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西
郷
ど
ん
の
「
敬
天
愛
人
」

牧
師

水
草

修
治

前
任
地
、
長
野
県
の
小
海
町
に
は
井
出
さ
ん
と
い

う
姓
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
い
く
つ
か
の
井
出
家
の
流

れ
が
あ
る
中
で
、
東
馬
流
と
い
う
集
落
の
庄
屋
の
井
出

さ
ん
の
家
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
う
た
さ
ん
と
親
し
く
な

っ
て
、
お
訪
ね
し
て
は
一
緒
に
聖
書
を
開
い
た
も
の
だ

っ
た
。
う
た
さ
ん
は
お
嫁
に
来
る
時
、
叔
父
さ
ん
か
ら

も
ら
っ
た
と
い
う
文
語
訳
聖
書
を
も
っ
て
お
ら
れ
て
、

特
に
旧
約
聖
書
の
箴
言
を
好
ん
で
い
く
つ
か
そ
ら
ん

じ
て
い
ら
し
た
。

井
出
家
で
は
、
明
治
の
こ
ろ
に
は
と
き
ど
き
東
京

の
先
生
を
招
い
て
、
地
域
の
人
を
集
め
て
聖
書
講
義
を

し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
旧
家
な
の
で
、

い
ろ
ん
な

掛
け
軸
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
つ
に
「
敬
天
愛
人

南
洲
書
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
南
洲
と
は
西
郷
隆

盛
の
雅
号
で
あ
る
。

私
に
と
っ
て
「
敬
天
愛
人
」
つ
ま
り
、
「
天
を

敬
い
、
人
を
愛
す
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
れ
以

前
か
ら
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
ば
だ
っ

た
。
そ
れ
は
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
教
え
ら
れ

た
こ
と
に
、
よ
く
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

律
法
学
者
が
、
イ
エ
ス
に
尋
ね
た
。
「
す
べ
て

の
命
令
の
中
で
、
ど
れ
が
一
番
た
い
せ
つ
で
す

か
。
」

イ
エ
ス
は
答
え
ら
れ
た
。
「
一
番
た
い

せ
つ
な
の
は
こ
れ
で
す
。
『
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
。

聞
け
。
わ
れ
ら
の
神
で
あ
る
主
は
、
唯
一
の
主

で
あ
る
。
心
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
、
知

性
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神

で
あ
る
主
を
愛
せ
よ
。
』

次
に
は
こ
れ
で
す
。

『
あ
な
た
の
隣
人
を
あ
な
た
自
身
の
よ
う
に
愛

せ
よ
。
』
こ
の
二
つ
よ
り
大
事
な
命
令
は
、
ほ

か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
（
マ
ル
コ
一
二
・二
八
～
）

双
葉
町
の
福
音
教
会
へ
ど
う
ぞ

二
月
十
八
日
は
入
門
者
む
き
の
お

話
を
し
ま
す
。

日
曜
日

朝
礼
拝

午
前
十
時
半
か
ら

夕
礼
拝

午
後
七
時
か
ら
八
時

＊

日
曜
お
昼
は
お
い
し
い
う
ど
ん
会
で
す
。

＊

個
人
的
な
聖
書
勉
強
も
で
き
ま
す
。

＊
苫
小
牧
福
音
教
会
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
で
き
ま
し
た
。

＊
「
水
草
牧
師
の
メ
モ
帳
」
も
ど
う
ぞ
。
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②
陽
明
学
？

西
郷
隆
盛
は
、
維
新
の
多
く
の
志
士
た
ち
、
た
と

え
ば
吉
田
松
陰
、
高
杉
晋
作
、
佐
久
間
象
山
と
い
っ

た
人
々
と
同
様
に
、
儒
教
に
お
け
る
陽
明
学
を
修
め

て
い
た
か
ら
、
ま
ず
は
陽
明
学
の
中
に
「
敬
天
愛
人
」

の
起
源
を
探
す
の
が
常
道
だ
ろ
う
。

江
戸
幕
府
は
国
を
治
め
る
に
あ
た
っ
て
、
儒
教
に

お
け
る
朱
子
学
派
を
官
学
と
し
て
採
用
し
て
い
た
。

そ
れ
は
朱
子
学
が
、
自
然
の
中
に
上
下
関
係
が
あ
る

よ
う
に
、
人
間
社
会
に
も
そ
の
よ
う
な
差
別
が
あ
っ

て
当
然
で
あ
る
と
教
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
朱
子

学
の
教
え
は
、
幕
府
が
そ
の
支
配
体
制
を
正
当
化
し

維
持
す
る
た
め
に
都
合
よ
い
理
論
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
朱
子
学
は
、
「
ま
ず
正
し
い
こ
と
を
知
り
、
そ

し
て
そ
れ
を
実
践
す
る
」
と
教
え
た
。

こ
れ
に
対
し
て
陽
明
学
は
、
中
国
の
明
代
の
王
陽

明
が
開
い
た
儒
学
の
一
派
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
は

「
知
行
合
一
」
と
い
う
こ
と
ば
に
集
約
さ
れ
て
い

る
。
知
る
こ
と
と
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
は
一
つ
で
あ

っ
て
、
朱
子
の
い
う
よ
う
に
「
知
っ
て
、
そ
し
て
、

行
動
す
る
」
と
二
段
構
え
に
考
え
る
こ
と
は
間
違
っ

て
い
る
。
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
行
動
し
な
い
と
い
う

人
は
、
実
は
何
も
知
っ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
も
そ
も

人
間
は
、
心
と
か
ら
だ
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
の

ま
た
弟
子
た
ち
に
は
、
こ
う
警
告
し
た
。

「
わ
た
し
に
向
か
っ
て
、
主
よ
、
主
よ
、
と
い

う
者
が
み
な
天
に
は
い
る
の
で
は
な
く
、
天
に

お
ら
れ
る
わ
た
し
の
父
の
み
こ
こ
ろ
を
行
な
う

者
が
は
い
る
の
で
す
。
」

ま
た
、
新
約
聖
書
の
別
の
箇
所
に
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
あ
る
。

「
た
ま
し
い
を
離
れ
た
か
ら
だ
が
、
死
ん
だ

も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
行
な
い
の
な
い
信

仰
は
、
死
ん
で
い
る
の
で
す
。
」
（
ヤ
コ
ブ
二
章

二
十
六
節
）

「
な
す
べ
き
正
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が

ら
行
わ
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
罪
で

す
。
」
（
同
四
章
十
七
節
）

こ
ん
な
わ
け
で
、
陽
明
学
と
キ
リ
ス
ト
教
に
は

相
通
じ
る
部
分
が
あ
る
。
高
杉
晋
作
は
新
約
聖
書

を
読
ん
だ
と
き
、
こ
れ
は
陽
明
学
で
は
な
い
か
と

驚
い
た
と
い

う
。

よ
う
に
陽
明
学
は
教
え
る
。

知
る
こ
と
す
な
わ
ち
行
動
だ
と
教
え
る
陽
明
学
は
、

行
動
す
る
知
識
人
を
作
り
出
す
。
も
し
、
「
汗
水
た
ら

し
て
米
ば
作
っ
ち
ょ
る
百
姓
の
子
ど
も
が
、
白
か
飯
を

一
度
も
食
べ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
が
ん
理
不
尽
な
こ
と

が
あ
っ
て
よ
か
は
ず
は
な
か
ぞ
」
と
思
っ
た
ら
、
た
だ

ち
に
、
こ
の
不
正
を
を
た
だ
す
た
め
に
命
が
け
で
行
動

す
る
と
い
う
若
き
日
の
西
郷
吉
之
助
の
生
き
方
は
、
生

ま
れ
つ
き
の
彼
の
性
分
か
ら
出
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

陽
明
学
の
影
響
な
の
だ
ろ
う
。
陽
明
学
を
学
ん
だ
武
士

た
ち
は
、
社
会
の
諸
問
題
を
他
人
事
の
よ
う
に
見
て
い

る
の
で
な
く
、
立
ち
上
が
っ
て
こ
れ
を
た
だ
す
志
士
と

な
っ
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
陽
明
学
は
一
種
の
革
命
思

想
的
な
影
響
力
を
も
っ
た
。

主
イ
エ
ス
は
、
当
時
の
旧
約
聖
書
の
律
法
の
専
門
家

た
ち
が
、
律
法
に
精
通
し
て
い
な
が
ら
、
行
動
が
と
も

な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
厳
し
く
指
摘
し
て
、
民
衆
に

次
の
よ
う
に
勧
め
た
。

「
律
法
学
者
、
パ
リ
サ
イ
人
た
ち
は
、
モ
ー
セ
の
座

を
占
め
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
彼
ら
が
あ
な
た
が

た
に
言
う
こ
と
は
み
な
、
行
い
、
守
り
な
さ
い
。
け

れ
ど
も
、
彼
ら
の
行
な
い
を
ま
ね
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
彼
ら
は
言
う
こ
と
は
言
う
が
実
行
し
な
い
か
ら

で
す
。
」



③

「
南
洲
翁
遺
訓
」

で
は
、
西
郷
の
「
敬
天
愛
人
」
は
陽
明
学
か
ら
出

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
陽
明
学
の
中
に
は
、

「
畏
天
愛
民
」
つ
ま
り
「
天
を
畏
（
お
そ
）
れ
て
民

を
愛
す
」
と
い
う
こ
と
ば
は
あ
っ
て
も
、
「
敬
天
愛

人
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
字

が
少
々
ち
が
っ
て
も
中
身
は
同
じ
か
と
い
う
と
、
そ

う
で
も
な
い
。
儒
教
に
お
け
る
「
天
」
と
は
人
間
を

超
越
し
た
力
と
か
、
世
界
を
支
配
す
る
法
と
い
っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
西
郷
に
お
け

る
「
天
」
は
全
然
違
っ
て
い
る
の
だ
。

『
南
洲
翁
遺
訓
』
と
い
う
語
録
が
あ
る
。
こ
れ
は

西
郷
自
身
で
は
な
く
、
西
郷
に
心
酔
し
た
庄
内
藩

（
山
形
県
）
藩
士
が
、
西
郷
の
死
後
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
な
ぜ
庄
内
藩
士
が
西
郷
に
ほ
れ
た
の
か
。

大
政
奉
還
の
後
、
庄
内
藩
藩
士
に
よ
る
江
戸
薩
摩
藩

邸
襲
撃
事
件
が
発
火
点
と
な
っ
て
、
鳥
羽
伏
見
の
戦

い
が
起
こ
り
、
会
津
戦
争
へ
と
、
新
政
府
軍
と
旧
幕

府
軍
・
東
北
列
藩
同
盟
の
戦
い
は
続
い
た
。
一
連
の

い
く
さ
を
戊
辰
戦
争
と
い
う
。

最
後
ま
で
抵
抗
し

た
の
が
庄
内
藩
だ
っ
た
が
、
つ
い
に
降
伏
す
る
。
戊

辰
戦
争
の
始
ま
り
と
な
る
事
件
を
起
こ
し
た
庄
内

藩
で
あ
る
か
ら
、
処
分
が
厳
し
い
も
の
と
な
る
こ
と

は
必
定
だ
っ
た
。
一
八
六
八
年
九
月
二
十
五
日
、
藩

主
酒
井
忠
篤
と
重
臣
た
ち
は
白
装
束
に

主
と
重
臣
た
ち
は
白
装
束
に
身
を
包
ん
で
切
腹
覚

悟
で
降
伏
の
儀
式
場
に
臨
む
。
と
こ
ろ
が
、
儀
式
に

お
い
て
西
郷
は
「
敵
と
な
り
味
方
と
な
る
の
は
運
命

で
あ
る
。
い
っ
た
ん
、
降
伏
し
た
以
上
、
兄
弟
と
同

じ
と
心
得
よ
。
」
と
言
い
、
処
分
は
、
藩
主
の
二
年

間
の
謹
慎
の
み
と
し
た
。
庄
内
藩
士
た
ち
一
同
は
、

こ
の
西
郷
の
寛
大
な
処
置
に
感
涙
に
む
せ
ん
だ
。
謹

慎
が
と
け
た
後
、
酒
井
忠
篤
は
七
十
人
の
藩
士
を
連

れ
て
薩
摩
の
西
郷
の
も
と
に
行
き
、
感
謝
を
さ
さ

げ
、
百
日
間
滞
在
し
て
、
面
談
を
繰
り
返
し
、
そ
の

折
の
西
郷
の
こ
と
ば
を
書
き
留
め
て
い
っ
た
。
そ
れ

が
、
『
南
洲
翁
遺
訓
』
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
西
郷

は
「
天
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

二
四

道
と
い
う
も
の
は
天
地
自
然
の
も
の
で
あ

っ
て
、
人
は
こ
れ
に
の
っ
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
か
ら
天
を
敬
う
こ
と
を
目
的
と
す
べ
き
で
あ

る
。
天
は
他
人
を
も
自
分
を
も
平
等
に
愛
し
た
ま

う
か
ら
、
自
分
を
愛
す
る
心
を
も
っ
て
人
を
愛
す

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

二
五

人
を
相
手
に
し
な
い
で
、
常
に
天
を
相
手

に
す
る
よ
う
に
心
が
け
よ
。
天
を
相
手
に
し
て
、

自
分
の
誠
を
つ
く
し
て
人
の
非
を
と
が
め
る
よ
う

な
こ
と
は
せ
ず
、
自
分
の
真
心
の
足
り
な
い
こ
と

を
反
省
せ
よ
。

西
郷
の
「
天
」
と
は
、
他
人
を
も
自
分
を
も
平
等

に
愛
し
た
ま
う
生
け
る
人
格
的
存
在
で
あ
っ
た
。
西

郷
は
生
け
る
人
格
で
あ
る
「
天
」
を
相
手
に
し
て
生

き
て
い
た
か
ら
、
自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
他
者
を
も

愛
し
、
戦
が
終
わ
っ
て
ま
で
、
他
者
に
復
讐
す
る
よ

う
な
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
さ
に
は
「
敬

天
愛
人
」
の
実
践
で
あ
っ
た
。
で
は
い
っ
た
い
、
西

郷
は
こ
の
生
け
る
愛
に
満
ち
た
人
格
と
し
て
の

「
天
」
を
ど
こ
で
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

西
郷
と
聖
書

鹿
児
島
市
に
西
郷
南
洲
顕
彰
館
と
い
う
施
設
が
あ

る
が
、
そ
の
元
館
長
に
著
名
な
西
郷
研
究
家
で
あ
る

高
柳
毅
氏
が
い
る
。
高
柳
氏
に
よ
れ
ば
、
西
郷
隆
盛

は
、
漢
訳
（
中
国
語
訳
）
の
聖
書
を
読
ん
で
い
た
の

で
あ
る
。
西
郷
が
一
八
六
六
―
六
八
年
に
漢
訳
聖
書

を
手
に
入
れ
こ
れ
を
熟
読
し
て
い
た
こ
と
は
史
料

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
西
郷
の
中
心
思

想
「
敬
天
愛
人
」
に
お
け
る
「
天
」
が
、
生
け
る
愛

の
人
格
と
し
て
の
神
で
あ
る
の
は
、
聖
書
の
神
の
こ

と
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
「
天
は
他
人
を
も
自
分
を

も
平
等
に
愛
し
た
ま
う
か
ら
、
自
分
を
愛
す
る
心
を

も
っ
て
人
を
愛
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
」
と
い

う
西
郷
の
こ
と
ば
は
、
新
約
聖
書
か
ら
出
て
い
る
。
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「
神
は
そ
の
ひ
と
り
子
を
世
に
遣
わ
し
、
そ
の

方
に
よ
っ
て
私
た
ち
に
、
い
の
ち
を
得
さ
せ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
神
の
愛
が
私
た
ち
に
示
さ

れ
た
の
で
す
。
私
た
ち
が
神
を
愛
し
た
の
で
は
な

く
、
神
が
私
た
ち
を
愛
し
、
私
た
ち
の
罪
の
た
め

に
、
な
だ
め
の
供
え
物
と
し
て
の
御
子
を
遣
わ
さ
れ

ま
し
た
。
こ
こ
に
愛
が
あ
る
の
で
す
。
愛
す
る
者
た

ち
。
神
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
私
た
ち
を
愛
し
て
く
だ

さ
っ
た
の
な
ら
、
私
た
ち
も
ま
た
互
い
に
愛
し
合
う

べ
き
で
す
。
」
（
第
一
ヨ
ハ
ネ
四
章
九
―
十
一
節
）

西
郷
は
、
他
人
に
も
聖
書
の
教
え
を
説
い
て
い

た
。
川
邉
二
夫
さ
ん
と
い
う
証
言
者
が
鹿
児
島
市
に

住
ん
で
い
る
。
薩
摩
で
は
川
邉
家
と
い
う
の
は
、
島

津
家
よ
り
も
由
緒
あ
る
豪
族
で
、
川
邉
二
夫
さ
ん
は

四
十
八
代
目
当
主
で
あ
る
。
西
郷
は
十
八
歳
の
と
き

農
村
調
査
を
担
当
す
る
郡
方
と
い
う
役
目
に
つ
い

て
、
川
邉
家
の
所
領
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
西
郷
は
島
流
し
に
な
っ
た
り
さ
ま
ざ
ま
の

苦
難
を
経
た
の
ち
、
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
す
る
の

は
幕
末
の
こ
と
で
あ
り
、
再
び
川
邉
家
に
足
し
げ
く

通
う
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
川
邉
二
夫
さ
ん
の
証
言
に
よ
る
と
、
「
父
の
話

だ
と
、
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
が
青
年
の
頃
、
西
郷
さ
ん

が
川
邉
家
を
訪
れ
、
耶
蘇
教
の
経
典
を
教
え
て
く
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
」
そ
の
後
、
川
邉
家
に
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
が
根
付
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、

二
夫
さ
ん
の
心
の
中
に
は
聖
書
に
対
す
る
あ
こ
が
れ

の
よ
う
な
も
の
が
宿
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
る
出
来
事

が
き
っ
か
け
で
教
会
に
通
い
キ
リ
ス
ト
者
と
な
ら
れ

た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
実
は
西
郷
は
日
本
で
最
初
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
教
会
で
あ
る
横
浜
海
岸
教
会
で
外
国
人
宣
教

師
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
ら
し
い
。
そ
の
事
実
は
、
あ

る
小
倉
藩
士
の
日
記
に
し
る
さ
れ
て
お
り
、
「
洗
礼

を
受
け
た
こ
と
は
秘
密
に
し
て
ほ
し
い
」
と
の
西
郷

の
要
請
が
あ
り
、
お
礼
と
し
て
西
郷
が
宣
教
師
に
豚

二
匹
を
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
も
日
記
に
書
か
れ
て
い

た
。
惜
し
い
こ
と
に
、
そ
の
日
記
は
戦
争
で
焼
失
し

た
の
だ
が
、
「
豚
二
匹
」
と
い
う
よ
う
な
情
報
の
詳

細
さ
か
ら
し
て
、
信
ぴ
ょ
う
性
が
高
い
。
西
郷
に
洗

礼
を
授
け
た
宣
教
師
は
、
時
期
的
に
見
て
、
フ
ル
ベ

ッ
キ
か
リ
ギ
ン
ズ
で
あ
る
。

若
き
日
に
、
知
行
合
一
を
説
く
陽
明
学
を
修
め
、

真
理
を
知
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、
真
理
を
行
な
う
こ

と
で
あ
る
と
い
う
生
き
方
を
求
め
て
来
た
西
郷
ど
ん

は
、
農
村
調
査
の
仕
事
に
つ
く
と
、
農
民
た
ち
の
生

活
の
困
窮
を
見
て
、
農
民
た
ち
を
助
け
て
や
り
た
い

と
行
動
し
た
役
人
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
島
津
斉
彬
公

に
仕
え
た
日
々
、
そ
し
て
、
安
政
の
大
獄
と
の
か
か

わ
り
の
ゆ
え
に
島
流
し
の
日
々
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

討
幕
運
動
の
中
心
の
一
人
と
な
っ
て
権
謀
術
数
を
め

ぐ
ら
し
て
、
つ
い
に
討
幕
を
果
た
し
た
。
そ
の
後
、

血
で
血
を
洗
う
凄
惨
な
戊
辰
戦
争
。
そ
の
よ
う
な
時

期
、
西
郷
は
新
約
聖
書
と
出
会
っ
て
、
こ
れ
を
読
み

始
め
た
ら
し
い
。
庄
内
戦
争
の
後
に
、
敗
軍
の
将
を

前
に
し
た
西
郷
の
心
は
、
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
ば
に
突

き
動
か
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

最
近
、
『
西
郷
隆
盛
と
聖
書
』
の
著
者
守
部
喜
雅

さ
ん
に
お
目
に
か
か
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
教
え

て
も
ら
っ
て
、
ほ
か
の
本
も
バ
タ
バ
タ
と
調
べ
て
、

以
上
の
こ
と
を
書
い
て
み
た
。
あ
の
大
西
郷
と
呼
ば

れ
る
、
と
て
つ
も
な
く
魅
力
的
な
人
物
が
じ
つ
は
、

神
の
言
葉
で
あ
る
聖
書
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
な
る
ほ
ど
、
そ
う
だ
っ
た
の

か
と
思
っ
た
次
第
。
な
お
、
西
郷
隆
盛
が
征
韓
論
を

唱
え
た
戦
争
屋
だ
と

さ
れ
て
い
る
件
は
、

実
は
歴
史
が
ゆ
が
め

ら
れ
て
い
る
ら
し
い

が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
ま
た
の

機
会
に
―
。


