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圃
宗
教
に
つ
い
て
考
え
る

宗
教
は
ど
こ
ま

宗
教
は
・
お
お
む
ね
、
神
、
霊
、
真
理
と
い

っ
た
、
日
常
世
界
の
な
か
で
は
必
ず
し
も
経

験
で
き
な
い
も
の
に
立
脚
す
る
。
日
常
世
界

は
、
こ
う
し
た
も
の
が
つ
け
加
わ
る
と
、
い

わ
ば
「
よ
り
完
全
」
な
も
の
に
念
る
の
で
あ

る
。
と
れ
は
、
あ
る
空
聞
に
無
限
遠
点
(
∞
)

が
つ
け
加
わ
る
と
、
そ
の
空
間
の
数
学
的
性

質
が
変
化
し
て
、
よ
り
完
全
(
完
備
)
な
も

の
と
な
る
と
い
う
の
と
似
て
い
る
。
神
や
真

理
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
の
意
味
を
よ

り
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
要
請
さ
れ

る
の
だ
。

無
限
遠
点
は
、
有
限
な
日
常
世
界
と
正
反

対
で
あ
る
。
両
者
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
対
極

的
で
、
少
し
も
共
通
点
が
な
い
よ
う
に
み
え

る
。
し
か
し
、
日
常
世
界
で
の
経
験
が
・
な
け

れ
ば
、
そ
も
そ
も
無
限
遠
点
が
必
要
と
さ
れ

て
、
乙
の
社
会
の
再
組
織
を
は
か
る
点
が
共

通
し
て
い
る
。
は
じ
め
は
、
単
に
反
社
会
的

な
「
危
険
思
想
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
革
命

が
成
功
す
る
と
、
そ
う
し
た
価
値
や
真
理
が

自
明
の
も
の
と
し
て
、
日
常
世
界
の
な
か
を

通
用
し
始
め
る
。

市
民
革
命
か
ら
う
ま
れ
た
市
民
社
会
は
、

宗
教
を
相
対
化
す
る
。
な
ぜ
な
ら
市
民
社
会

は
「
信
教
の
自
由
」
と
い
っ
た
究
極
の
価
値

を
無
限
遠
点
に
戴
き
、
そ
れ
を
日
常
世
界
に

投
影
し
た
と
と
ろ
に
成
り
立
つ
か
ら
だ
。

「
信
教
の
自
由
」
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
任

意
の
宗
教
A
と
宗
教
B
と
を
対
等
に
扱
う
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
の
宗
教
が
も
っ
て

い
る
無
限
遠
点
(
神
や
真
理
)
も
市
民
社
会

の
(
唯
一
の
)
前
提
と
は
し
な
い
乙
と
、
を

意
味
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
は
、
個
々
人

の
現
実
を
支
配
す
る
と
し
て
も
、
乙
の
社
会

全
体
を
支
配
す
る
こ
と
は
な
い
。
あ
え
て
そ

れ
を
主
張
す
る
宗
教
は
「
反
社
会
的
」
と
み

な
さ
れ
る
。

近
代
市
民
社
会
(
な
ら
び
に
国
家
)
は
、

宗
教
か
ら
分
離
し
、
世
俗
的
な
も
の
と
な
っ

で
反
社
会
的
か

る
と
と
も
な
い
わ
け
で
、
両
者
は
い
わ
ば
メ

ダ
ル
の
表
裏
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
背
反
し
つ
つ
も
互
い

に
通
底
す
る
関
係
を
、
西
欧
の
神
学
は
「
超

越
と
内
在
」
と
よ
ん
だ
。

さ
て
、
宗
教
が
こ
の
よ
う
な
構
造
の
も
の

だ
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
究
極
の
と
と
ろ
、

日
常
世
界
と
無
限
遠
点
の
ど
ち
ら
が
人
聞
の

現
実
を
支
配
す
る
の
か
と
い
う
、
潜
在
的
な

対
立
の
構
図
が
隠
れ
て
い
る
と
と
に
な
る
。

そ
の
対
立
は
、
神
道
や
多
く
の
未
開
宗
教
の

場
合
、
無
限
遠
点
(
神
や
霊
)
は
日
常
世
界

の
要
求
を
充
足
す
る
た
め
に
あ
る
と
い
う
か

た
ち
で
解
決
さ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス

ト
教
の
よ
う
な
一
神
教
の
場
合
、
逆
に
、
と

の
日
常
世
界
は
無
限
遠
点
(
神
)
に
よ
っ
て

造
ら
れ
た
も
の
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い

た
。
民
主
主
義
は
、
世
俗
化
さ
れ
た
市
民
社

会
の
最
高
の
ル

1
ル
で
あ
る
。
神
な
ら
ぬ
市

民
が
日
常
世
界
の
現
実
を
決
定
す
る
と
い
う

乙
の
ル

l
ル
は
、
政
教
分
離
の
原
則
に
よ
っ

て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
「
信
教
の
自
由
」
は
、
微
妙
な
観

念
で
あ
る
。
市
民
社
会
は
そ
れ
を
絶
対
の
真

理
と
す
る
が
、
そ
と
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い

る
宗
教
は
一
神
教
、
す
な
わ
ち
、
日
常
世
界

の
現
実
を
ゼ
ロ
か
ら
創
り
出
し
再
組
織
す
る

乙
と
の
で
き
る
宗
教
、
つ
ま
り
、
潜
在
的
に

「反
社
会
的
」
な
宗
教
で
あ
る
。
だ
が
市
民

社
会
は
そ
れ
自
身
が
、
宗
教
革
命
、
市
民
革

命
と
い
っ
た
幾
度
か
の
、
「
反
社
会
的
」
な

も
の
の
勝
利
と
制
度
化
の
伝
統
の
う
え
に
成

立
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
を
否
定
で
き
な

い。
オ
ウ
ム
真
理
教
の
よ
う
に
唯
一
の
「
真

理
」
を
掲
げ
、
こ
の
社
会
の
再
組
織
を
目
指

す
(
潜
在
的
に
)
「
反
社
会
的
」
な
宗
教
が

出
現
し
た
場
合
、
市
民
社
会
は
ど
う
対
応
す

る
べ
き
な
の
か
。
.
、
、
、
、
、
、

ま
ず
、
そ
の
宗
教
が
教
義
の
う
え
か
ら

「
政
教
分
離
」
を
承
認
し
て
い
る
か
否
か
を
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る
。
日
常
世
界
が
優
位
す
る
か
、
無
限
遠
点

が
優
位
す
る
か
、
両
者
は
ま
っ
た
く
あ
べ
こ

べ
の
発
想
に
立
つ
と
言
っ
て
い
い
。

一
神
教
の
よ
う
な
宗
教
は
、
数
あ
る
宗
教

の
な
か
で
は
例
外
的
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が

そ
れ
は
、
人
類
史
の
流
れ
を
決
定
づ
け
た
。

人
間
の
手
の
届
か
な
い
無
限
遠
点
を
基
準
に

し
て
、
日
常
世
界
を
根
底
か
ら
覆
し
、
再
組

織
し
て
し
ま
う
と
い
う
方
法
論
を
可
能
に
し

た
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト

教
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
共
通
す
る
「
契
約
」
宗

教
と
い
う
特
質
は
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

近
代
に
お
け
る
一
神
教
の
世
俗
的
な
変
形

が
、
啓
蒙
思
想
↓
市
民
革
命
で
あ
り
、
マ
ル

ク
ス
主
義
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
、
日
常
世

界
の
外
側
に
あ
る
価
値
や
真
理
を
基
準
に
し

=ー

判
断
す
る
(
戦
術
で
政
教
分
離
を
採
っ
て
い

る
だ
け
の
場
合
に
は
、

警
戒
が
必
要
で
あ

る
)
。
政
教
分
離
は
、
市
民
社
会
の
現
実
を

変
更
し
な
い
こ
と
の
保
証
に
な
る
。
も
し

も
、
政
教
分
離
の
原
則
を
承
認
し
て
い
な
い

よ
う
な
ら
、
つ
ぎ
に
そ
の
宗
教
、
が
、
世
俗
の

市
民
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と

ろ
う
と
す
る
の
か
、
真
剣
に
研
究
す
る
必
要

が
あ
る
。

ζ

れ
は
も
は
や
公
安
マ
タ

ー
だ

が
、
宗
教
学
者
の
協
力
が
な
い
と
作
業
は
う

ま
く
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
宗
教

が
、
「
信
教
の
自
由
」
を
廃
棄
し
て
神
聖
政

治
を
し
く
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
民
主
主
義
の

名
に
・
お
い
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る
断
固
た
る

論
争
(
闘
争
)
を
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

乙
の
論
争
は
、
そ
の
宗
教
の
掲
げ
る
「
真
理
」

が
正
し
い
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
も
の
で
は
な

い
。
市
民
社
会
の
掲
げ
る
「
真
理
」
と
、
そ

の
宗
教
の
掲
げ
る
「
真
理
」
が
正
面
か
ら
ぶ

つ
か
り
あ
う
「
宗
教
戦
争
」
で
あ
る
。
た
だ

し
そ
れ
を
、
世
俗
の
ル

1
ル
H
民
主
主
義
の

問
題
に
限
定
し
、
そ
の
枠
内
で
論
ず
る
の

が
、
市
民
社
会
の
流
儀
で
あ
り
誇
り
な
の
で

あ
る
。
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
は

「
直
接
民
主
主
義
」
を
生
む
か
?

在
宅
投
票
、

E
メ
ー
ル
で
の
政
治
家
と
の
対
話
、
情
報
公
開
:
:
:
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
に
よ
っ
て
民
主
主
義
は
「
進
化
」
す
る
か
?

民
主
主
義
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
(
も
と
も
と
の
か

た
ち
)
は
、
直
接
民
主
主
義
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

そ
れ
が
望
ま
し
か
っ
た
か
ら
と
い
う
よ
り
、
い
ち

ば
ん
簡
単
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
数
が
少
な
く

社
会
が
単
純
な
あ
い
だ
は
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
。

そ
の
後
、
民
主
主
義
と
言
え
ば
、
議
会
制
の
民

主
主
義
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
数
百
万
j

数
億
の
膨
大
な
人
口
を
抱
え
る
国
民
国
家
を
運
営

す
る
の
に
、
代
議
制
の
間
接
民
主
主
義
を
と
る
以

外
に
方
法
が
な
か

っ
た
。

そ
れ
が
最
近
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ふ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
普
及
に
よ
っ
て
、
直
接
民
主
主
義
が
復
活
す

る
と
い
う
予
想
が
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。

そ
も

や
裁
判
所
が
勝
手
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う
、
議
会

が
監
督
す
る
。
一
般
民
衆
は
議
会
に
代
表
を
送
っ

て
、
議
会
ぞ
通
じ
て
間
接
的
に
政
府
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
。
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
や
フ
ラ
ン
ス
革

命
こ
の
か
た
、
近
代
国
民
国
家
は
、
原
則
と
し
て

こ
う
い
う
方
法
で
民
主
主
義
の
政
治
を
行
な
う
こ

と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
般
民
衆
が
選
挙
に

よ
っ
て
議
員
を
選
び
、
議
会
を
通
じ
て
政
治
を
行

な
う
の
が
、
議
会
制
民
主
主
義
で
あ
る
。

守
げ
ド
ー
一一

民
主
主
義
に
つ
き
ま
と
う
と
さ
れ
る
難
点
を
、

つ
い
で
に
紹
介
し
て
お
、
』
う
。

民
主
主
義
は
、
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
な
こ
と
を

考
え
て
い
る
民
衆
一
人
ひ
と
り
の
意
思
を
、
国
家

意
思
に
集
約
す
る
手
続
き
を
必
要
と
す
る
。
こ
の

手
続
き
が
、
選
挙
(
投
票
)
で
あ
る
が
、
古
く
か

ら
「
投
票
の
逆
理
(
〈
E
E
m
B
E号
×
)
」
が
知

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
い
ま
国
民
が
三
人
い

て
、
赤
イ
ズ
ム
、
白
イ
ズ
ム
、
黒
イ
ズ
ム
の
三
選
択

肢
に
つ
い
て
以
下
の
選
好
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
。

国
民
A

一
赤
イ
ズ
ム

〉
白
イ
ズ
ム
〉
黒
イ
ズ
ム

国
民
B
一
白
イ
ズ
ム

〉
黒
イ
ズ
ム
〉
赤
イ
ズ
ム

そ
も
そ
れ
は
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
の
か
、

で
あ
る
と
し
て
も
望
ま
し
い
の
か
、

考
え
て
み
よ
う
。

-
民
主
主
義
と
は
何
か
フ

可
能

ひ
と
と
お
り

議
論
の
出
発
点
と
し
て
、

民
王
王
義

と・・・・・

ま
ず
、

は
何
か
?
・

民
主
主
義
(
号
日
O
Q
R可
)
と
は
、
文
字

E
お

り
に
、
民
衆
の
手
に
よ
る
政
治
。
国
王
で
も
貴
族

、
て
も
、
選
ば
れ
た
知
識
人
や
一
部
の
人
び
と
で
も

な
し
に
、
一
般
民
衆
(
普
通
の
人
び
と
)
が
政
治

を
行
な
う
。
政
治
と
は
、
意
思
決
定
(
己

R
5
8

国
民

C
一
黒
イ
ズ
ム

〉
赤
イ
ズ
ム
〉
白
イ
ズ
ム

投
票
(
単
純
多
数
決
)
で
政
策
決
定
を
試
み
る
。

赤
イ
ズ
ム

V
S白
イ
ズ
ム
、
白
イ
ズ
ム
目
黒
イ
ズ

ム
に
つ
い
て
採
決
す
る
と
、
い
ず
れ
も
二
対
一
で
、

赤
イ
ズ
ム
〉
白
イ
ズ
ム
、
白
イ
ズ
ム
〉
黒
イ
ズ
ム

と
な
る
。
こ
れ
は
、
赤
イ
ズ
ム
〉
黒
イ
ズ
ム
を
予

想
さ
せ
る
が
、
こ
れ
を
採
決
す
る
と
結
果
は
逆
に
、

二
対
一
で
、
黒
イ
ズ
ム
〉
赤
イ
ズ
ム
と
な
る
。
こ

の
よ
う
に
、
一
人
ひ
と
り
が
合
理
的
な
価
値
判
断

を
し
て
い
て
も
、
投
票
の
結
果
は
、
合
理
的
と
は

限
ら
な
い
(
一
般
に
、
推
移
律
が
成
り
立
た
ず
、

循
環
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
)
。

コ
ン
ド
ル
セ
が
発
見
し
た
こ
の
「
投
票
の
逆

理
」
を
、
ど
こ
ま
で
深
刻
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う

か
。
経
済
学
者
の
ヶ
、
亦
ス
・
ア
ロ
ー
は
こ
れ
を
拡

張
し
た
、
「
ア
ロ
!
の
不
可
能
性
定
理
」
を
証
明

し
た
。
(
詳
細
は
、
た
と
え
ば
佐
伯
酔

『
「
き
め
方
」

の
論
理
』
東
大
出
版
会
、
を
参
照
)
。
こ
れ
ら
の
逆

理
は
、
直
接
、
で
あ
れ
間
接
で
あ
れ
、
投
票
に
必
ず

つ
き
ま
と
う
。
そ
こ
で
、
直
接
民
主
主
義
が
、
個

別
の
課
題
を
い
ち
い
ち
投
票
に
よ
っ
て
決
定
す
る

と
い
う
意
味
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
の
逆
理
に

つ
き
ま
と
わ
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

間
接
民
主
主
義
(
政
党
政
治
)
は
、

こ
う
し
た

橋爪大三郎
はしづめ・だいさぶろう
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の
こ

t
だ
か
ら、

こ
れ
を
言
い
か
え
る

と
、
一
般
民
衆
が
、
自
分
た
ち
の
子
。
て
重
要
な
意

思
決
定
を
行
な
い
、
社
会
を
運
営
す
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
未
開
部
族
の
全
体
集
会
や
、
古
代
ポ

リ
ス
の
民
主
政
治
、
ス
イ
ス
の
都
市
の
直
接
民
主

制
な
ど
、
み
な
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。

き
て
、
意
思
決
定
し
た
こ
と
を
、
誰
が
実
行
す

る
の
か
。
あ
る
程
度
発
達
し
た
社
会
、
て
は
、
こ
れ

は
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
に
な
る
の
で
、
一
般
民
衆

が
い
ち
い
ち
タ
ッ
チ
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
こ
で
政
府
を
組
織
し
て
、
行
政
の
専
門
家
の
子

に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
も
、
専
門
知
識
が

必
要
な
の
で
、
法
律
の
専
門
家
に
任
せ
る
。
政
府

逆
理
の
一
部
を
解
消
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
国
民
は
「
減
税
〉
増
税
」
「
高
福
祉

〉
低
福
祉
」
と
い
う
選
好
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ

の
ま
ま
(
減
税
×
高
福
祉
)
で
は
国
家
財
政
が
破

綻
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
政
党
の
出
番
だ
。
政
党

は
、
政
治
の
プ
ロ
な
の
で
、
減
税
×
低
福
祉
、
増

税
×
高
福
祉
と
い
っ
た
、
実
行
可
能
な
政
策
セ
ッ

ト
(
い
く
つ
か
の
政
策
選
択
肢
を
組
み
合
わ
せ
て
、

実
行
可
能
な
プ
ラ
ン
に
ま
と
め
た
も
の
)
を
掲
げ
る
。

国
民
は
、
個
々
の
政
策
、
で
は
な
し
に
、
政
党
を
選

択
肢
に
し
て
投
票
す
る
。
こ
う
す
れ
ば
(
政
党
が

ま
じ
め
に
政
策
を
研
究
し
、
政
策
論
争
を
す
る
な
ら

ば
て
ど
の
政
党
が
勝
つ
に
せ
よ
、
政
策
の
合
理

性
が
確
保
さ
れ
る
。

政
党
を
軸
に
し
た
議
会
制
民
主
主
義
は
、
わ
が

国
で
も
一
世
紀
近
く
の
歴
史
を
持

っ
て
い
る
。
そ

れ
が
評
判
が
悪
い
の
は
、
①
選
択
肢
が
限
ら
れ
て

い
る
(
政
党
が
わ
ず
か
し
か
な
い
)
の
で
、
有
権
者

の
切
実
な
関
心
に
応
え
ら
れ
な
い
、
②
選
挙
が
数

年
間
隔
な
の
で
、
選
挙
の
争
点
が
ど
こ
か
に
行
っ

て
し
ま
っ
て
新
し
い
状
況
に
な
る
と
、
有
権
者
が

政
治
に
参
加
す
る
す
べ
が
な
い
、
な
ど
の
点
が
あ

る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
点
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
み

ッ
ト
民
主
主
義
は
、
解
決
す
る
だ
ろ
う
か
。
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直
接
民
主
主
義
の
利
点
(
欠
点
)
は
、
議
会
制

の
欠
点
(
利
点
)
と
裏
腹
で
あ
る
。
議
会
制
は
、

手
聞
が
か
か
ら
な
い
。

個
別
の
課
題
に
つ
い
て
そ

の
都
度
投
票
せ
ず
と
も
、
数
年
に
一
度
投
票
す
れ

ば
す
む
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
自
分
の
意
見

が
い
ち
い
ち
議
会
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
な
く
て
も
我
慢
す
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
み
ッ
ト
を
使
え
ば
、

個
別
の
課

題
に
つ
い
て
有
権
者
の
意
思
を
知
る
必
要
が
あ
る

た
び
に
、
有
権
者
に
投
票
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
る
。
有
権
者
は
、

う
実
感
が
湧
い
て
、

し
か
し
、

政
治
に
参
加
し
て
い
る
と
い

満
足
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

①
毎
回
じ

っ
く
り
考
え
て
結
論
を
出
す

の
は
面
倒
に
違
い
な
い
し
、

そ
の
う
ち
ち
ゃ
ら
ん

ぽ
ら
ん
な
投
票
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
、

さ
き
ほ
ど
の
例
の
よ
う
に
、

②
政
策
全

体
の
合
理
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
直
接

民
主
主
義
が
そ
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
制
度
で
あ
る

、，

・

3

、

カ
ド
r
E
フ
カ

慎
重
に
岩
虚
す
る
必
要
が
あ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
在
宅
投
票
が
、
従
来
型

だ
。
問
題
は
、
一
人
の
議
員
が
、
数
万
、
数
十
万

に
も
の
ぼ
る
有
権
者
の
代
表
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
れ
だ
け
大
勢
の
人
聞
と
、
個
人
的
に
知
り
合
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
手
紙
や
メ
ー
ル
を
も
ら
っ
て

も
、
返
事
が
書
け
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
こ
そ
、
代
表
が
必
要
に
な
っ
た
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
議
員
に
メ
ー
ル
を
書
く
の
は
よ
い
こ

と
で
あ
る
。
メ
ー
ル
は
、
本
人
が
返
事
を
書
く
必

要
は
な
い
の
で
、
ス
タ
ッ
フ
が
代
わ
っ
て
返
事
を

書
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
手
紙
の
場

合
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
メ
ー
ル
の
場
合
、
代
筆

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
に
く
い
だ
け
だ
。

政
治
家
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
む
し
ろ
、

E

メ
ー
ル
を
使
え
ば
、
有
権
者
に
安
い
コ
ス
ト
て
自

分
の
政
見
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
。
こ

の
メ
リ
ッ
ト
は
、
一
・
対
・
多
(
数
万
)
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
本
質
的
に
は
、
マ
ス

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

一
片
!
ぽ
一

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
汗
ッ
ト
が
普
及
す
れ
ば
、
情
報

公
聞
が
進
み
、
有
権
者
の
知
る
権
利
が
満
た
さ
れ

る
と
い
う
説
は
、
ど
う
だ
ろ
う
。

投
票
所

に
出
か
け
る
手
間
や
選
管
に
よ
る
開
票
作
業
が
省

(
手
軽
で
あ
る
)

の
選
挙
に
よ
る
投
票
と
違
う
と
こ
ろ
は
、

け
て
、

コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い

こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
議
会
を
廃
止
し
て
す
べ

て
有
権
者
の
直
接
投
票
で
決
め
よ
う
、

案
も
持
ち
上
が
る
わ
け
だ
。

と
い
う
提

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
投
票
の
使
い
み
ち
と
し
て
、

議
会
の
議
員
を
選
挙
す
る
際
に
用
い
る
、

(
あ
る
い
は
、

①
 

②
議
会

議
会
の
代
わ
り
に
)
、

を
廃
止
し
て

個
別
の
政
策
選
択
肢
に
対
し
て
投
票
す
る
、
の
二

通
り
が
あ
り
う
る
。
も
し
も
、
①
だ
け
、
で
あ
れ
ば
、

議
会
制
民
主
主
義
の
大
枠
は
変
化
し
な
い
。

コ
ス

ト
が
安
く
て
手
聞
が
省
け
る
の
な
ら

(
つ
ま
り
、

そ
れ
だ
け
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
み
ッ
ト
が
普
及
し
た
の
な

ら
)
、
さ
っ
さ
と
導
入
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
そ

投
票
率
が
あ
が
る
と
い
う
説
が
あ
る
が
、

疑の
わ結
し果

(
棄
権
す
る
際
の
心
理
的
負
担
も
軽
く
な

る
)
。
買
収
工
作
が
む
ず
か
し
く
な
る
か
ら
民
主

主
義
の
た
め
に
な
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
、

こ
れ

も
疑
わ
し
い
。

I
D
ナ
ン
バ
ー
を
買
収
し
、

本
人

に
代
わ
っ
て
投
票
す
る
と
い
う
新
し
い
手
口
だ
っ

て
考
え
ら
れ
る
。

紙
爆
弾
と
ち
が
っ
て

E
メ
ー
ル

は
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
の
で
、

は
、
サ
ー
バ
ー
が
パ
ン
ク
す
る
ほ
ど
メ
ー
ル
が
殺

投
票
日
間
近
に

コ
ン
ピ
ュ

こ
れ
に
は
、
希
望
が
持
て
そ
う
だ
。

l
夕
、
外
ッ
ト
の
完
成
、
て
、
情
報
公
開
の

コ
ス
ト
は

劇
的
に
低
下
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
昔
、
す
べ
て
の

文
書
は
手
で
書
か
れ
、
タ
イ
プ
さ
れ
、
印
制
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
を
公
開
し
よ
う
と
思
え
ば
、
文
書

を
物
理
的
に
一
箇
所
に
集
め
、
整
理
し
な
お
し
て
、

目
録
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
常
時
、

更
新
し
て
い
く
手
間
だ
け
で
も
大
変
だ
。
現
在
、

メ
モ
や
メ
イ
ル
を
含
め
て
す
べ
て
の
文
書
は
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
接
続
の
た

め
の
ル
ー
ル
さ
え
決
め
れ
ば
、
最
小
コ
ス
ト
て
こ

れ
ま
で
作
成
さ
れ
た
す
べ
て
の
公
的
文
書
に
ア
ク

セ
ス
す
る
'
』
t
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
問
題
は
、
技
術
的
な
側
面
よ
り
も
、
政

治
的
な
側
面
だ
ろ
う
。
公
開
に
は
、
機
密
、
行
政

上
の
都
合
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
さ
ま
、ざ
ま
な
理

由
で
、
抵
抗
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
を
押
し
て

ど
こ
ま
で
有
権
者
が
、
公
聞
を
実
現
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
。
原
則
公
聞
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
カ

で
き
れ
ば
、
民
主
主
義
は
成
熟
の
度
合
い
が
一
気

に
高
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
。

心
配
な
逆
の
現
象
に
も
注
意
が
必
要
だ
。

コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
、
汗
ッ
ト
は
、
情
報
通
信
の
コ
ス
ト
が
と

に
か
く
安
に
そ
の
結
果
、
根
拠
の
不
確
か
な
情

到
す
る
と
い
う
事
態
も
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な

ら
Eーな
メ日

yレ
で
政
治
家
と
対
話
で
き
る
カ通
フ

議
会

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
不

ツ
ト
が
普
及
し
て
も
、

は
な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
政
治
に
は
専
門
知
識

も
、
時
間
や
労
力
も
必
要
で
あ
る
。
誰
も
が
四
六

時
中
、
政
治
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

議
会
で
一
般
の
有

権
者
に
代
わ
り
政
治
を
行
な
う
、
政
治
家
と
い
う

職
業
も
な
く
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

政
治
家
と
一
般
の
有
権
者
の
、

と
が
問
題
だ
と
さ
れ
て
き
た
。

戸

h
ビ
件
庄
、1
t

a
色

、

，

，

口
止
宙
円
カ
国
JM

L

こ

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ、不

ツ
'h
l

立、

こ
の
距
離
を
縮
め
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

同
士
は
、

対
等
で
あ
る
。

有
権
者
が
議

そ
こ
で
、

員
に
メ
ー
ル
を
書
け
ば
、

l
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
、

双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

政
治
が
よ
り
身
近
な
も
の

に
な
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

だ
が
、
そ
う
は
う
ま
く
い
か
な
い
と
思
う
。
こ

れ
ま
で
も
、
有
権
者
は
議
員
に
手
紙
を
書
く
こ
と

が
で
き
、
議
員
は
有
権
者
に
返
事
を
書
く
こ
と
が

で
き
た
。
手
紙
も
双
方
向
の
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の

報
や
デ
マ
の
た
ぐ
い
も

容
易
に
、
外
ッ
ト
ワ
1
ク

の
な
か
を
流
通
す
る
。

新
聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
の

て
い
た
が
、

曲
が
り
な
り
に
も
編
集
機

い
い
加
減
な
情
報
を
排
除
し

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
そ
う
し
た
機
能
は

よ
う
な
マ
ス
コ
ミ
は
、

能
を
持
っ
て
お
り
、

pih

、o

e
J
g
t
L

・

情
報
の
ゆ
き
渡
り
す
ぎ

(
イ
ン
タ
ー
ふ
ツ

ト
の
ポ
ル
ノ
画
像
は
、

そ
の
一
例
だ
)

に
注
意
し
て
、

そ
れ
に
対
抗
す
る
編
集
機
能
を
育
て
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

*
 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
亦

ッ
ト
が
普
及
し
さ
え
す
れ
ば
、

民
主
主
義
が
も
っ
と
ま
し
な
別
物
に
な
る
と
考
え

る
と
し
た
ら
、
単
純
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
新
し
い

技
術
に
よ
っ
て
、
情
報
流
通
の
根
本
が
変
化
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
が
民
主
主
義
に
影
響
し
た
と
し
て

も
当
然
だ
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
亦
ッ
ト
は
、
第
四
権

力
で
あ
る
「
世
論
」
を
強
化
す
る
。
そ
れ
に
つ
れ

て
民
主
主
義
も
、
新
た
な
も
の
に
進
化
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
糸
ッ
ト
直
接
民
主
主

義
だ
ろ
う
か
?
議
会
が
無
用
の
長
物
に
な
る
と

い
う
意
味
な
ら
、
私
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

意
外
に
早
く
、
こ
れ
ま
で
予
想
も
し
な
か
っ
た
変

化
が
訪
れ
な
い
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
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