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「
母
な
る
」A

m
herst

新　

井　
　
　

明　
　

　

わ
た
し
の
世
代
は
い
わ
ゆ
る
少
国
民
と
し
て
の
教
育
を
ま
と
も
に
受
け
、「
八
紘
一
宇
」
の
精
神
を
叩
き
込
ま
れ
た
。「
今
日
よ
り
は
顧

み
な
く
て
大
君
の
醜し

こ

の
御
楯
と
出
で
立
つ
わ
れ
は
」（『
萬
葉
集
』
巻
二
〇
、四
三
七
三
）。
天
皇
の
い
ま
す
御
国
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
、

そ
し
て
最
後
は
靖
国
神
社
に
葬
ら
れ
る
、
そ
れ
が
日
本
国
民
と
し
て
の
名
誉
あ
る
生
き
方
で
あ
る
、
と
。
国
民
学
校
で
は
校
門
脇
に
奉
安

殿
が
建
ち
、
そ
の
中
に
祀
ら
れ
て
あ
る
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
の
御
真
影
に
た
い
し
て
、
各
人
最
敬
礼
を
し
て
か
ら
校
庭
に
、
さ
ら
に
校
舎

入
り
口
へ
と
進
む
。
そ
う
し
た
忠
君
愛
国
主
義
の
学
校
教
育
は
当
時
は
声
高
ら
か
に
進
め
ら
れ
た
も
の
だ
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
日
常

の
生
活
で
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
食
料
事
情
の
悪
さ
で
あ
っ
た
。
腹
を
す
か
せ
な
が
ら
、
東
京
の
片
隅
の
国
民
学
校
は
卒
業
し
た
。

　

都
立
の
中
学
校
に
入
学
し
た
こ
ろ
、
駅
前
一
帯
の
長
屋
は
倒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
強
制
疎
開
の
指
示
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
わ
が
家

も
ど
こ
か
田
舎
へ
去
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
縁
を
頼
っ
て
山
形
県
の
鶴
岡
へ
行
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
事
情
か
ら

で
あ
っ
た
。
移
っ
て
い
っ
た
翌
年
の
中
学
校
二
年
生
の
夏
、
八
月
一
五
日
、
校
庭
に
集
合
さ
せ
ら
れ
て
、
不
動
の
姿
勢
で
天
皇
の
放
送
を

聞
か
さ
れ
た
。
天
皇
の
こ
と
ば
と
な
れ
ば
、
ソ
連
に
対
す
る
開
戦
の
詔
勅
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
い
な
が
ら
（
い
や
、
半
ば
そ
う
期
待
し

な
が
ら
）、「
玉
音
」
な
る
も
の
を
聴
か
さ
れ
た
。
満
洲
（
現
在
の
中
国
東
北
部
）
に
攻
め
込
ん
で
き
た
ら
し
い
ソ
連
に
対
す
る
開
戦
の
詔
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勅
が
あ
っ
て
い
い
時
期
な
の
だ
。
じ
つ
は
天
皇
が
な
に
を
言
っ
て
い
る
の
か
、分
か
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
直
後
の
和
田
信
賢
氏
の
再
読
で
、

戦
争
は
止
め
、
と
い
う
こ
と
だ
と
分
か
っ
た
。
女
性
の
事
務
職
員
の
方
が
た
は
泣
い
て
い
た
。

　

か
く
し
て
一
五
年
戦
争
は
終
わ
っ
た
。
完
全
な
敗
北
で
あ
っ
た
。
し
か
し
国
側
は
こ
れ
は
「
戦
い
の
矛ほ

こ

は
収
め
る
」
の
だ
と
い
う
こ
と

に
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
も
、今
に
い
た
る
も
、公
式
に
は
「
終
戦
の
日
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
日
の
後
は
、混
迷
の
日
々

が
つ
づ
い
た
。
わ
れ
わ
れ
若
者
た
ち
も
、
ど
う
生
き
て
ゆ
く
べ
き
か
、
路
頭
に
迷
う
思
い
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
敗
戦
の
翌
年
の
正
月
に

天
皇
が
出
し
た
「
人
間
宣
言
」
は
打
撃
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
若
者
た
ち
は
言
い
た
か
っ
た
、
︱
︱
天
皇
よ
、
あ
な
た
は
神
を
捨
て
人
間

に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
あ
な
た
の
名
の
た
め
に
人
間
と
し
て
の
生
命
を
捨
て
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
日
本
人
︱
︱
軍
人
・
一
般

人
︱
︱
三
二
〇
万
人
、
そ
れ
以
上
に
日
本
人
が
海
外
で
奪
っ
た
他
国
の
人
び
と
二
千
万
人
の
生
命
へ
の
責
任
は
、
ど
う
な
る
の
か
、
と
。

か
く
し
て
、か
つ
て
少
国
民
と
し
て
の
訓
育
を
受
け
た
世
代
の
精
神
的
混
迷
は
ふ
か
か
っ
た
。
多
く
の
若
者
た
ち
が
社
会
主
義
に
傾
い
た
。

戦
争
は
終
わ
っ
て
も
、
期
待
し
た
食
料
事
情
の
好
転
な
ど
な
か
っ
た
。
か
え
っ
て
悪
さ
は
深
刻
で
あ
っ
た
。

　

庄
内
の
地
に
あ
る
う
ち
に
、
ウ
チ
ム
ラ
・
カ
ン
ゾ
ウ
と
い
う
名
前
が
、
学
校
の
教
師
の
口
を
と
お
し
て
わ
た
し
の
頭
に
入
っ
た
。『
余

は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
』
に
は
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
そ
の
こ
ろ
上
野
駅
で
父
が
「
進
駐
軍
の
宣
教
師
」
か
ら
貰
っ
た

と
い
う
「
新
約
聖
書
」
な
る
も
の
を
、捨
て
ず
に
持
っ
て
鶴
岡
の
仮
住
ま
い
に
や
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
今
で
も
わ
た
し
の
側
に
あ
る
。（
そ

の
聖
書
は
出
版
元
と
し
て
は
「
紐
育
・
倫
敦
・
東
京　

聖
書
協
会
聯
盟
」
と
あ
り
、
印
刷
に
関
し
て
は
“Printed in the U

nited States 

of A
m

erica

”と
あ
る
。）
内
村
鑑
三
と
聖
書
は
、
そ
の
後
の
わ
た
し
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
四
八
年
の
春
に
わ
が
一
家
は
湘
南
の
一
隅
に
移
っ
た
。
一
九
五
〇
年
に
東
京
教
育
大
学
に
学
ぶ
身
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
ろ
に

は
内
村
、
塚
本
虎
二
、
矢
内
原
忠
雄
ら
の
著
作
に
わ
ず
か
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
触
れ
て
い
た
。
一
九
五
三
年
に
前
田
護
郎
が
始
め
た
世
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田
谷
聖
書
会
に
加
わ
る
。
そ
の
後
、
文
学
部
の
大
学
院
生
と
な
っ
た
わ
た
し
に
前
田
が
突
然
「
内
村
鑑
三
ス
カ
ラ
ー
シ
ッ
プ
」
の
試
験
を

受
け
よ
、
と
強
く
勧
め
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
一
九
五
六
年
四
月
二
二
日
の
聖
日
、
聖
書
講
義
が
終
わ
っ
た
直
後
の
時
間
。
驚
い

た
わ
た
し
は
、
た
だ
た
だ
言
わ
れ
る
ま
ま
に
書
類
を
と
と
の
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
る
と
四
月
六
日
に
矢
内
原
先
生
か
ら
、
電
報
が

届
い
た
。（
わ
が
家
に
電
話
な
ど
な
か
っ
た
。）「
二
八
ヒ
一
〇
ジ　

メ
ン
セ
ツ
ノ
タ
メ　

ト
ウ
ダ
イ
ソ
ウ
チ
ョ
ウ
シ
ツ
ニ　

オ
イ
デ
ア
リ

タ
シ　

ヤ
ナ
イ
ハ
ラ
」。
そ
の
日
、
そ
の
時
間
に
東
大
総
長
室
に
行
っ
て
み
る
と
、
そ
の
部
屋
の
前
に
学
生
風
の
若
者
が
二
人
ほ
ど
、
同

じ
目
的
で
呼
ば
れ
た
者
た
ち
ら
し
く
、
神
妙
に
待
機
し
て
い
た
。
だ
い
ぶ
待
た
さ
れ
た
後
に
、
わ
た
し
は
最
後
に
部
屋
に
呼
び
込
ま
れ
た
。

「
こ
ち
ら
はO

tis Cary
君
、
こ
ち
ら
は
高
木
八や

尺さ
か

君
」
と
、
総
長
は
他
の
二
人
の
尋
問
者
を
紹
介
し
た
。
半
時
間
ほ
ど
の
英
語
で
の
面

接
で
あ
っ
た
が
、
す
こ
し
経
つ
と
、
矢
内
原
先
生
か
ら
日
本
語
に
な
っ
た
。
す
る
とO

tis

さ
ん
と
い
う
人
が
、
と
つ
ぜ
ん
京
都
弁
で
喋

り
だ
し
た
の
で
、
わ
た
し
は
び
っ
く
り
し
た
。
こ
の
人
、
な
ん
だ
ろ
う
？
と
。
そ
の
京
都
人
ケ
ー
リ
さ
ん
か
ら
「
合
格
」
の
通
知
が
届
い

た
の
は
五
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
田
の
口
か
らA

m
herst

の
名
が
出
て
か
ら
、
一
〇
日
も
経
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

わ
た
し
に
と
っ
て
問
題
だ
っ
た
の
は
、
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
一
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
あ
れ
ほ
ど
激
し
く
戦
い
合
っ
た
相
手

国
だ
。
そ
の
国
の
カ
レ
ッ
ジ
に
赴
い
て
、
頭
を
下
げ
て
モ
ノ
を
習
う
、
と
い
う
こ
と
が
、
ひ
と
つ
間
尺
に
合
わ
ぬ
と
い
う
気
持
ち
が
働
い

て
い
た
。
ど
こ
か
に
軍
国
少
年
的
な
愛
国
心
が
残
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ケ
ー
リ
さ
ん
か
ら
聖
路
加
国
際
病
院
で
身
体
検
査
を
受
け
る
よ

う
に
と
の
指
示
が
あ
り
、
東
京
・
築
地
へ
行
っ
て
検
診
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
は
、
こ
の
体
で
は
、
と
て
も
留
学
は
無
理
だ
、
そ
ん
な
体

力
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
診
を
受
け
た
後
、
近
く
の
、
東
京
湾
の
岸
辺
に
出
た
。
食
べ
る
も
の
も
、
ろ
く
に
食
べ
ず

に
二
四
年
を
過
ご
し
て
き
た
の
だ
。（
今
だ
っ
て
、
腹
が
す
い
て
い
る
！
）
体
が
弱
い
の
は
当
た
り
前
だ
。
そ
し
て
思
っ
た
の
は
、
こ
れ

で
こ
の
海
の
彼
方
へ
連
れ
て
行
か
れ
ず
に
す
む
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
聖
路
加
の
結
果
を
知
っ
た
ケ
ー
リ
さ
ん
は
、

奥
様
に
な
に
か
一
筆
書
か
せ
た
ら
し
い
。
ア
リ
ス
夫
人
は
医
学
博
士
︱
︱
米
国
の
！　

︱
︱
で
あ
っ
た
。
数
日
に
し
て
、
新
井
の
留
学
は



336

正
式
に
決
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

パ
ン･
ア
メ
リ
カ
ン
「
ス
ト
ラ
ト
・
ク
リ
ッ
パ
ー
」
に
乗
せ
ら
れ
て
、
初
秋
九
月
一
〇
日
、
羽
田
を
飛
び
立
っ
た
。
丸
二
日
後
、
一
二

日
午
後
にBradley

空
港
に
降
り
る
。
ケ
ー
リ
さ
ん
が
自
家
用
車
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
嬉
し
か
っ
た
。A

m
herst

に
着
く
や
、
ケ
ー

リ
さ
ん
は
学
長
やD

ean

に
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
興
奮
し
て
い
て
、
ろ
く
に
英
語
も
喋
れ
な
か
っ
た
。
日
本
か
ら
の
荷
物

は
す
で
に
届
い
て
い
て
、
見
知
ら
ぬ
学
生
た
ち
が
わ
た
し
の
顔
を
見
る
や
、
た
ち
ど
こ
ろ
にN

orth College

の
四
階
の
部
屋
ま
で
、
嬉

し
そ
う
に
し
て
運
び
上
げ
て
く
れ
た
。
学
生
食
堂
は
開
い
て
い
た
。
食
堂
の
豊
か
さ
は
、
ま
さ
に
驚
き
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
風
に

並
ぶ
食
材
の
質
の
良
さ
、
多
様
さ
！　

パ
ン
、
牛
乳
、
肉
、
魚
、
サ
ラ
ダ
、
バ
ナ
ナ
、
各
種
の
ス
ー
プ
な
ど
な
ど
。
ど
れ
だ
け
食
べ
て
も
、

飲
ん
で
も
い
い
の
だ
。
当
時
の
日
本
で
は
、と
う
て
い
口
に
で
き
な
い
質
と
量
の
食
材
が
並
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
天
国
だ
！　

と
感
じ
た
。

こ
れ
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
半
世
紀
は
わ
た
し
に
は
、
ま
ず
無
か
っ
た
ろ
う
。

　

A
m

herst

の
教
育
は
チ
ャ
ペ
ル
で
の
「
徳
育
」
が
基
盤
を
な
し
、
そ
し
て
「
知
育
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
知
育
」
が
大
変
で
あ
っ
た
。

Barber

教
授
、Sim

pson

教
授
、
そ
の
他
の
先
生
が
た
が
、
ほ
と
ん
ど
週
ご
と
に
面
接
・
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
わ
た
し
は
英
語
力
・

批
評
力
が
足
り
ず
、ま
た
哲
学
、歴
史
の
知
識
を
欠
い
て
い
た
。
秋
学
期
は
悪
戦
苦
闘
。Barber

教
授
か
ら
は
最
初
の
う
ち
は「
英
文
学
史
」

で
ご
く
低
い
評
価
が
出
た
。
一
〇
月
の
日
記
に
「
今
に
見
て
い
ろ
！　

と
い
う
敵
愾
心
を
起
こ
す
。
そ
う
、滅
茶
苦
茶
に
闘
っ
て
み
せ
る
」

な
ど
と
書
い
て
い
る
。
戦
争
中
に
少
国
民
と
し
て
培
っ
た
ヤ
マ
ト
魂
が
芽
を
吹
き
出
し
て
い
る
。
楽
で
あ
っ
た
の
は
ギ
リ
シ
ア
語
と
ド
イ

ツ
語
の
演
習
く
ら
い
で
あ
っ
た
。（
そ
の
基
礎
は
、
じ
つ
は
東
京
で
つ
け
て
あ
っ
た
。）

　

そ
の
秋
の
短
歌
が
残
っ
て
い
る
。「
ア
マ
ス
ト
の
庭
に
樫か

し

の
葉
散
り
敷
き
ぬ
思
ほ
ゆ
る
か
な
故
郷
の
秋
」。

　

新
年
、
一
九
五
七
年
に
入
る
と
、
授
業
も
や
や
楽
に
な
っ
て
き
た
。
成
績
も
向
上
し
、
二
年
目
の
秋
学
期
か
ら
は
、Barber

教
授
が
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卒
業
論
文
の
指
導
を
始
め
て
く
だ
さ
っ
た
。（
こ
の
方
はShakespeare

ʼs Festive Com
edy, 1959.

の
著
者
と
な
る
学
者
で
あ
っ
た
。）

今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
はBaird

教
授
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
講
義
・
演
習
、W
.Gibson

教
授
の
一
九
世
紀
英
詩
講
義
、D

eM
ott

氏
の

「
文
学
と
社
会
」、Leo M

arx

教
授
の
「
ア
メ
リ
カ
文
学
史
」
な
ど
。

　

一
九
五
八
年
の
初
冬
、Cole

総
長
か
ら
呼
び
出
し
を
う
け
る
。
五
月
の
卒
業
式
に
正
式
の
卒
業
生
に
認
定
し
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も「
体

育
」
の
単
位
が
な
い
。
き
み
は
日
本
か
ら
来
た
の
だ
か
ら
、
泳
げ
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ー
ル
で
泳
い
で
み
せ
よ
。
そ
れ
を
正
式
単
位
と
し
て

認
め
、B.A

.

を
授
け
る
、と
。「
徳
育
」、「
知
育
」、「
体
育
」
が
「
自
由
高
等
教
育
」liberal arts

の
基
本
な
の
で
あ
る
か
ら
、総
長
の
「
体

育
」
の
話
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
真
冬
の
室
内
プ
ー
ル
︱
︱Pratt Pool? 

︱
︱
は
暖
か
か
っ
た
。
貧
に
窮
す
る
日
本
の
大
学
の
施
設
し

か
知
ら
な
い
わ
た
し
に
は
、
プ
ー
ル
の
水
が
雪
中
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
温
か
く
な
っ
て
い
る
と
は
、
ま
さ
に
驚
き
で
あ
っ
た
。
江
戸
川
、
最

上
川
、
相
模
湾
な
ど
で
、
よ
く
泳
い
だ
わ
た
し
は
、
手
は
ヒ
ラ
、
足
は
ノ
シ
。
こ
の
自
己
流
な
ら
ば
、
い
く
ら
で
も
泳
げ
る
。
要
求
さ
れ

て
い
た
距
離
は
な
ん
な
く
こ
な
し
て
、プ
ー
ル
の
へ
り
に
上
が
っ
て
く
る
と
、監
視
を
託
さ
れ
て
い
た
水
泳
部
の
学
生
が
、距
離
は
十
分
だ
。

が
、
そ
の
泳
ぎ
の
ス
タ
イ
ル
は
な
ん
と
言
う
の
か
、
と
質
し
て
き
た
。
記
録
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
ら
し
い
。
わ
た
し
は
答
え
た
、
︱
︱

“free style!

”

　

そ
れ
よ
り
、
ち
ょ
う
ど
一
年
前
、
わ
た
し
のA

m
herst

の
第
一
学
期
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
、
こ
ち
ら
の
血
眼
の
悪
戦
苦
闘
の
真
っ
最
中
、

一
九
五
七
年
の
一
月
末
か
に
、
北
垣
宗
治
氏
がA

m
herst

に
来
ら
れ
た
。
氏
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
のSt. A

ndrew
s

大
学
の
学
業
を
終

え
ら
れ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
ケ
ー
リ
家
が
滞
在
さ
れ
た
時
期
のA

m
herst

に
来
ら
れ
て
、
悠
々
と
春
学
期
を
過
ご
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
帰

国
な
さ
れ
た
。
ご
い
っ
し
ょ
にPelham

の
丘
や
、
“Boys be am

bitious!
”のW

illiam
 S. Clark

の
墓
を
訪
ね
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

（A
m

herst

で
の
こ
の
時
の
ご
縁
が
後
に
な
っ
て
モ
ノ
を
言
う
よ
う
に
な
る
と
は
、
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。）
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A

m
herst

の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
思
う
と
、
忘
れ
ら
れ
な
い
何
人
か
の
方
が
た
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
そ
の
第
一
は
詩
人Robert Frost 

（1874

−1968

）
で
あ
る
。
詩
誌
『
未
開
』
№
五
二
（
一
九
八
九
年
）
に
「
晩
年
の
ロ
バ
ー
ト･

フ
ロ
ス
ト
」
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

北
米
ア
マ
ー
ス
ト
の
秋
は
メ
ー
プ
ル
の
赤
に
染
ま
る
。
そ
れ
は
、
や
が
て
降
り
つ
む
は
ず
の
雪
を
待
つ
色
で
も
あ
る
。
共
有
地
ち
か

く
の
、
か
つ
て
は
女
流
詩
人
エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ス
ン
が
住
ん
だ
二
階
家
も
深
ま
り
ゆ
く
秋
の
気
配
に
つ
つ
ま
れ
て
、
静
か
に
立
ち
つ

く
し
て
い
る
。

　

ロ
バ
ー
ト･

フ
ロ
ス
ト
が
ア
マ
ー
ス
ト
の
町
を
訪
ね
、
自
作
の
詩
を
朗
読
し
、
詩
の
話
、
文
学
の
話
を
し
て
く
れ
た
の
は
、
紅
葉
の

季
節
の
夜
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
ア
マ
ー
ス
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
の
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
チ
ャ
ペ
ル
と
よ
ば
れ
る
小
講
堂
に
、
そ
の
夜
ば

か
り
は
町
の
人
び
と
も
集
ま
っ
て
、
フ
ロ
ス
ト
の
あ
の
飾
ら
な
い
語
調
の
読
み
語
り
に
聴
き
入
る
の
で
あ
っ
た
。

　

チ
ャ
ペ
ル
内
の
正
面
右
側
の
白
壁
に
は
、
む
か
し
一
八
六
〇
年
代
に
、
こ
こ
に
学
ん
だ
新
島
襄
の
肖
像
画
が
か
か
っ
て
い
る
。
第
二

次
大
戦
中
、
反
日
感
情
の
た
か
ま
っ
た
折
に
、
さ
す
が
ア
マ
ー
ス
ト
で
も
、
日
本
人
の
肖
像
画
を
チ
ャ
ペ
ル
の
正
面
に
飾
り
つ
づ
け
て

い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
声
が
、
一
部
に
あ
が
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
太
平
洋
戦
争
中
も
、
ア
マ
ー
ス
ト
は
そ
の
「
子
ら
」
の
ひ
と

り
ジ
ョ
セ
フ
・
ニ
イ
シ
マ
の
肖
像
を
下
ろ
さ
な
か
っ
た
。
ア
マ
ー
ス
ト
は
そ
の
こ
と
を
誇
り
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
チ
ャ
ペ
ル
の
講
壇
に
、
フ
ロ
ス
ト
は
ゆ
っ
く
り
と
老
躯
を
は
こ
ぶ
。
こ
の
詩
人
は
か
つ
て
一
九
一
〇
年
代
末
か

ら
し
ば
ら
く
の
間
、
こ
の
カ
レ
ッ
ジ
の
正
教
授
で
あ
っ
た
。
か
れ
に
と
っ
て
は
思
い
出
の
地
で
あ
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
一
九
四
九

年
以
後
は
シ
ン
プ
ソ
ン
・
レ
ク
チ
ャ
ラ
ー
の
講
座
を
受
け
入
れ
て
、
ア
マ
ー
ス
ト
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
。・
・
・

　

素
朴
な
声
で
、
し
か
し
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
、
自
作
の
詩
を
朗
誦
す
る
。「
雪
の
夕
べ
、
森
の
そ
ば
に
た
た
ず
ん
で
」
“Stopping 

by W
oods on a Snow

y Evening

”な
ど
は
一
気
呵
成
に
読
ん
で
し
ま
う
。・
・
・
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秋
が
深
ま
り
ゆ
く
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
、
こ
ん
な
ひ
と
と
き
を
何
回
か
つ
く
っ
て
く
れ
た
フ
ロ
ス
ト
は
、
そ
の
数
年
後
に
は
大

統
領
ケ
ネ
デ
ィ
の
依
頼
を
容
れ
て
、
ソ
連
へ
行
っ
た
。
そ
れ
は
親
善
の
た
め
の
文
化
使
節
と
し
て
の
旅
で
あ
っ
た
。
が
、
ア
マ
ー
ス
ト

の
思
い
出
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
は
あ
の
老
詩
人
に
は
お
お
ぎ
ょ
う
に
す
ぎ
る
、
過
酷
な
旅
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な

か
っ
た
。

　

詩
人
は
帰
国
後
、
そ
の
年
の
う
ち
に
病
み
伏
し
、
翌
一
九
六
三
年
の
ご
く
初
め
に
、
逝
い
て
、
終し

ま

っ
た
。

　

留
学
生
と
し
て
ア
マ
ー
ス
ト
に
住
み
、
し
か
し
こ
の
町
に
深
く
馴
染
ん
だ
の
は
、
カ
レ
ッ
ジ
の
教
職
員
諸
氏
の
誠
実
な
ご
指
導
と
と
も

に
、
町
の
一
般
の
方
が
た
が
、
か
つ
て
の
敵
国
か
ら
来
た
青
年
に
た
い
し
て
個
人
的
に
も
心
か
ら
の
親
切
を
尽
く
し
て
く
れ
た
か
ら
で
あ

る
。詩
人
フ
ロ
ス
ト
の
時
間
な
ど
も
、そ
の
町
の
皆
さ
ん
が
た
と
共
に
過
ご
し
、共
に
楽
し
む
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。そ
こ
に
は
ニ
ュ
ー

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
文
化
の
深
さ
が
あ
っ
た
。

　

一
九
五
八
年
六
月
は
、
い
よ
い
よ
卒
業
で
あ
っ
た
。
記
録
を
見
る
と
、
そ
の
月
の
六
月
九
日
にCole

総
長
に
呼
ば
れ
て
い
る
。
わ
た

し
が
も
う
少
し
ど
こ
か
の
大
学
で
勉
強
を
重
ね
た
い
と
念
じ
て
い
る
こ
と
は
、
二
、三
の
教
授
に
漏
ら
し
て
い
た
こ
と
な
の
で
、
総
長

の
耳
に
も
入
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
と
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
両
学
の
大
学
院
か
ら
入
学
許
可
が
下
り
て
い
た
。
コ
ー

ル
総
長
は
ど
ち
ら
の
大
学
が
い
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。（
か
れ
は
た
し
か
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
教
授
を
つ
と
め
た

人
物
で
あ
る
。）
た
だ
、
諭
し
た
。
︱
︱
自
分
も
日
本
へ
行
っ
た
の
で
分
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
日
本
は
戦
中
に
あ
ん
な
に
酷
く
痛
め
つ

け
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
君
は
な
る
べ
く
早
く
帰
国
し
て
、
母
国
の
た
め
に
働
い
て
く
れ
。
ア
メ
リ
カ
でPh.D

.

ま
で
は
や
ら
な
い
こ
と
。

Ph.D
.

に
は
約
三
年
は
か
か
ろ
う
か
ら
、
そ
の
後
で
の
帰
国
と
な
る
と
、
研
究
条
件
の
悪
い
あ
の
東
洋
の
国
で
は
、
英
米
文
学
の
研
究
な
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ど
は
、
か
え
っ
て
出
来
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。（
英
米
文
学
は
わ
れ
わ
れ
で
や
る
か
ら
、
と
笑
っ
た
。）
話
は
“fellow

ship

”の
こ
と

に
ま
で
及
び
、
五
〇
〇
ド
ル
を
出
し
て
あ
げ
る
、
と
言
わ
れ
た
。

　

こ
の
こ
と
を
、
当
時
は
京
都
に
帰
っ
て
い
た
ケ
ー
リ
さ
ん
に
、
す
ぐ
相
談
し
た
。
ケ
ー
リ
さ
ん
も
お
喜
び
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
日

本
語
講
師
と
し
て
推
薦
す
る
か
ら
、N

ew
 Y

ork

へ
行
き
な
さ
い
、
と
い
う
ご
返
事
を
く
だ
さ
っ
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
熟
慮
の
す
え

に
、ミ
シ
ガ
ン
大
学
を
選
ん
だ
。最
大
の
理
由
は
そ
の
大
学
に
は
、か
つ
て
同
志
社
大
学
を
教
え
たF.L.H

untley

教
授
が
い
る
か
ら
で
あ
っ

た
。
こ
の
一
七
世
紀
英
文
学
の
専
門
家
の
膝
元
でM

ilton

を
学
ぼ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

A
nn A

rbor

に
着
い
て
、
あ
ま
り
日
が
経
た
な
い
こ
ろ
、
大
学
院Rackham

 School

か
ら
呼
び
出
し
が
か
か
っ
て
、M

.A
.

取
得
志

望
の
留
学
生
全
員
に
試
験
が
課
せ
ら
れ
た
（Eng.Lang.Exam

.

）。
メ
モ
を
見
て
み
る
と
、
九
月
一
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
の

点
数
は
九
六
点
で
あ
り
、
一
九
五
九
年
夏
学
期
の
講
義
を
一
、二
科
目
と
れ
ば
、
丸
一
年
でM

.A
.

が
と
れ
る
部
類
に
入
れ
ら
れ
た
。
こ

れ
で
ア
マ
ー
ス
ト
の
コ
ー
ル
総
長
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
生
か
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
と
、
嬉
し
か
っ
た
。（
そ
の
夏
はChaucer

の
演
習

を
と
っ
た
。）

　

ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
の
一
年
は
、
ア
マ
ー
ス
ト
に
比
べ
て
楽
で
あ
り
、
帰
国
後
の
研
究
を
考
慮
し
て
、
課
業
以
外
に
も
手
を
出
す
こ
と
が

で
き
た
。（
た
と
え
ばCam

bridge Platonists

関
係
の
資
料
収
集
。）
そ
れ
だ
け
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
環
境
に
も
慣
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
ろ
う
。（M

.A
.

論
文
で
は
一
七
世
紀
の
英
詩
人George H

erbert

の
残
し
た
稿
本
に
関
す
る
調
査
を
行
な
っ
た
。）
一
九
五
八

年
の
八
月
末
に
は
、
本
来
な
ら
ば
往
路
同
様
に
空
路
を
と
り
、
羽
田
に
帰
り
着
く
べ
き
な
の
だ
が
、Fulbright

委
員
会
に
申
し
出
て
、

Los A
ngeles

港
か
ら
の
海
路
を
と
る
こ
と
の
許
可
を
得
た
。
太
平
洋
の
広
さ
を
実
感
し
て
お
き
た
か
っ
た
。

　

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
を
出
る
八
月
二
八
日
に
、A

m
herst

のCole

総
長
とD

ean Porter

に
報
告
と
感
謝
の
こ
と
ば
を
し
た
た
め
、
コ
ー

ル
総
長
あ
て
の
封
書
に
現
金
一
〇
ド
ル
を
同
封
し
た
。
そ
れ
く
ら
い
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
太
平
洋
は
約
二
週
間
か
か
っ
た
。
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貨
客
船
が
房
総
の
影
を
遠
望
し
な
が
ら
、
横
浜
埠
頭
に
着
い
た
の
は
、
九
月
九
日
。
両
親
、
弟
妹
、
友
人
数
名
の
姿
が
桟
橋
に
あ
っ
た
。

出
発
時
に
は
、
こ
の
体
で
は
、
異
国
で
の
勉
強
な
ど
、
と
て
も
危
険
だ
、
と
ま
で
診
断
さ
れ
た
者
が
、
か
え
っ
て
元
気
で
帰
国
で
き
た
こ

と
が
、
ま
こ
と
に
感
謝
で
あ
っ
た
。（
ど
う
考
え
て
も
、
ま
ず
は
ア
マ
ー
ス
ト
の
学
生
食
堂
が
あ
り
が
た
か
っ
た
。）N

ew
 England

の

こ
の
カ
レ
ッ
ジ
に
二
〇
歳
台
の
二
年
を
過
ご
さ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
後
の
わ
た
し
の
体
は
無
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。A

m
herst

は
ま
さ
に
「
母
」
な
る
ア
マ
ー
ス
ト
だ
、
と
思
い
つ
つ
、
三
年
ぶ
り
の
わ
が
家
に
帰
着
し
た
。
鎌
倉
在
の
家
に
帰
っ
て
、
す
ぐ
に
見
つ
け

た
の
は
、
驚
い
た
こ
と
に
、
八
月
三
一
日
づ
け
の
コ
ー
ル
総
長
と
デ
ィ
ー
ン
・
ポ
ー
タ
ー
か
ら
の
、
別
々
の
感
謝
の
書
簡
で
あ
っ
た
。

　

帰
国
し
て
一
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
、
ア
マ
ー
ス
ト
の
同
級
生
た
ち
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。「
き
み
がA

m
herst

で

得
た
最
大
の
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
？
」
と
。
固
き
師
弟
関
係
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
生
涯
に
わ
た
る
友
人
た
ち
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
、

異
文
化
を
学
ぶ
こ
と
の
重
要
さ
を
知
っ
た
こ
と
と
か
、
い
ろ
い
ろ
答
え
方
は
あ
っ
た
ろ
う
。
ア
マ
ー
ス
ト
の
友
人
た
ち
も
、
な
に
か
そ
の

よ
う
な
格
好
の
い
い
返
事
を
期
待
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
わ
た
し
の
答
え
は
、
し
か
し
正
直
で
簡
単
で
あ
っ
た
。「A

m
herst

が
く

れ
た
最
大
の
も
の
は
、
こ
の
健
康
で
あ
っ
た
。」「
あ
ゝ
、
母
な
る
ア
マ
ー
ス
ト
よ
！
」

　

帰
国
し
て
か
ら
母
校
・
東
京
教
育
大
学
の
修
士
課
程
に
も
ど
り
、論
文
を
提
出
し
、修
士
号
を
受
け
た
。そ
の
後
、名
古
屋
大
学（
一
九
六
一

年
〜
）、
東
京
教
育
大
学
（
一
九
六
八
年
〜
）、
大
妻
女
子
大
学
（
一
九
七
七
年
〜
）、
日
本
女
子
大
学
（
一
九
八
一
〜
二
〇
〇
〇
年
）
と

歩
い
た
。
満
六
八
歳
が
日
本
女
子
大
学
の
定
年
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
女
子
大
学
に
着
任
し
た
と
き
の
こ
と
が
、忘
れ
ら
れ
な
い
。
成
瀬
記
念
講
堂
に
案
内
さ
れ
た
。
そ
こ
に
入
っ
て
直
感
し
た
こ
と
は
、

そ
れ
がA

m
herst

の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
チ
ャ
ペ
ル
と
、
ほ
ぼ
同
じ
構
図
、
似
た
雰
囲
気
の
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
じ
ょ
じ
ょ

に
分
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
女
子
大
学
は
開
学
当
初
、
成
瀬
仁
蔵
を
支
え
た
人
物
た
ち
︱
︱
た
と
え
ば
麻
生
正
蔵
、
塘つ

つ
み茂

太
郎
、
松
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浦
政
泰
、
そ
の
他
︱
︱
は
、
こ
と
ご
と
く
同
志
社
で
新
島
に
育
て
ら
れ
た
人
び
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
女
子
大
学
に
勤

め
る
こ
と
は
、
そ
れ
じ
た
い
同
志
社
に
通
ず
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
思
い
つ
つ
、
目め

白じ
ろ

の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
っ
た
。
し
か
も
ア
マ
ー
ス

ト
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
チ
ャ
ペ
ル
を
思
わ
せ
る
講
堂
が
中
心
に
立
つ
空
間
へ
。

　

こ
の
目
白
の
学
園
に
満
一
九
年
勤
め
る
間
に
、
学
生
生
活
部
長
（
他
大
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
学
生
部
長
）、
文
学
部
長
、
総
合
研
究
所

（
初
代
）
所
長
、
成
瀬
記
念
館
担
当
理
事
、
等
々
を
勤
め
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
の
だ
が
、Jinzo N

aruse, 

A M
odern Paul in Japan: An Account of the Life and W

orks of the Rev.  Paul Sawayam
a  （Boston, 1893

）
の
監
訳
者
と
な
っ
た
。

訳
書
名
は
成
瀬
仁
蔵
著
『
澤
山
保
羅
︱
︱
現
代
日
本
の
ポ
ウ
ロ
』（
日
本
女
子
大
学
発
行
、
二
〇
〇
一
年
）
で
あ
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、

新
島
︱
澤
山
︱
成
瀬
が
い
か
に
深
い
関
係
を
有
す
る
か
が
判
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
表
わ
れ
は
、こ
の
三
者
が
教
育
の
根
底
に「
徳
育
・
知
育
・

体
育
」
の
連
携
を
位
置
づ
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
高
等
教
育
」liberal arts

の
思
想
を
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
成
瀬
は
こ
の
教
育
思

想
を
（
澤
山
の
姿
を
思
い
出
し
つ
つ
）
目
白
の
丘
で
実
験
し
て
み
せ
た
。
わ
た
し
は
こ
の
女
子
大
学
に
赴
任
し
て
み
て
、
こ
こ
に
自
由
高

等
教
育
を
掲
げ
る
教
育
の
場
の
存
在
す
る
こ
と
（
あ
る
い
は
、
存
在
し
て
い
た
こ
と
）
を
、
初
め
て
具
体
的
に
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

日
本
女
子
大
学
を
定
年
退
任
し
た
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
後
に
、
ア
マ
ー
ス
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
の
同
窓
生
・
卒
業
生
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

A
m

herst

の
編
集
者
か
ら
一
文
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
は
真
面
目
に
書
い
た
。
そ
の
返
事
を
も
と
に
し
て
、
次
の
よ
う
な
記

事
が
出
さ
れ
た
。

A
kira A

rai turned sixty-nine at the beginning of the year.  H
e retired last year from

 Japan W
om

en

’s U
niversity, 

w
here he w

as a prom
inent M

ilton scholar.  In his retirem
ent, A

ki w
rites he is busily 

“making lectures and w
riting 
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books.

”  H
e kindly sent m

e the text of a thoughtful autobiographical talk given on O
kinaw

a last sum
m

er to Japanese, 

Chinese, and K
orean physicians and nurses.  It recounts how

 his conversion from
 his fam

ily religion (

“a rather active 

sect of Japanese Buddhism

”) to Christianity enabled him
 eventually to com

e to term
s w

ith the 

“national crim
e of 

brutal atrocities

” com
m

itted by Japan in the 1930s and 1940s.  H
e cam

e to believe that the 

“declaration of light out 

of darkness, cosm
os out of chaos,

” as proclaim
ed in Genesis 1.1-3, 

“was absolutely right in the sense that w
ithout 

this declaration no hum
an sin or crim

e can be cleansed.  H
ere I felt in m

y heart, Japan, and I, a Japanese, m
ight be 

released from
 sin, if this declaration m

ade in Genesis in som
e day accepted in this island country of Japan.

” (Spring, 

2001)

　

こ
こ
の
告
白
に
も
あ
る
と
お
り
、
創
世
記
の
冒
頭
に
あ
る
「
光
よ
、
あ
れ
！
」
な
る
こ
と
ば
に
依
っ
て
人
生
の
ま
と
め
を
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
自
覚
し
、
そ
の
方
向
で
の
仕
事
に
か
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
日
本
海
側
の
あ
る
大
学
︱
︱
北
垣
宗
治
氏
が
学
長
を
務
め
ら
れ

た
カ
レ
ッ
ジ
︱
︱
か
ら
、
と
つ
じ
ょ
学
長
と
し
て
の
招
聘
の
意
向
が
伝
え
ら
れ
た
。
選
考
委
員
会
、
教
授
会
の
強
い
意
向
で
あ
る
と
の
こ

と
で
後う

し
ろ
く宮

俊
夫
理
事
長
は
老
躯
を
引
っ
さ
げ
て
、
東
京
・
目
黒
の
今
井
館
に
わ
た
し
を
二
度
ほ
ど
訪
ね
て
こ
ら
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
の
晩

秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
北
垣
先
生
も
電
話
や
書
簡
で
新
井
を
攻
め
立
て
た
。
こ
の
学
園
は
基
本
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る

リ
ベ
ラ
ル･

ア
ー
ツ
教
育
を
芯
と
す
る
教
育
の
場
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
北
垣
さ
ん
か
ら
年
ご
と
に
送
ら
れ
て
く
る
大
学
案
内
、
時

報
を
通
し
て
知
っ
て
は
い
た
。
つ
ま
り
北
越
に
お
け
る
同
志
社
の
創
成
で
あ
る
。

　

結
局
、
新
井
は
陥
落
し
た
。
北
垣
先
生
の
お
こ
と
ば
に
逆
ら
え
な
か
っ
た
。
着
任
前
に
「
北
垣
学
長
の
跡
を
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て

い
る
。
こ
の
大
学
の
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建
学
の
精
神
の
根
底
に
は
「
神
を
愛
し
、
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
え
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
神
に
仕
え
、
人

に
仕
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
じ
つ
は
リ
ベ
ラ
ル･

ア
ー
ツ
教
育
の
軸
な
る
「
徳
育
」
の
内
実
で
あ
る
。
こ
の
精

神
が
青
年
じ
し
ん
を
生
か
す
、
ま
た
他
人
を
生
か
す
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
現
代
に
、
ま
た
日
本
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

こ
れ
で
あ
る
。

　

一
二
年
間
に
わ
た
る
北
垣
学
長
の
ご
努
力
は
、
新
島
襄
の
「
自
由
高
等
教
育
」
の
精
神
に
立
っ
て
の
ご
努
力
で
あ
っ
た
、
と
思
う
。

こ
の
学
園
に
貴
重
な
基
盤
を
据
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
こ
の
北
垣
路
線
を
忠
実
に
歩
み
、
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
先

生
の
ご
努
力
、
ご
苦
労
に
報
い
る
道
で
あ
る
。
あ
え
て
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
新
島
先
生
が
書
き
の
こ
し
た
よ
う
に
、「
良
心
の

全
身
に
充
満
し
た
る
丈ま

す
ら
お夫

の
起
こ
り
来
ら
ん
事
を
」
と
、
わ
た
し
も
叫
び
た
い
。
こ
の
北
越
の
地
か
ら
、
こ
の
国
の
行
く
道
を
照
ら
す

「
と
も
し
び
」
を
か
か
げ
て
ゆ
こ
う
で
は
な
い
か
。

（『
プ
ニ
ュ
ー
マ
』
第
三
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）　

　

七
〇
歳
を
こ
え
た
身
で
学
長
を
引
き
受
け
る
。
と
い
う
こ
と
は
一
期
四
年
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
丸

六
年
の
北
越
の
生
活
と
な
っ
た
。し
か
し
そ
の
六
年
をA

m
herst

以
来
の
教
育
理
念
に
立
ち
、し
か
も
健
康
で
通
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

か
つ
て
半
世
紀
い
じ
ょ
う
も
前
に
、
半
ば
栄
養
失
調
の
体
躯
がN

ew
 England

の
カ
レ
ッ
ジ
で
豊
富
な
カ
ロ
リ
ー
に
恵
ま
れ
、
最
初
の

二
年
を
過
ご
す
こ
と
の
で
き
た
こ
と
の
結
実
で
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
。
あ
ゝ
、
わ
がalm

a m
ater

よ
！




