
  

 
 

僕
は
牧
師
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
教
育
家
と
な
る 

こ
と
を
恐
れ
、
通
俗
小
説
家
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
る

 
 

『
三
太
郎
の
日
記
』
は
小
説
で
は
な
い
。
阿
部
次
郎
は

夏
目
漱
石
の
門
弟
で
は
あ
る
が
、
正
岡
子
規
の
門
弟
で
は

な
い
。
「
子
規
篇
」
と
し
て
『
三
太
郎
の
日
記
』
を
と
り

あ
げ
る
の
は
ま
ず
い
か
な
と
い
う
気
も
し
た
が
、
阿
部
は

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
明
治
四
十
四
年
四
月
号
に
『
狐
火
』
と

い
う
小
説
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
縁
が
あ
る

な
ら
、
ま
あ
い
い
だ
ろ
う
と
、
判
断
し
た
。

　
そ
の
判
断
を
後
押
し
し
た
の
は
、
漱
石
が
阿
部
か
ら
の

葉
書
に
対
し
て
出
し
た
返
書
に
注
目
し
た
た
め
だ
。
阿
部

の
葉
書
は
漱
石
が
明
治
四
十
三
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
朝

日
新
聞
に
連
載
し
た
『
門
』
へ
の
感
想
で
、
そ
れ
に
対
す

る
漱
石
の
返
書
は
次
の
通
り
。

　
「
拝
啓
　
葉
書
を
あ
り
が
と
う
。
『
門
』
が
出
た
と
き

か
ら
今
日
ま
で
誰
も
何
も
い
っ
て
く
れ
る
も
の
は
一
人
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
近
頃
孤
独
と
い
う
事
に
慣
れ

て
芸
術
上
の
同
情
を
受
け
な
い
で
も
ど
う
か
こ
う
か
暮
ら

し
て
行
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
従
っ
て
自
分
の
作
物

に
対
し
て
賞
賛
の
声
な
ど
は
全
く
予
期
し
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
『
門
』
の
一
部
分
が
貴
方
に
読
ま
れ
て
、
そ
う
し

て
貴
方
を
動
か
し
た
と
い
う
事
を
貴
方
の
口
か
ら
聞
く
と

嬉
し
い
満
足
が
湧
い
て
き
ま
す
」
。

　
『
門
』
の
よ
う
な
作
品
に
対
す
る
読
者
の
反
応
が
連
載

終
了
後
二
年
以
上
た
っ
て
や
っ
と
あ
ら
わ
れ
た
と
は
意
外
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　だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
阿
部
次
郎
は
『
門
』
の
ど
こ

に
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
「
彼
は
門
を
通
る

人
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
門
を
通
ら
な
い
で
す
む
人
で
も

な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
彼
は
門
の
下
に
立
ち
す
く
ん

で
、
日
の
暮
れ
る
の
を
待
つ
べ
き
不
幸
な
人
で
あ
っ
た
」

と
迷
っ
て
い
る
主
人
公
宗
助
の
心
理
描
写
だ
と
思
う
、

　
そ
の
根
拠
は
『
三
太
郎
の
日
記
』
の
記
述
に
あ
る
。
た

と
え
ば
、
三
太
郎
は
「
僕
は
牧
師
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
、

教
育
家
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
通
俗
小
説
家
と
な
る
こ
と

を
恐
れ
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
門
の
下
に
た
た

ず
む
宗
助
の
姿
と
重
な
っ
て
く
る
。

　
宗
助
の
門
は
仏
教
、
三
太
郎
の
門
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い

う
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
宗
教
の
門
で
あ
る
。
通
俗

小
説
家
と
い
え
ば
、
読
者
の
俗
情
に
こ
び
て
金
儲
け
に
な

り
そ
う
な
作
品
を
書
く
作
家
だ
。
阿
部
次
郎
は
そ
も
そ
も

小
説
家
の
タ
イ
プ
で
は
な
い
。 

　
結
局
、
三
太
郎
即
ち
阿
部
次
郎
は
迷
い
な
が
ら
教
育
家

に
な
っ
た
。
東
北
大
学
の
法
文
学
部
長
と
し
て
定
年
退
官

し
、
仙
台
市
名
誉
市
民
に
な
っ
て
い
る
か
ら
教
育
者
と
し

て
は
成
功
し
た
よ
う
に
は
た
か
ら
は
見
え
る
。

　
『
三
太
郎
の
日
記
』
は
、
大
正
・
昭
和
期
の
青
春
の
バ

イ
ブ
ル
と
さ
れ
、
哲
学
的
教
養
を
も
と
め
る
学
生
の
必
読

書
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
門
の
下
に
立
ち
す
ぐ
ん
で
い
る

よ
う
な
人
の
教
養
で
は
あ
ま
り
頼
り
に
な
ら
な
い
よ
う
な

気
も
す
る
。

　
生
き
る
為
の
職
業
は
、
魂
の
生
活
と
一
致
す
る
も
の
を

　
選
ぶ
こ
と
を
第
一
と
す
る 

 
 

　
　
　
　 

阿
部
次
郎
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