々
に
と
っ
て

二
番
目
に
た
い
せ
つ
な
徳
、
そ
れ
は
謙
遜
で
す
。
」

質
問
者
は
も
う
一
度
質
問
し
た
。「
で
は
、
先
生
。

第
三
番
目
に
た
い
せ
つ
な
徳
と
は
な
ん
で
す

か
。
」
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
第
三
番
目
に
大
切
な
徳
、
そ
れ
は
謙
遜
と
い

う
こ
と
で
す
。」
と
答
え
た
と
い
う
。 

 

最
近
の
風
潮
は
、
ど
う
も
そ
の
正
反
対
の
よ
う

に
思
え
る
。
あ
き
ら
か
な
誤
り
を
指
摘
さ
れ
た
と

き
で
さ
え
、
な
お
開
き
直
っ
て
「
そ
れ
で
な
に
が

悪
い
」
と
ば
か
り
に
自
分
の
や
り
方
を
押
し
通
す

ほ
う
が
人
気
が
出
る
と
い
う
危
険
な
風
潮
で
あ

る
。
「
イ
ラ
ク
戦
争
の
大
義
名
分
と
し
た
と
こ
ろ

は
事
実
無
根
だ
っ
た
で
は
な
い
か
。
」
と
非
難
さ

れ
て
も
、
強
弁
し
て
こ
と
を
改
め
よ
う
と
は
決
し

し
な 

信
州
か
ら
野
宿
者
支
援 

    呼
び
か
け
に
答
え
て
、
小
海
町
本
間
上
の
匿
名
の

方
が
未
使
用
切
手
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

な
お
、
毎
週
火
曜
日
山
谷
地
区
で
お
に
ぎ
り
と
味

噌
汁
を
約
六
百
食
配
っ
て
い
る
「
ほ
し
の
家
」
の
た

め
新
た
な
必
要
品
目
の
募
集
を
い
た
し
ま
す
。 

 
<

募
集
品
目> 

   

焼
海
苔
（
味
付
海
苔
不
可
）
、
梅
干
、
か
つ
お
ぶ

し
、
味
噌 

<

送
付
先> 

〒
３
８
４-

１
３
０
２ 

南
佐
久
郡
南
牧
村
大
字
海
ノ
口
９
６
６
－
１
５ 

南
牧
村
社
会
福
祉
協
議
会
気
付 

山
谷
農
場 

 

携
帯
（
０
９
０
）
１
４
３
６
―
６
３
３
４ 

代
表 

藤
田
寛 

 

＊
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
着
払
い
に
よ
る
送
付
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。
荷
札
に
「
木
曜
午
後
送
付
希
望
」
と
、

お
書
き
く
だ
さ
い
。  

 

て
し
な
い
。
従
軍
慰
安
婦
問
題
で
も
、
枝
葉
末
節
な

こ
と
か
ら
国
の
関
与
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
言
い

逃
れ
を
し
、
ア
ジ
ア
と
欧
米
か
ら
ひ
ん
し
ゅ
く
ど
こ

ろ
か
怒
り
を
買
っ
て
い
る
。
偉
い
人
々
に
と
っ
て
は

ご
う
慢
が
美
徳
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

主
イ
エ
ス
は
謙
遜
こ
そ
、
神
の
国
の
王
の
資
質
で

あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
末
三
さ
ん
は
、
そ
の
信
仰

の
生
き
方
を
も
っ
て
今
も
語
り
つ
づ
け
て
お
ら
れ

る
。
「
あ
な
た
が
た
の
間
で
偉
く
な
り
た
い
と
思
う

者
は
、
み
な
に
仕
え
る
者
に
な
り
な
さ
い
。
・
・
・

わ
た
し
が
来
た
の
も
仕
え
ら
れ
る
た
め
で
は
な
く
、

か
え
っ
て
仕
え
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
多
く
の
人

の
た
め
の
、
贖
い
の
代
価
と
し
て
自
分
の
い
の
ち
を

与
え
る
た
め
な
の
で
す
。」
マ
ル
コ
十
章 

 

海
尻
で
家
庭
集
会 

六
月
七
日(

木)

と
二
十
一
日(

木)

午
後
後
七
時
半

井
出
博
彦
さ
ん
宅
で
。
℡
９
６
‐
２
５
３
４ 

南
相
木
で
も
家
庭
集
会 

＊ 

六
月
十
五
日
（
金
）
午
後
七
時
半
か
ら
九
時 

日
向
中
島
悦
子
さ
ん
宅
で
す
。
近
く
か
ら
遠
く
か

ら
、
ど
な
た
で
も
気
軽
に
ど
う
ぞ
。 

 



③ 

に
じ
り
口
か
ら
入
れ 

     

小
学
生
の
こ
ろ
、
帰
宅
す
る
と
週
に
一
度
く
ら
い

玄
関
に｢

お
茶
に
行
っ
て
い
ま
す｣

と
母
の
書
置
き

が
あ
っ
た
。
お
茶
と
い
っ
て
も
喫
茶
店
で
は
な
い
。

茶
道
の
お
稽
古
で
あ
る
。
母
の
世
代
は
、
青
春
時
代

を
戦
時
中
に
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ

の
頃
身
に
付
け
て
お
き
た
い
と
思
い
な
が
ら
果
た

せ
な
い
で
来
た
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
末
息

子
の
私
が
小
学
校
に
上
が
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
お
茶
だ

と
か
お
花
だ
と
か
、
琴
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
と
手
を
出

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
自
分
の
母
親(

筆
者
の
祖

母)

は
茶
道
の
師
範
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
な
お
茶
道

は
修
め
た
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

母
が
つ
い
て
い
た
お
茶
の
先
生
は
、
う
ち
か
ら
目

と
鼻
の
先
の
砂
田
さ
ん
と
い
う
ご
婦
人
だ
っ
た
。
心

の
中
で
う
き
う
き
し
な
が
ら
、
筆
者
は
砂
田
さ
ん
の

玄
関
を
た
た
い
た
。
砂
田
さ
ん
が
絶
世
の
美
女
だ
っ

た
と
い
う
の
で
は
な
い
し
、
苦
い
お
茶
が
好
き
だ
っ

た
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
和
菓
子
が
楽
し
み
だ
っ
た 

の
で
あ
る
。
桜
の
季
節
に
は
華
や
い
だ
感
じ
の
お
菓

子
、
夏
に
は
涼
や
か
な
葛
の
お
菓
子
だ
っ
た
。
正
座

は
苦
手
だ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
楽
し
み
で
母
の
稽

古
場
に
出
か
け
た
。 

 

茶
室
に
は
に
じ
り
口
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
通

常
は
そ
の
口
は
使
わ
な
い
の
だ
が
、
な
に
か
特
別
な

と
き
に
使
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
に
じ
り
口
で
は
誰
も

が
頭
を
下
げ
小
さ
く
な
ら
な
け
れ
ば
入
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
れ
は
茶
道
の
大
成
者
千
利
休
の
工
夫

に
よ
る
と
い
う
。
天
下
人
で
あ
る
秀
吉
さ
え
も
両
刀

を
は
ず
し
、
頭
を
下
げ
て
に
じ
り
口
を
通
ら
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。 

 

戦
国
の
世
は
だ
れ
も
が
「
俺
が
俺
が
」
と
他
の
人

よ
り
目
立
と
う
、
ぬ
き
ん
で
よ
う
と
す
る
下
克
上
の

時
代
だ
っ
た
。
秀
吉
は
、
そ
う
し
た
競
争
を
勝
ち
抜

い
て
関
白
に
ま
で
成
り
上
が
っ
た
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

で
あ
る
。
黄
金
の
茶
室
を
作
っ
て
利
休
に
自
慢
し

た
。
し
か
し
、
利
休
は
秀
吉
に
手
厚
く
サ
ポ
ー
ト
を

受
け
な
が
ら
も
、
茶
の
世
界
に
お
い
て
は
こ
の
世
の

一
切
の
虚
飾
や
虚
栄
を
排
し
た
「
わ
び
茶
」
を
理
想

と
し
た
。
そ
れ
に
は
茶
室
に
ど
ん
な
工
夫
を
す
れ
ば

よ
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。 

 

利
休
が
暮
し
て
い
た
堺
の
町
は
、
当
時
は
鎖
国
以

前
と
あ
っ
て
、
貿
易
で
繁
栄
を
き
わ
め
、
多
く
の 

バ
テ
レ
ン(

宣
教
師)

が
訪
れ
て
南
蛮
寺
つ
ま
り
教
会

堂
が
建
立
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ど
う
や
ら
利
休
の

娘
、
妻
は
こ
の
南
蛮
寺
に
足
し
げ
く
通
い
キ
リ
ス
ト

へ
の
信
仰
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
あ
る

日
、
利
休
は
彼
女
た
ち
か
ら
「 

狭
い
門
か
ら
入
り

な
さ
い
。
滅
び
に
至
る
門
は
大
き
く
、
そ
の
道
は
広

い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
入
っ
て
行
く
者

が
多
い
の
で
す
。
い
の
ち
に
至
る
門
は
小
さ
く
、
そ

の
道
は
狭
く
、
そ
れ
を
見
い
だ
す
者
は
ま
れ
で
す
。
」

（
マ
タ
イ
七
章
十
三
・
十
四
）
と
い
う
聖
書
の
こ
と

ば
を
聞
い
た
。
利
休
は
「
こ
れ
だ
！
」
と
ひ
ざ
を
打

っ
た
。
に
じ
り
口
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

 

天
国
に
至
る
門
は
と
て
も
狭
い
。
頭
を
下
げ
て
入

ら
な
い
限
り
、
だ
れ
ひ
と
り
入
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
聖
な
る
神
の
前
で
は
、
だ
れ
し
も
一
個
の
罪
あ

る
被
造
物
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
自
分
は
神

の
世
話
に
な
ど
な
ら
ず
生
き
て
い
る
と
思
い
あ
が

っ
て
い
た
ご
う
慢
を
悔
い
て｢

父
な
る
神
様
、
ご
め

ん
な
さ
い｣

と
あ
や
ま
る
。
そ
し
て
、「
私
が
あ
な
た

の
罪
の
罰
は
十
字
架
で
嘗
め
尽
く
し
た
。
赦
し
て
あ

げ
よ
う
。
」
と
お
っ
し
ゃ
る
主
イ
エ
ス
を
信
じ
る
こ

と
で
あ
る
。 

｢

主
イ
エ
ス
の
御
名
を
呼
び
求
め
る
者
は
だ
れ
で
も

救
わ
れ
る｣

ロ
ー
マ
書
十
章
十
三
節 



 
子
ど
も
と
お
金 

     

「
自
分
で
バ
イ
ト
し
て
稼
い
だ
お
金
な
ん
だ
か

ら
、
私
が
何
に
つ
か
お
う
と
自
由
じ
ゃ
ん
。
」
こ
ん

な
セ
リ
フ
を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

と
き
、
ど
の
よ
う
に
返
事
を
し
た
だ
ろ
う
か
。 

「
い
や
。
バ
イ
ト
で
得
た
カ
ネ
で
も
何
に
使
う
か

は
自
由
じ
ゃ
な
い
よ
。
君
の
人
生
に
と
っ
て
も
、
家

族
に
と
っ
て
も
、
社
会
に
と
っ
て
も
、
有
益
な
こ
と

に
使
う
責
任
が
あ
る
。
君
に
と
っ
て
、
家
族
に
と
っ

て
、
社
会
に
と
っ
て
有
害
な
こ
と
に
使
っ
て
は
い
け

な
い
。
そ
し
て
、
何
が
有
害
で
あ
る
か
無
害
で
あ
る

か
は
、
ま
だ
未
成
年
者
の
君
に
は
十
分
に
は
判
断
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
最
終
的
に
は
親
で

あ
る
わ
た
し
が
許
可
す
る
か
許
可
し
な
い
か
を
判

断
す
る
責
任
が
あ
る
ん
だ
よ
。
」 

 

こ
れ
が
ま
っ
と
う
な
答
え
で
あ
る
。
未
成
年
者

は
、
親
の
監
督
下
に
あ
り
親
の
保
護
の
下
に
あ
る
の

で
、
親
に
し
た
が
う
義
務
が
あ
る
。
も
し
、
「
そ
ん 

 

な
こ
と
な
ら
、
バ
イ
ト
な
ん
か
し
な
い
よ
。
」
と

い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
よ
い
。
学
生
の
本
分
は
学

問
で
あ
っ
て
、
遊
び
や
バ
イ
ト
は
な
い
。 

 

し
か
し
、
こ
ん
な
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
が
、
当

た
り
前
で
な
く
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。「
あ
ん
た
、

化
石
で
す
か
。
そ
ん
な
正
論
は
今
の
時
代
、
ぜ
ん

ぜ
ん
通
用
し
ま
せ
ん
よ
。
」
と
つ
っ
こ
ま
れ
そ
う

で
あ
る
。
化
石
か
な
ん
だ
か
知
ら
な
い
が
、
真
理

は
ど
の
時
代
で
も
真
理
で
あ
り
、
偽
り
は
ど
の
時

代
で
も
偽
り
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
理
は
人

を
自
由
に
す
る
が
、
偽
り
は
人
に
ほ
ん
の
ひ
と
時

の
快
楽
を
与
え
る
が
、
結
局
は
奴
隷
に
し
て
滅
ぼ

し
て
し
ま
う
。 

 

こ
ん
な
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
が
通
用
す
る
た

め
に
は
、
家
庭
教
育
の
土
台
に
聖
書
を
据
え
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

第
一
に
、
家
庭
に
お
け
る
権
威
の
所
在
を
明
確

に
す
る
こ
と
。
「
子
ど
も
た
ち
よ
。
主
に
あ
っ
て

両
親
に
し
た
が
い
な
さ
い
。
こ
れ
は
正
し
い
こ
と

だ
か
ら
で
す
。
」
最
終
的
権
威
は
主
（
神
）
に
あ

り
、
親
は
神
か
ら
子
に
対
す
る
権
威
を
委
託
さ
れ

て
い
る
。 

 

第
二
に
、
夫
と
妻
の
間
に
愛
と
秩
序
が
あ
る
こ

と
。
「
妻
た
ち
よ
。
あ
な
た
が
た
は
主
に
し
た
が 

う
よ
う
に
自
分
の
夫
に
し
た
が
い
な
さ
い
。
・
・
夫
た
ち

よ
。
キ
リ
ス
ト
が
教
会
を
愛
し
、
教
会
の
た
め
に
ご
自
身

を
さ
さ
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
、
自
分
の
妻

を
愛
し
な
さ
い
。
」 

 

第
三
に
、
こ
ど
も
に
不
必
要
な
カ
ネ
は
与
え
な
い
。
小

学
生
な
ら
ば
学
年×

百
円
で
よ
い
。
あ
り
あ
ま
る
金
銭
は

有
害
無
益
。
「
金
持
ち
に
な
り
た
が
る
人
た
ち
は
、
誘
惑

と
罠
と
、
ま
た
人
を
滅
び
と
破
滅
に
投
げ
入
れ
る
、
愚
か

で
、
有
害
な
多
く
の
欲
と
に
陥
り
ま
す
。
金
銭
を
愛
す
る

こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
悪
の
根
だ
か
ら
で
す
。
」 

第
四
に
、
幼
い
頃
か
ら
、
自
分
の
欲
し
い
も
の
の
た
め

だ
け
で
な
く
、
ま
ず
神
様
と
困
っ
た
人
の
役
に
立
つ
た
め

に
お
金
を
さ
さ
げ
る
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
。
「
困
っ

て
い
る
人
た
ち
に
施
し
を
す
る
た
め
、
自
分
の
手
を
も
っ

て
正
し
い
仕
事
を
し
、
骨
折
っ
て
働
き
な
さ
い
。
」 

 

第
五
に
、
教
育
は
模
範
で
あ
る
。
親
が
ま
ず
本
気
で
神

を
愛
し
隣
人
を
愛
せ
よ
と
お
お
せ
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト

に
し
た
が
っ
て
生
き
て
見
せ
る
こ
と
。
子
ど
も
の
お
金
の

使
い
方
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
模
範
を
見
せ
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。
「
兄
弟
た
ち
。
私
を
見
習
う
者
に
な
っ
て
く

だ
さ
い
。
」 

 

親
業
は
た
し
か
に
楽
で
は
な
い
。
で
も
神
様
が
親
に
権

威
を
与
え
て
お
ら
れ
る
。
自
信
を
持
っ
て
、
し
っ
か
り
と

や
っ
て
い
き
た
い
。 


