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柏
崎
の
次
は 

牧
師 

水
草
修
治   

  

「
柏
崎
の
次
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
？
原
発
は
大
丈

夫
な
の
か
？
」
日
本
人
の
多
く
が
、
こ
う
つ
ぶ
や
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
紙
で
も
三
度
ば
か
り
取

り
上
げ
た
原
発
震
災
が
、
現
実
に
、
小
規
模
な
が
ら

起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
。
設
計
想
定
値
の
二
・
五
倍
も

の
揺
れ
が
原
発
を
襲
い
、
空
気
中
に
も
海
に
も
放
射

能
が
漏
れ
出
し
た
。
し
か
し
、
中
電
は
、
最
初
は
「
放

射
能
漏
れ
は
確
認
で
き
な
い
」
と
言
い
、
数
時
間
後
、

「
少
量
」
と
い
い
、
さ
ら
に
そ
の
後
「
実
は
一
・
五

倍
の
漏
れ
」
と
発
表
し
た
。
現
段
階
で
千
六
百
件
余

の
ト
ラ
ブ
ル
が
判
明
し
て
い
る
が
特
に
、
原
子
炉
の

フ
タ
を
吊
り
上
げ
る
装
置
の
溶
接
部
が
外
れ
た
の

が
気
に
な
る
。
も
し
フ
タ
を
持
ち
上
げ
て
い
る
最
中

に 

あ
の
地
震
が
襲
っ
て
い
た
ら
、
い
ま
ご
ろ
新
潟
・
北

信
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

 

次
は
宮
城
か
？
福
島
か
？
北
陸
の
志
賀
か
？
敦

賀
か
？
四
国
の
伊
方
か
？
こ
の
地
震
列
島
に
五
十

五
も
原
発
が
あ
る
。
中
で
も
静
岡
浜
岡
原
発
は
、
東

海
地
震
の
震
源
想
定
域
の
中
央
に
あ
る
。
東
海
地
震

が
く
れ
ば
浜
岡
原
発
は
、
一
メ
ー
ト
ル
も
ジ
ャ
ン
プ

す
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
ん
な
衝
撃
に
原
子
炉
と
冷
却

水
循
環
パ
イ
プ
が
耐
え
ら
れ
よ
う
か
。
冷
却
水
が
止

ま
る
と
、
原
子
炉
は
過
熱
し
て
炉
心
溶
解
し
爆
発
す

る
。
京
大
原
子
炉
実
験
室
に
よ
れ
ば
五
メ
ー
ト
ル
の

西
風
の
日
に
浜
岡
原
発
の
一
基
が
破
綻
す
れ
ば
、
六

時
間
で
静
岡
・
関
東
圏
は
放
射
能
で
お
お
わ
れ
二
百

万
人
が
ガ
ン
で
死
に
、
三
千
万
人
が
難
民
と
な
る
。 

 

「
原
発
が
な
け
れ
ば
現
実
的
に
電
力
が
・
・
・
」

と
い
う
け
れ
ど
、
原
発
震
災
で
失
わ
れ
る
国
土
（
放

射
能
汚
染
は
三
万
年
）
と
被
害
の
甚
大
さ
と
、
電
力

不
足
の
も
た
ら
す
問
題
と
を
天
秤
に
か
け
れ
ば
、
ど

う
す
べ
き
か
は
小
学
生
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し 

見
晴
台
の
教
会
へ
ど
う
ぞ 

 

集
会
あ
ん
な
い 

日
曜
日 

朝
礼
拝 

 

午
前
十
時
か
ら
十
一
時
半 

 
 
 
 
 
 

夕
礼
拝 

 

午
後
八
時
か
ら
九
時 

 

＊
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> 

「
柔
和
な
者
は
幸
い
で
す
。 

 

そ
の
人
は
地
を
相
続
す
る
か
ら
で
す
。
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マ
タ
イ
五
章
五
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 

南
佐
久
郡
小
海
町
大
字
小
海
四
三
五
五
―
二
七 

 
 
 

〒
三
八
四-

一
一
○
二 

℡
○
二
六
七-

九
二-

四
七
七
六 

〒
振
替
０
０
５
３
０
‐
０
‐
６
１
６
８
３ 



② 
か
も
、
藤
田
祐
幸
元
慶
大
教
授
に
よ
れ
ば
、
今
実

際
に
、
原
発
で
の
発
電
量
を
す
べ
て
火
力
に
置
き

換
え
て
も
、
七
割
程
度
の
稼
働
で
事
足
り
る
と
い

う
。
筆
者
な
ど
単
純
に
「
な
ん
だ
、
そ
れ
な
ら
原

発
を
や
め
ろ
よ
」
と
思
う
。 

欧
米
諸
国
に
は
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
脱
原
発
・
代

替
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
を
政
策
と
し
て
い
る
国
が

多
い
。
他
方
、
日
本
で
は
脱
原
発
政
策
は
遅
々
と

し
て
進
ま
な
い
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
電
力
料
金

を
決
め
る
電
気
通
信
事
業
法
が
、
〔
発
電
の
た
め

の
事
業
資
産
の
価
値
の
七
・
二
％
を
電
力
会
社
の

利
潤
と
す
る
〕
と
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た

と
え
ば
電
力
会
社
が
減
価
償
却
で
百
億
円
に
な

っ
た
火
力
発
電
所
を
持
っ
て
い
て
も
利
潤
は
七

億
二
千
万
円
。
し
か
し
一
千
億
円
の
原
発
を
持
て

ば
、
利
潤
は
七
十
二
億
円
。
こ
れ
で
は
電
力
会
社

が
、
国
か
ら
補
助
金
を
受
け
莫
大
な
投
資
を
し
て

原
発
を
建
て
た
が
る
わ
け
で
あ
る
。 

こ
の
法
律
が
出
来
た
一
九
五
八
年
（
昭
三
三
）

頃
は
、
高
度
成
長
期
で
電
力
需
要
の
伸
び
が
予
測

さ
れ
た
の
で
、
電
力
会
社
に
発
電
施
設
を
造
り
た

い
と
思
わ
せ
る
た
め
に
意
味
が
あ
っ
た
が
、
人
口

減
少
に
と
も
な
っ
て
電
力
需
要
が
減
少
す
る
こ

と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
現
在
、
資
産
を
基
準
と
し 

 
信
州
か
ら
野
宿
者
支
援 

 
    

<

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>

小
海
キ
リ
ス
ト
教
会
会
堂
に
お
持
ち
く

だ
さ
る
か
、
南
牧
村
社
協
へ
。 

〒
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
。  

   
 

山
谷
農
場
事
務
局
（
藤
田 

 

寛
）
小
海
町
芦
谷

ヒ
ル
サ
イ
ド
コ
ー
ポ
一
○
二
号
室
毎
週
金
曜･

土
曜
は

お
り
ま
す
。
電
話
０
９
０
・
１
４
３
６
・
６
３
３
４ 

た
報
酬
率
の
定
め
は
国
民
に
と
っ
て
有
害
無
益
で

あ
る
。 

時
間
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
。
東
海
地
震
の
周
期
は
百

十
年
か
ら
百
五
十
年
で
あ
り
、
今
年
は
先
の
安
政
大

地
震
か
ら
百
五
十
四
年
目
に
あ
た
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
調
べ
て
み
て
つ
く
づ
く
思
う
の
は
、
人
間
は
欲

望
に
よ
っ
て
自
ら
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
個
人
で
も
会
社
で
も
国
家
で
も
、

自
分
の
欲
望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
す
べ
を
持
た

な
け
れ
ば
、
滅
び
て
し
ま
う
。 

｢

人
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
欲
に
引
か
れ
、
お
び
き

寄
せ
ら
れ
て
、
誘
惑
さ
れ
る
の
で
す
。
欲
が
は
ら
む

と
罪
を
生
み
、
罪
が
熟
す
る
と
死
を
生
み
ま
す
。｣

ヤ
コ
ブ
一
章
十
四
・
十
五
節   

海
尻
で
家
庭
集
会 

八
月
二
日(

木)

と
三
十
一(
金)
午
後
後
八
時
井
出

博
彦
さ
ん
宅
で
。
℡
９
６
‐
２
５
３
４ 

南
相
木
で
も
家
庭
集
会 

 

八
月
三
十
日
（
木
）
午
後
七
時
半
か
ら
九
時 

日
向
中
島
悦
子
さ
ん
宅
で
す
。
ど
な
た
で
も
ど
う
ぞ 



③ 

し
ば
ら
く
地
上
に 

    

「
人
を
そ
れ
ぞ
れ
の
わ
ざ
に
従
っ
て
公
平
に
さ
ば

か
れ
る
方
を
父
と
呼
ん
で
い
る
の
な
ら
、
あ
な
た
が

た
が
地
上
に
し
ば
ら
く
と
ど
ま
っ
て
い
る
間
の
時

を
、
恐
れ
か
し
こ
ん
で
過
ご
し
な
さ
い
。
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
ペ
テ
ロ
一:
十
七 

  

「
し
ば
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
に
惹
き
つ
け
ら
れ

た
。
そ
う
、
地
上
の
人
生
は
「
し
ば
ら
く
」
の
こ
と

に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
日
、
地
上
に
生
を
受
け
て
、
あ

る
人
は
四
十
年
、
あ
る
人
は
六
十
年
、
あ
る
人
は
九

十
年
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
地
上
に
九
十
年
も
と
ど
ま

れ
ば
あ
の
人
は
大
往
生
だ
っ
た
と
い
い
、
二
十
歳
を

迎
え
る
前
に
世
を
去
っ
た
人
が
い
れ
ば
、
あ
の
人
は

夭
折
し
た
と
か
い
う
け
れ
ど
も
、
永
遠
と
の
比
較
で

言
え
ば
い
ず
れ
も
「
し
ば
ら
く
」
の
こ
と
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。 

 

私
た
ち
は
地
上
に
し
ば
ら
く
の
間
と
ど
ま
っ
て

い
て
、
や
が
て
時
が
来
れ
ば
、
永
遠
の
世
に
旅
立
つ 

者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
地
上
で

は
旅
人
で
あ
り
寄
留
者
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
し
ば

ら
く
の
地
上
の
生
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
ら
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。 

 

あ
る
人
は
、
地
上
の
人
生
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、

死
ね
ば
な
に
も
な
く
な
る
、
そ
れ
以
外
の
人
生
な
ど

は
な
い
と
、
か
た
く
信
じ
て
い
る
。 

「
あ
る
金
持
ち
の
畑
が
豊
作
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼

は
、
心
の
中
で
こ
う
言
い
な
が
ら
考
え
た
。
『
ど
う

し
よ
う
。
作
物
を
た
く
わ
え
て
お
く
場
所
が
な
い
。
』

そ
し
て
言
っ
た
。
『
こ
う
し
よ
う
。
あ
の
倉
を
取
り

こ
わ
し
て
、
も
っ
と
大
き
い
の
を
建
て
、
穀
物
や
財

産
は
み
な
そ
こ
に
し
ま
っ
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
自

分
の
た
ま
し
い
に
こ
う
言
お
う
。
「
た
ま
し
い
よ
。

こ
れ
か
ら
先
何
年
分
も
い
っ
ぱ
い
物
が
た
め
ら
れ

た
。
さ
あ
、
安
心
し
て
、
食
べ
て
、
飲
ん
で
、
楽
し

め
。
」
』 
し
か
し
神
は
彼
に
言
わ
れ
た
。
『
愚
か
者
。

お
ま
え
の
た
ま
し
い
は
、
今
夜
お
ま
え
か
ら
取
り
去

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
ら
、
お
ま
え
が
用
意
し
た
物
は
、

い
っ
た
い
だ
れ
の
も
の
に
な
る
の
か
。
』
自
分
の
た

め
に
た
く
わ
え
て
も
、
神
の
前
に
富
ま
な
い
者
は
こ

の
と
お
り
で
す
。
」 

 

地
上
の
人
生
は
「
し
ば
ら
く
」
の
も
の
で
あ
る
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
む
な
し
い
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ 

な
ら
、
こ
の
し
ば
ら
く
の
寄
留
の
と
き
に
、
私
た
ち

は
自
分
の
永
遠
の
人
生
の
方
向
と
質
を
決
め
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

も
し
、
こ
の
し
ば
ら
く
の
地
上
の
生
に
お
い
て
、

神
を
忘
れ
て
た
だ
蓄
え
、
自
分
の
楽
し
み
の
た
め
に

の
み
消
費
し
、
た
だ
あ
く
せ
く
働
い
て
き
た
と
す
る

な
ら
ば
、
次
の
永
遠
の
人
生
は
た
い
へ
ん
惨
め
な
こ

と
に
な
る
。 

 

地
上
の
人
生
が
終
わ
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
天
の

父
の
前
に
出
て
、
そ
れ
ぞ
れ
心
の
思
い
と
、
口
に
し

た
こ
と
ば
と
、
手
足
を
も
っ
て
行
な
っ
た
こ
と
の
す

べ
て
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
、
公
平
な
さ
ば
き
を
受
け

る
こ
と
が
定
ま
っ
て
い
る
。
誰
一
人
、
す
べ
て
を
お

見
通
し
の
神
の
目
の
前
に
無
罪
の
人
は
い
な
い
。
た

だ
神
の
み
子
イ
エ
ス
様
に
あ
る
罪
の
ゆ
る
し
に
す

が
る
人
は
ゆ
る
さ
れ
る
。 

ま
た
、
私
た
ち
が
こ
の
し
ば
ら
く
の
地
上
の
人
生

に
お
い
て
自
分
の
た
め
に
の
み
た
く
わ
え
た
り
、
自

分
の
た
め
に
の
み
消
費
し
て
、
神
の
前
に
富
む
歩
み

を
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
永
遠
の
人
生
は
乏
し
い

も
の
と
な
る
。
こ
の
地
上
で
神
が
自
分
に
託
さ
れ
た

富
と
機
会
を
、
神
へ
の
愛
と
、
よ
る
べ
な
い
隣
人
へ

の
愛
の
ゆ
え
に
さ
さ
げ
る
生
き
方
を
し
て
、
豊
か
な

永
遠
の
生
へ
の
備
え
を
し
た
い
。 

 



 
逆
輸
入
版
憲
法 

 
 
 

―
―
―
―
―
映
画
「
日
本
の
青
空
」
を
見
て 

     

前
回
、
案
内
し
た
映
画
「
日
本
の
青
空
」
を
コ
ス

モ
ホ
ー
ル
に
見
に
行
っ
た
。
「
が
ら
ー
ん
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
な
あ
。
」
と
思
っ
て
い
た
ら
、
意

外
な
こ
と
に
会
場
は
八
割
ほ
ど
埋
ま
っ
て
い
た
。
夕

方
も
、
午
後
同
様
に
相
当
は
い
っ
た
そ
う
で
あ
る
。 

 

さ
て
映
画
だ
が
、
主
人
公
は
鈴
木
安
蔵
と
い
う
。

彼
は
京
都
帝
国
大
学
の
学
生
時
代
、
左
翼
運
動
に
走

っ
て
治
安
維
持
法
適
用
第
一
号
と
な
っ
て
投
獄
さ

れ
た
人
物
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
獄
中
で
マ
ル
ク
ス

主
義
を
離
れ
、
日
本
人
が
明
治
時
代
か
ら
培
っ
て
き

た
自
由
民
権
運
動
の
研
究
に
い
そ
し
む
よ
う
に
な

る
。
特
に
、
板
垣
退
助
の
書
生
で
あ
っ
た
土
佐
の
植

木
枝
盛
の
『
東
洋
大
日
本
帝
国
国
憲
按
』
と
い
う
民

主
的
な
憲
法
に
目
が
開
か
れ
た
。
日
本
人
自
身
の
う

ち
に
、
こ
れ
ほ
ど
に
民
主
的
な
憲
法
思
想
が
す
で
に

生
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
深
い
感
銘
を
受
け

た
の
だ
っ
た
。 

 

出
獄
後
も
、
当
局
の
監
視
下
に
置
か
れ
て
い
た

安
蔵
は
、
妻
に
支
え
ら
れ
つ
つ
赤
貧
の
中
で
も
節

操
を
保
ち
な
が
ら
憲
法
の
研
究
を
続
け
た
。 

 

や
が
て
敗
戦
の
日
を
迎
え
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
進
駐

し
、
日
本
再
建
の
た
め
に
憲
法
改
正
を
求
め
た
。

天
皇
を
神
聖
不
可
侵
の
存
在
と
し
、
身
分
制
度
、

男
尊
女
卑
を
定
め
、
国
民
の
思
想
信
条
の
自
由
を

厳
し
く
制
限
し
た
明
治
憲
法
が
改
め
ら
れ
な
け

れ
ば
、
日
本
が
早
晩
再
び
軍
国
主
義
化
す
る
こ
と

が
明
ら
か
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

政
府
は
憲
法
改
正
案
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
す
る

が
、
そ
の
内
容
は
実
質
、
明
治
憲
法
と
変
わ
り
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
松
本
烝

治
国
務
大
臣
は
憲
法
改
正
四
原
則
の
第
一
に
「
天

皇
の
統
治
権
総
覧
の
堅
持
」
を
置
い
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
こ
れ
を
つ
っ
ぱ
ね
て
、
英
文

の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
を
提
示
し
、
邦
訳
さ
せ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
の
中
身
は
、
鈴
木
安
蔵
案

の
英
訳
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
政
党
・

大
学
・
民
間
研
究
者
ら
の
憲
法
案
を
調
査
し
て
い

た
が
、
そ
の
な
か
で
担
当
官
に
感
銘
を
与
え
た
の

が
、
憲
法
研
究
会
「
憲
法
草
案
要
綱
」
で
あ
り
、

こ
の
「
要
綱
」
の
起
草
者
こ
そ
鈴
木
安
蔵
だ
っ
た
。

本
案
は
冒
頭
で
「
統
治
権
ハ
国
民
ヨ
リ
発
ス
」 

と
し
て
、
国
民
主
権
の
原
則
を
採
用
し
、
天
皇
は
「
国
家

的
儀
礼
ヲ
司
ル
」
務
め
の
み
を
負
う
象
徴
的
存
在
と
し

た
。
ま
た
人
権
規
定
に
お
い
て
は
、
「
国
民
ハ
法
律
ノ
前

ニ
平
等
ニ
シ
テ
出
生
又
ハ
身
分
ニ
基
ク
一
切
ノ
差
別
ハ

之
ヲ
廃
止
ス
」
と
差
別
を
撤
廃
し
、
「
国
民
ノ
言
論
学
術

芸
術
宗
教
ノ
自
由
ニ
妨
ゲ
ル
如
何
ナ
ル
法
令
ヲ
モ
発
布

ス
ル
ヲ
得
ズ
」
と
思
想
信
条
の
自
由
を
保
障
し
、
「
男
女

ハ
公
的
並
私
的
ニ
完
全
ニ
平
等
ノ
権
利
ヲ
享
有
ス
」
と
男

女
平
等
を
定
め
て
い
た
。 

 

た
だ
、
鈴
木
案
に
は
軍
隊
に
関
す
る
条
項
が
空
白
だ
っ

た
。
で
は
、
九
条
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
九
条
は
幣
原

喜
三
郎
首
相
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
に
提
案
し
た
も
の

だ
っ
た
。
幣
原
首
相
は
、
一
日
も
早
い
独
立
を
願
っ
て
い

た
が
、
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
の
が
「
日
本
は
再
び
軍
国
化

す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
諸
国
の
懸
念
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
日
本
は
今
後
戦
争
を
一
切
放
棄
す
る
と
い
う
提

案
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
緯
を
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
は
米
国
議
会
で
証
言
し
て
い
る
。 

か
く
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
鈴
木
案
の
空
白
に
幣
原
提
案
を
挿

入
し
英
訳
し
て
「
日
本
国
憲
法
英
語
版
」
が
誕
生
し
た
。

こ
れ
を
日
本
語
に
戻
し
た
の
が
現
行
「
日
本
国
憲
法
」
で

あ
る
。
ハ
ワ
イ
で
お
土
産
を
買
っ
た
ら
、
メ
イ
ド
イ
ン
ジ

ャ
パ
ン
だ
っ
た
み
た
い
に
、
日
本
国
憲
法
は
日
本
製
の
逆

輸
入
版
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

 


