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旧
約
聖
書
の
分
類
に
し
た
が
え
ば
、
雅
歌
は
諸
書
（
ぎ
ぎ
ミ
§
）
の
中
の
一
書
に
属
し
て
い
る
。
　
「
ソ
ロ
モ
ン
の
雅
歌
」
と
呼
び
憤
わ

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
蟹
言
を
「
ソ
ロ
モ
γ
の
蟹
言
」
、
「
ソ
ロ
モ
ン
の
伝
道
の
書
」
な
ど
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
王
国
の
著
名
な
王

ソ
ロ
モ
ン
の
名
を
冠
し
て
そ
の
作
と
す
る
書
名
の
一
つ
で
あ
る
。
原
書
名
は
「
シ
ィ
ー
ル
・
ハ
ァ
シ
ィ
リ
ー
ム
」
（
㎞
寺
ぎ
－
｝
ミ
§
）
す
な

わ
ち
「
歌
の
中
の
歌
」
（
O
§
き
§
§
O
§
き
O
§
き
き
ぎ
§
ト
⑦
§
的
呉
讐
義
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
こ
の
書
が
き
わ
め
て

す
ぐ
れ
た
歌
と
い
う
評
価
と
し
て
の
呼
称
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
本
来
の
原
書
名
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
認
し
が
た
い
。
そ
れ
は
と
に
か

く
と
し
て
、
こ
の
書
は
、
ま
さ
に
こ
の
評
価
に
ふ
さ
わ
し
い
自
身
と
誇
り
を
も
っ
た
作
品
で
あ
っ
て
、
旧
約
聖
書
の
中
で
も
世
界
に
ま
れ

な
特
異
た
性
格
と
内
容
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
多
く
の
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

　
本
稿
で
と
り
上
げ
る
問
題
は
主
と
し
て
こ
の
書
の
成
立
過
程
の
推
定
と
、
こ
の
推
定
に
も
と
づ
い
て
内
容
を
分
析
し
、
作
品
の
占
め
る

ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
惟
の
意
味
に
つ
い
て
紙
数
の
ゆ
る
す
範
囲
で
検
討
し
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
作
品
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
ソ

ロ
モ
ン
王
が
作
者
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
冒
頭
に
あ
る
「
ソ
ロ
モ
ン
の
雅
歌
」
（
一
ノ
一
）
は
、
伝
道
の
書
の
「
ダ
ピ
デ
の
子
、

エ
ル
サ
レ
ム
の
王
な
る
伝
道
考
の
言
葉
」
（
一
ノ
一
）
、
蟹
言
の
「
ダ
ビ
デ
の
子
、
イ
ス
ラ
ェ
ル
の
王
、
ソ
ロ
モ
ン
の
簸
言
」
在
ど
と
、
同

743
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じ
よ
う
に
書
の
冒
頭
に
ソ
ロ
モ
ン
の
名
を
附
し
て
権
威
づ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。
マ
ヅ
カ
ベ
ア
王
朝
期
の
諾
文
献
が
「
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
」

（
§
貫
負
§
ぎ
、
き
8
）
「
ソ
ロ
モ
γ
の
詩
篇
」
（
盲
言
3
§
ぎ
、
き
S
の
）
と
名
づ
け
た
場
合
と
傾
向
を
と
も
に
L
て
お
り
、
そ
の
意
味
で

こ
れ
ら
の
作
品
が
マ
ヅ
カ
ベ
ア
王
朝
に
近
い
頃
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
も
可
能
と
な
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
史
上
、
こ
の
ソ
ロ

モ
ン
は
す
ぐ
れ
た
名
君
、
聡
明
な
王
の
代
表
者
の
ご
と
く
云
わ
れ
て
い
る
。
新
約
聖
書
の
頃
に
は
、
イ
ニ
ス
が
比
楡
と
し
て
、
「
栄
華
を
き

わ
め
し
ソ
ロ
モ
ン
だ
に
一
茎
の
野
の
百
合
に
し
か
ざ
り
き
」
（
マ
タ
六
ノ
ニ
九
）
と
按
べ
て
い
る
ソ
ロ
モ
ン
は
、
お
そ
ら
く
直
接
こ
の
比

楡
で
理
解
さ
れ
る
一
般
的
知
識
を
前
提
と
し
て
そ
の
栄
華
が
、
考
え
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
王
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
が
湊
透
す
る

に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
理
想
化
さ
れ
、
と
く
に
知
恵
文
学
の
発
展
と
と
も
に
、
地
上
最
大
の
知
恵
の
王
と
た
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
作

者
と
し
て
こ
の
王
を
仮
托
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
ソ
ロ
モ
γ
を
作
者
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た

だ
し
こ
の
「
雅
歌
」
の
書
に
か
ぎ
っ
て
は
、
む
ろ
ん
作
者
で
は
あ
り
得
な
い
が
、
こ
の
王
は
全
然
無
関
係
で
は
な
い
。
雅
歌
の
中
で
ソ
ロ

モ
ン
は
登
場
人
物
と
し
て
、
あ
る
い
は
歌
い
手
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
「
ソ
ロ
モ
ン
の
雅

歌
」
は
ソ
ロ
モ
ン
の
書
い
た
と
い
う
意
味
で
な
く
、
ソ
ロ
モ
ン
を
主
題
に
し
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
ソ
ロ
モ
ン
に
仮
托

し
た
も
の
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
作
品
で
ソ
ロ
モ
ン
の
役
割
は
あ
ま
り
主
要
な
人
物
で
は
な
さ
そ
う
に
も
考

え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
■
　
フ

　
雅
歌
は
旧
約
聖
書
の
公
菓
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
体
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
で
ど
の
よ
う
な
取
扱
い
を
う
げ
て
き
た
の
で

あ
る
か
。
ユ
ダ
ヤ
暦
に
よ
る
と
一
年
の
祭
儀
に
五
大
祭
が
あ
り
、
こ
の
書
は
蟹
言
や
伝
道
の
書
よ
り
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
と

く
に
「
過
越
し
の
祭
」
に
は
、
こ
の
書
が
朗
読
さ
れ
た
。
そ
の
個
所
は
「
わ
れ
は
な
ん
ぢ
の
も
の
、
な
ん
ち
は
わ
が
も
の
な
り
」
（
六
ノ

三
）
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
神
ヤ
ー
ハ
ヴ
ェ
に
た
い
す
る
信
仰
の
言
葉
と
し
て
朗
読
さ
れ
た
。
当
然
こ
の
朗
唱
は
宗
教
上
の
比
楡
的

解
釈
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
前
提
な
く
し
て
は
公
典
の
一
書
に
加
わ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
さ

744
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ら
に
、
表
面
上
の
理
由
か
ら
で
は
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
理
想
的
王
老
た
る
ソ
ロ
毛
ン
王
の
名
が
つ
い
て
い
た
げ
れ
ば
、
一
書
に
加
わ

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
情
は
そ
う
簡
単
に
は
ゆ
か
な
い
。
む
し
ろ
、
ソ
ロ
モ
ン
の
名
を
附
し
て
ま
で
こ
れ
を

公
典
に
入
れ
な
け
れ
ぼ
た
ら
な
か
っ
た
必
然
性
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
い
は
宗
教
上
の
比
楡
的
解
釈
を
あ
え
て
し
て
ま
で

も
、
公
典
に
加
え
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
問
題
と
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
雅
歌
は
も
と
も
と
宗
教
文
献
で
は
な
く
、
「
愛
の
歌
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
全
詩
句
の
中
に
神
へ
の
信
仰
の
言
葉

に
つ
い
て
は
一
個
所
も
な
い
。
ロ
ー
リ
ー
（
－
申
完
o
§
喜
）
が
、
「
わ
た
し
の
意
見
に
よ
れ
ぼ
、
こ
れ
は
愛
の
歌
で
あ
っ
て
、
一
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

他
方
に
た
い
す
る
愛
の
喜
び
の
表
現
、
彼
ら
の
心
の
暖
か
い
感
情
の
表
現
以
外
の
な
に
も
の
を
も
見
出
し
得
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
作
品
は
若
者
と
乙
女
の
恋
情
を
う
た
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
雅
歌
に
比
職
的
解
釈
を
加
え
た
の
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
ヨ
セ
7
ス
・
フ
ラ
ビ
ウ
ス
（
さ
｝
魯
ぎ
吻
ミ
§
“
§
）
が
、
世
俗
的
な
愛

の
詩
を
、
神
へ
の
「
讃
歌
」
（
ミ
§
§
“
）
に
分
類
し
て
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
解
釈
に
も
と
づ
い
て
ユ
ダ
ヤ
教
内
で
は
、
作
品

に
で
て
く
る
乙
女
を
イ
ス
エ
ル
の
象
徴
、
ソ
ロ
モ
ン
王
（
あ
る
い
は
若
考
）
を
神
の
象
徴
の
意
味
に
変
様
し
た
。
紀
元
後
三
百
年
代
に
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
父
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
釈
義
を
踏
襲
し
て
、
乙
女
を
キ
リ
ス
ト
教
教
会
、
ソ
ロ
モ
ン
王
を
キ
リ
ス
ト
と

し
て
解
釈
す
る
象
徴
に
変
様
し
た
。
し
か
も
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
、
こ
の
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
解
釈
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
最
近
に
至

る
ま
で
つ
づ
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
解
釈
を
作
品
全
体
に
あ
て
は
め
る
と
し
た
ら
じ
つ
に
奇
妙
な
こ
と
け
」
な
る
。
も
し
乙

女
が
教
会
を
意
味
す
る
と
し
た
ら
、
ソ
ロ
モ
ン
王
の
六
十
人
の
后
と
八
十
人
の
側
室
は
一
体
何
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
比
楡
的
解
釈
を
こ
の
作
品
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
現
代
に
な
り
、
雅
歌
の
文
献
批
評
が
比
楡
的
解

釈
を
取
り
去
っ
て
こ
の
作
品
自
体
に
則
し
た
事
実
解
釈
に
向
っ
て
い
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
現
代

に
生
じ
た
「
雅
歌
」
の
研
究
に
つ
い
て
簡
単
に
概
観
す
る
。

745
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「
雅
歌
」
に
つ
い
て
新
ら
し
い
見
解
を
の
べ
た
の
は
最
近
で
は
、
ミ
ー
ク
（
ド
ト
き
暮
）
と
ヴ
ィ
テ
キ
ン
ト
（
ミ
。
ミ
達
暮
ぎ
き
）

　
　
3
）

で
あ
る
。
こ
の
二
人
に
よ
れ
ぼ
こ
の
作
品
は
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
げ
る
豊
饒
祈
薦
の
祭
儀
の
典
礼
文
の
遺
物
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、
こ

の
詩
は
今
ま
で
の
伝
統
的
た
意
味
の
比
楡
で
は
な
い
が
、
や
は
り
一
種
の
比
楡
で
あ
っ
て
、
こ
の
作
品
が
ま
と
め
ら
れ
た
と
き
、
す
で
に

こ
の
比
楡
の
も
と
の
意
味
は
ヘ
ブ
ラ
イ
人
に
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。
今
目
、
考
古
学
の
発
掘
に
よ
り
、
多

く
の
カ
ナ
ー
ン
の
農
耕
儀
礼
と
そ
の
神
話
の
碑
文
が
解
読
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
　
「
雅
歌
」
の
五
章
二
－
八
の
「
わ
れ
眠
り
た

れ
ど
、
心
は
醒
め
い
た
り
。
愛
す
る
者
の
声
、
彼
は
戸
を
叩
く
。
…
…
も
し
わ
が
愛
す
る
者
を
見
な
ぼ
、
わ
れ
愛
の
た
め
に
病
み
わ
ず
ろ

う
と
告
げ
給
え
」
な
ど
を
引
用
し
、
愛
の
た
め
の
「
苦
難
」
を
カ
ナ
ー
ン
の
タ
ソ
ム
ー
ズ
（
ぎ
§
§
§
）
の
祭
儀
と
比
較
し
、
こ
れ
ら
先
行

祭
儀
の
ヘ
ブ
ラ
イ
的
様
式
へ
の
変
様
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
す
る
。
宗
教
文
化
の
環
寛
と
し
て
は
カ
ナ
ー
ン
の
諸
宗
教
は
イ
ス

ラ
ニ
ル
の
先
行
文
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
交
流
、
あ
る
い
は
影
響
が
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
し
か
し
神
話
的
愛
が
、

た
だ
ち
に
こ
の
作
品
と
関
係
を
も
つ
と
い
う
比
楡
は
い
さ
さ
か
磨
突
で
あ
る
。
古
い
釈
儀
が
否
定
さ
れ
て
、
ふ
た
た
び
意
味
不
明
の
比
楡

を
設
定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
事
実
解
釈
か
ら
は
な
れ
て
逆
も
ど
り
の
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
、
雅
歌
に
た
い
し
伝
統
的
な
比
楡
的
解
釈
は
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
原
資
料
に
も
と
づ
く
字
義
の
ま
ま
の
解
釈

だ
け
が
、
の
こ
る
理
解
の
道
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
作
品
の
性
格
、
意
図
に
関
し
て
は
、
じ
つ
に
多
種
多
様
な
見
解
が
あ
り
、
迷
路
に

は
い
る
感
が
深
い
。
と
に
か
く
そ
の
代
表
的
意
見
を
あ
げ
て
み
る
な
ら
ぱ
、

　
H
雅
歌
全
体
は
た
ん
ら
有
機
的
な
統
一
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
愛
の
短
い
拝
情
詩
の
集
成
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
見
る
。

こ
れ
は
作
品
を
一
読
す
れ
ぱ
容
易
に
分
る
こ
と
で
、
す
く
な
く
と
も
ソ
ロ
モ
ン
王
と
羊
飼
の
若
者
と
が
登
場
す
る
場
合
、
愛
を
歌
う
主
人
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公
が
二
人
い
る
こ
と
に
た
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
デ
ー
リ
ヅ
チ
（
㌻
b
“
ミ
葛
き
）
は
、
「
王
位
に
即
い
た
ソ
ロ
モ
ン
が
純
朴
た
羊
飼
の
若
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
）

と
た
る
こ
と
は
歴
史
的
に
見
て
あ
り
得
な
い
」
と
の
べ
て
い
刷
。
か
り
に
物
語
と
し
て
み
て
も
、
王
者
が
羊
飼
に
変
装
、
あ
る
い
は
身
分

を
か
え
る
モ
メ
ン
ト
は
こ
こ
で
は
全
然
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
も
し
拝
情
詩
の
集
成
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ぱ
、
王
老

の
歌
も
、
羊
飼
の
詩
も
な
ん
の
矛
盾
、
反
省
を
も
加
え
ず
、
雑
然
と
取
り
集
め
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
の
拝
情
詩
集
成
説
に
有
力
な
論
拠
を
加
え
る
事
実
を
提
供
し
た
の
は
、
シ
リ
ヤ
の
総
領
事
ウ
エ
㌧
シ
ユ
タ
イ
ン
（
ト
O
・
ミ
、
“
、
、
“
、
“
ミ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
民
俗
学
誌
に
発
表
し
た
「
シ
リ
ヤ
の
連
椥
」
（
§
“
隻
募
O
ぎ
b
ミ
竃
ミ
喜
“
）
と
い
う
報
告
で
あ
る
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ぼ
、
現
在
ダ

マ
ス
カ
ス
の
地
域
で
は
雅
歌
の
一
部
が
婚
姻
の
歌
と
し
て
歌
わ
れ
て
お
り
、
花
婿
は
そ
の
祝
い
の
一
週
間
を
「
王
の
週
」
と
称
し
て
ソ
ロ

モ
ン
王
と
な
り
、
花
嫁
は
雅
歌
の
中
の
乙
女
と
な
る
習
俗
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
に
＾
と
づ
い
て
バ
ツ
デ
（
き
民
ミ
ミ
。
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

ジ
ー
ク
フ
リ
i
ト
（
ρ
望
導
“
ミ
）
は
雅
歌
を
婚
姻
歌
、
な
い
し
は
愛
の
拝
情
詩
説
を
唱
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
古
く
は
ヘ
ル
ダ
ー
や

ゲ
ー
テ
（
デ
ー
ワ
ン
の
註
で
）
オ
リ
ゲ
ネ
ス
な
ど
が
こ
の
説
を
唱
え
て
い
る
か
ら
、
新
し
い
説
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
民
俗
学

的
実
証
の
上
に
立
っ
て
の
論
証
で
あ
る
こ
と
は
、
劃
期
的
な
意
味
を
も
つ
。
た
だ
し
こ
の
シ
リ
ヤ
の
習
俗
に
も
と
づ
く
婚
姻
歌
説
に
は
異

論
を
は
さ
む
余
地
が
相
当
あ
る
。
ま
ず
雅
歌
に
は
婚
姻
の
内
容
を
も
た
ぬ
純
粋
な
恋
人
に
た
い
し
て
歌
っ
て
い
る
個
所
が
五
十
行
以
上
に

及
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
婚
姻
歌
と
断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
詩
篇
「
四
五
」
の
作
品
と
比
較
し
て
み
る
た
ら
ぱ
、
雅
歌
を
婚
姻
歌
と
す
る
こ
と
は
一
層
む
ず
か
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
た

る
。
こ
の
詩
編
「
四
五
」
は
「
ゆ
り
の
花
の
し
ら
べ
に
あ
わ
せ
て
う
た
わ
せ
た
る
コ
ラ
の
子
、
マ
ス
キ
ー
ル
の
歌
、
愛
の
歌
」
の
副
題
を

も
つ
婚
姻
歌
で
あ
る
。
伝
承
に
よ
れ
ぱ
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
、
ニ
ム
シ
イ
（
」
≦
§
蜆
ミ
）
の
子
、
エ
ヒ
ユ
ウ
（
、
向
ミ
、
昏
防
§
、
o
o
5
｝
。
。
．
雨
）

の
結
婚
式
の
歌
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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わ
が
心
は
う
る
わ
し
き
言
葉
に
あ
ふ
る
。

わ
れ
は
王
に
つ
き
て
よ
め
る
わ
が
詩
を
語
る
。

わ
が
舌
は
す
み
や
か
に
書
く
筆
の
ご
と
し
。

た
ん
ぢ
は
人
の
子
ら
に
ま
さ
り
て
う
る
わ
し
く
、

気
品
は
雇
に
注
。
が
れ
て
あ
り
。

か
く
て
神
は
と
こ
し
え
に
た
ん
ぢ
を
祝
福
し
給
え
り
。

ま
す
ら
お
よ
、
光
栄
と
威
厳
と
を
も
ち
、

腰
に
つ
る
ぎ
を
帯
び
よ
。

真
理
の
た
め
、
正
義
の
た
め
に
、

威
厳
を
も
ち
て
、
勝
利
を
得
て
乗
り
進
め
。

な
ん
ぢ
の
右
の
手
は
恐
る
べ
き
わ
ざ
を
な
ん
ち
に
教
え
ん
。

次
ん
ち
の
矢
は
鋭
く
、
王
の
敵
の
胸
を
つ
ら
ぬ
き
、

も
ろ
も
ろ
の
民
は
倒
る
。

神
よ
り
賜
わ
り
し
た
ん
ち
の
位
ば
永
遠
に
つ
づ
き
、

た
ん
ち
の
王
の
杖
は
公
乎
の
杖
た
り
。

た
ん
ぢ
は
義
を
愛
し
、
悪
を
憎
む
。

か
く
て
神
、
な
ん
ぢ
の
神
は
喜
び
の
油
を
、

な
ん
ち
の
と
も
が
ら
に
ま
さ
り
て
注
ぎ
給
う
。

な
ん
ち
の
衣
に
は
没
薬
沈
香
肉
柱
の
よ
き
香
り
あ
り
。

琴
の
音
は
象
牙
の
殿
よ
り
い
で
た
ん
ぢ
を
喜
ぱ
す
。

な
ん
ぢ
の
愛
す
る
乙
女
の
中
に
姫
あ
り
。

王
妃
た
る
姫
は
オ
フ
ル
の
金
を
飾
り
て
な
ん
ぢ
の
右
に
立
つ
。

乙
女
よ
、
聞
け
、
か
え
り
み
て
耳
を
傾
げ
よ
。

な
ん
ぢ
の
民
と
た
ん
ち
の
父
の
家
と
を
忘
れ
よ
。

王
は
な
ん
ぢ
の
う
る
わ
し
さ
を
慕
わ
ん
。

彼
は
な
ん
ち
の
主
な
る
ゆ
え
、
彼
を
伏
し
お
が
め
。

ツ
ロ
の
民
は
贈
物
を
た
ず
さ
え
、

民
の
富
め
る
者
な
ん
ち
の
好
意
を
請
い
求
む
。

姫
は
殿
の
う
ち
に
栄
え
を
き
わ
め
、

黄
金
を
織
り
し
衣
を
着
飾
る
。

姫
は
縫
い
取
り
の
衣
裳
を
ま
と
い
王
の
も
と
に
導
か
れ
、

そ
の
供
の
乙
女
ら
は
、
従
い
て
列
を
な
す
。

彼
ら
は
喜
び
と
楽
し
み
と
を
も
ち
て
導
か
れ
行
き
、

王
の
官
殿
に
い
り
ぬ
。

な
ん
ぢ
の
子
ら
は
父
に
代
り
て
立
ち
、

な
ん
ぢ
は
彼
ら
を
全
地
の
君
と
な
さ
ん
。

わ
れ
は
な
ん
ぢ
の
名
を
永
く
に
お
ぽ
え
し
め
ん
o

こ
の
ゆ
え
に
も
ろ
も
ろ
の
民
は
、

世
々
か
ぎ
り
な
く
な
ん
ぢ
を
堰
め
た
た
え
ん
。
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結
婚
の
儀
式
に
歌
わ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
前
半
の
詩
句
で
王
の
威
厳
と
そ
の
力
を
讃
美
し
、
後
半
で
后
と
な
る
女
性
を
讃
美
し
、
や
が

て
生
れ
る
子
孫
の
繁
栄
を
こ
と
ほ
ぐ
。
し
か
し
作
者
は
「
た
ん
ぢ
の
民
と
な
ん
ち
の
父
の
家
と
を
忘
れ
よ
」
と
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
、
女

性
に
た
い
し
新
し
い
生
活
に
つ
い
て
の
決
意
を
う
な
が
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
は
若
い
王
者
の
愛
情
の
片
鱗
す
ら
う
か
が
わ
れ
な
い
、

む
し
ろ
荘
重
で
、
儀
式
ぼ
っ
て
い
る
。
作
者
は
婚
姻
の
喜
び
を
讃
え
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
国
家
的
な
意
味
で
あ
て
、
い
わ

ぽ
、
外
側
に
立
っ
て
の
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
つ
ま
り
、
そ
の
意
味
で
宮
廷
の
婚
姻
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
で
あ
る
。
し
か
る

に
、
雅
歌
に
は
ソ
ロ
モ
ン
王
が
登
場
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
い
っ
た
官
廷
的
な
儀
式
ら
し
さ
は
微
塵
も
も
っ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
王
者
の
婚
姻
歌
と
見
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
雅
歌
の
一
部
分
を
シ
リ
ヤ
の
習
俗
と
し
て
歌
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く

ま
で
も
習
俗
と
し
て
で
あ
っ
て
、
民
衆
が
こ
の
拝
情
詩
を
愛
諦
し
、
つ
い
に
結
婚
の
詩
に
用
い
る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
転
用
を
意
味
す

る
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
原
資
料
、
な
い
し
は
成
立
時
代
の
意
図
に
ま
で
湖
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
ウ
ェ
ヅ
ツ
シ
ュ
タ
イ
γ
の
調
査
報
告
は
今
ま
で
と
か
く
推
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
間
題
に
実
証
的
な
基
礎
を
与
え
た
点
、
そ
の
学
的

な
貢
献
は
少
く
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
民
俗
学
的
調
査
の
お
か
げ
で
、
雅
歌
が
宮
廷
的
な
作
品
で
は
な
く
、
広
く
民
衆
に
愛
好
さ
れ
た

作
品
で
あ
る
こ
と
、
否
、
民
衆
的
な
地
盤
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
充
分
に
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
、
バ
ッ
デ
、
ロ
ー
リ
ー
た
ど
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
エ
ル
民
衆
の
共
通
の
関
心
事
で
あ
る
「
愛
」
に
つ
い
て
の
た
ん
た
る
集
成
の
民
謡
と
い

う
見
方
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
雅
歌
は
有
機
的
な
統
一
を
も
た
な
い
民
衆
の
短
い
拝
情
詩
で
は
た
い
か
と
い
う
理
解
の
仕
方
は

ほ
ぽ
決
定
的
な
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
が
現
行
の
ま
ま
雅
歌
を
よ
ん
で
ゆ
げ
ぱ
、
お
よ
そ
前
後
の
登
場
人
物
、
拝
情

の
内
容
に
統
一
あ
り
と
は
考
え
ら
れ
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ぼ
、
短
い
拝
情
詩
の
集
成
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
お
検
討
す
べ
き
間
題
が
沢
山
の
こ
っ
て
い
る
。
も
し
雅
歌

の
作
品
全
体
に
有
機
的
統
一
あ
る
拝
情
詩
と
仮
定
し
た
場
合
、
こ
れ
を
根
拠
づ
け
る
他
の
見
方
が
可
龍
か
ど
う
か
は
な
お
考
え
て
み
る
余
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地
は
充
分
の
こ
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋

　
さ
て
、
他
方
断
片
的
拝
情
詩
集
成
説
の
解
釈
に
た
い
し
、
有
機
的
統
一
性
を
も
つ
拝
情
詩
で
あ
る
と
主
張
す
る
劇
詩
説
が
あ
る
（
こ
の

劇
詩
は
現
代
の
概
念
で
考
え
て
は
な
ら
な
い
）
。
そ
の
主
張
者
が
の
べ
て
い
る
共
通
点
は
、
　
「
乙
女
」
と
そ
の
恋
人
た
る
若
者
と
、
他
に

幾
人
か
の
登
場
人
物
の
で
る
対
話
詩
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
主
題
は
深
く
村
の
若
老
を
愛
し
て
い
た
美
し
い
羊
飼
の
乙
女

が
、
偶
然
通
り
す
が
り
の
ソ
ロ
モ
γ
王
の
目
に
と
ま
り
、
宮
廷
に
来
る
の
を
す
す
め
ら
れ
る
。
王
と
彼
女
の
心
理
的
葛
藤
が
あ
り
、
つ
い

に
王
は
彼
女
の
心
を
ひ
る
が
え
す
こ
と
が
で
き
ず
、
若
者
の
も
と
に
帰
る
と
い
う
す
じ
で
あ
る
。
こ
の
説
の
長
所
は
ソ
ロ
モ
ン
王
と
村
の

若
者
を
同
一
視
し
た
り
、
混
同
さ
せ
た
り
せ
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
劇
的
役
割
を
認
め
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
説
の
短

所
は
わ
ず
か
一
一
七
行
の
詩
句
に
十
二
な
い
し
は
そ
れ
以
上
の
場
面
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
弱
い
点
は
、
イ
ス
ラ
ェ

ル
に
園
詩
が
存
在
せ
ず
、
と
く
に
セ
ム
系
の
文
献
に
は
一
般
に
か
か
る
様
式
の
作
品
が
少
た
い
た
め
に
、
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て
劇
詩
と
し

て
論
定
す
る
こ
と
が
む
づ
か
し
く
な
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
近
い
作
品
は
皆
無
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ぱ
「
ヨ
ブ
記
」
の
場
合

に
は
、
苦
難
の
ヨ
ブ
と
そ
の
友
人
た
ち
の
対
話
、
神
と
サ
タ
ン
の
対
話
、
神
と
ヨ
ブ
の
対
話
は
劇
詩
的
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
場

合
、
ヨ
ブ
の
信
仰
の
閲
題
が
中
心
で
あ
る
か
ら
、
普
通
考
え
る
よ
う
た
劇
詩
で
は
な
い
か
わ
り
に
、
人
閻
の
内
面
を
深
く
え
ぐ
り
出
す
よ

う
な
長
い
鎧
述
が
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
劇
詩
と
は
到
底
い
え
な
い
け
れ
ど
、
創
世
記
、
列
王
記
、
歴
代
史
略
な
ど
の
歴
史
的
物
語
的
な
鐘

述
は
、
充
分
戯
曲
、
た
い
し
は
麟
詩
と
な
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
う
い
つ
た
意
味
か
ら
す
れ
ぱ
、
ユ
ダ
ヤ
後
期
の
作
品
の
こ
の
「
雅

歌
」
が
劇
詩
的
構
成
を
も
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
・
」
と
は
け
っ
L
て
不
自
然
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
も
う
一
度
登
場
人
物
と
そ
の
舞
台
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
ソ
ロ
モ
ン
王
に
配
す
る
女
性
は
雅
歌
の
中

で
、
「
シ
ュ
ラ
ム
の
乙
女
」
と
呼
ぱ
れ
る
。
こ
の
シ
ュ
ラ
ム
（
ポ
ざ
§
）
は
イ
ズ
レ
ー
ル
の
北
に
あ
る
素
朴
な
一
寒
村
で
あ
る
。
現
在
は

ン
レ
ム
（
竃
膏
§
）
と
呼
ぱ
れ
る
。
か
っ
て
は
聖
イ
ツ
サ
カ
ル
の
都
で
あ
っ
た
が
、
荒
廃
の
の
ち
、
一
村
落
に
か
わ
っ
た
ら
し
い
。
年
老
い
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た
ダ
ビ
デ
王
は
家
臣
に
命
じ
イ
ス
ラ
エ
ル
の
全
地
の
美
し
い
乙
女
を
さ
が
し
求
め
さ
せ
、
「
シ
ュ
ナ
ム
び
と
ア
ビ
シ
ャ
グ
」
を
得
、
こ
の

美
し
い
ア
ビ
シ
ヤ
グ
は
や
が
て
ダ
ビ
デ
の
妃
と
な
っ
た
（
列
上
一
ノ
三
）
と
い
う
歴
史
的
由
緒
を
も
つ
土
地
で
あ
る
。
邦
訳
の
聖
書
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

「
か
え
れ
、
か
え
れ
シ
ュ
ラ
ム
の
乙
女
よ
」
（
六
ノ
ニ
ニ
）
と
な
つ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
原
典
の
（
§
ミ
§
ミ
ぎ
－
婁
ぎ
§
S
を
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

訳
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
シ
ュ
レ
ム
の
女
性
形
は
冬
§
ミ
§
か
ら
転
じ
た
窒
ミ
§
で
あ
る
。
　
そ
う
た
っ
て
い
る
他
の
写
本
も
あ
る

し
、
七
十
人
訳
聖
書
で
も
（
箏
q
§
ミ
蔦
墓
）
と
な
つ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
転
写
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
女
性
を
指
す

地
名
で
あ
れ
ぼ
「
シ
ュ
ナ
ム
」
の
方
が
正
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
以
下
こ
の
登
場
人
物
を
「
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

こ
の
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
と
別
の
女
性
群
は
「
エ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
た
ち
」
（
ぎ
“
㌧
晶
§
竃
、
§
ぎ
）
が
い
る
。
シ
ェ
ナ
ム
の
場
所
は
北
イ
ス

ラ
エ
ル
王
国
の
中
に
あ
り
、
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
を
讃
え
る
言
葉
に
、
「
わ
が
愛
す
る
老
よ
、
な
ん
ぢ
美
し
き
こ
と
テ
イ
ル
ザ
の
ご
と
く
」

（
六
ノ
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
テ
ィ
ル
ザ
（
、
漬
き
）
は
紀
元
前
九
二
五
年
か
ら
八
七
〇
年
の
間
、
ユ
ダ
ヤ
か
ら
独
立
し
た
北
イ
ス
ラ
エ
ル

王
国
の
首
都
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
エ
ル
サ
レ
ム
は
南
ユ
ダ
ヤ
王
国
の
首
都
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
、
作
中
の
人
物
「
シ
ニ
ナ

ム
の
乙
女
」
と
「
エ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
た
ち
」
、
「
ソ
ロ
モ
ン
王
」
、
「
シ
ュ
ナ
ム
の
若
者
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
つ
た
役
割
を
も
つ
て
い
る

こ
と
が
明
か
で
あ
つ
て
、
た
ん
な
る
断
片
的
な
拝
情
詩
と
し
て
見
、
同
一
人
物
と
み
な
す
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
こ
で
主
要
人
物
を
あ
げ

る
と
、
ま
づ
「
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
」
、
こ
れ
に
懸
想
す
る
「
ソ
ロ
モ
ン
王
」
、
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
と
歌
で
か
げ
合
う
「
エ
ル
サ
レ
ム
の
女
性
た

ち
」
（
宮
廷
の
婦
人
た
ち
）
、
さ
ら
に
作
中
の
人
物
と
し
て
は
あ
ま
り
活
躍
し
な
い
が
最
後
に
登
場
す
る
「
シ
ュ
ナ
ム
の
若
者
」
、
お
よ
び

そ
の
「
兄
弟
」
か
、
「
村
人
た
ち
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
人
物
が
確
定
的
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
結
果
に
お
い
て
同
じ
結
論

と
な
る
が
、
雅
歌
の
各
詩
句
は
だ
・
れ
が
だ
れ
に
向
っ
て
歌
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
誤
る
と
全
体

の
意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
徴
妙
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
劇
詩
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
は
、
一
番
大
切
た
中
心
点
で
あ

る
。
断
片
的
拝
情
詩
集
成
説
も
、
作
中
の
各
々
の
人
物
が
対
唱
歌
を
な
し
て
い
る
点
は
認
め
て
は
い
る
が
、
た
だ
全
体
的
た
構
想
を
否
定

？51
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し
て
い
る
に
す
ぎ
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
こ
の
対
唱
歌
が
、
た
と
え
単
純
で
も
こ
の
中
に
全
体
の
劇
的
の
主
題
の
発
展
が
あ
れ
ぼ
、

断
片
説
は
お
の
ず
か
ら
消
失
す
る
こ
と
は
な
る
。
さ
て
こ
の
問
題
に
は
い
る
前
に
、
こ
の
作
品
の
編
纂
校
訂
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
作
品
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
編
纂
校
訂
の
場
所
と
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
バ
ヅ
デ
は
雅
歌
の
編
纂
に
つ
い
て
か
な
り
控
え
目
な
見
方
を
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
雅
歌
に
含
ま
れ
て
い
る
拝
情
詩
は
イ
ス
ラ
ニ
ル

に
お
い
て
あ
る
場
所
、
あ
る
時
代
に
シ
リ
ヤ
の
婚
姻
歌
の
よ
う
に
広
く
歌
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
く
、
こ
の
作
品
が
編
纂
さ
れ
た
場
所
は
、

作
中
エ
ル
サ
レ
ム
の
女
性
の
合
唱
（
一
■
五
、
ニ
ノ
七
、
三
■
五
、
五
ノ
八
、
ニ
ハ
、
八
ノ
四
）
な
ど
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
エ
ル
サ
レ

ム
で
行
わ
れ
、
そ
の
時
期
は
ソ
ロ
モ
ン
王
以
後
と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ャ
語
の
影
響
、
た
と
え
ば
。
怠
ミ
§
“
（
三
ノ
九
）
、

吻
怠
ミ
『
　
（
四
ノ
ニ
ニ
）
た
ど
の
よ
う
な
語
が
含
ま
れ
て
い
る
点
、
お
よ
び
エ
ル
サ
レ
ム
の
女
性
の
合
唱
の
よ
う
な
形
式
は
な
ん
ら
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到

意
味
で
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
影
響
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点
は
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
編
纂
の
時
代
は
ず
っ
と
ひ
き

さ
げ
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
も
後
期
と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
間
題
は
た
だ
エ
ル
サ
レ
ム
編
纂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
満
足
し
て

し
ま
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
時
代
が
さ
が
り
、
現
代
の
作
品
に
な
れ
ば
た
る
ほ
ど
、
成
立
年
代
は
あ
る
意
味
で
明
確
に
な
り
、
ま

た
あ
る
意
味
で
問
題
に
な
ら
た
い
の
で
あ
る
が
、
時
代
が
古
く
た
り
、
作
品
例
が
稀
少
に
な
れ
ぽ
な
る
ほ
ど
、
成
立
年
代
は
重
要
な
間
題

に
な
る
と
と
も
も
に
、
結
果
に
お
い
て
ご
く
大
掴
み
の
推
定
し
か
で
て
こ
な
い
。
ま
し
て
民
衆
的
な
拝
情
詩
風
の
も
の
で
あ
れ
ぼ
な
お
さ

ら
で
あ
る
o

　
わ
れ
わ
わ
れ
が
現
在
手
に
し
て
い
る
校
訂
本
は
、
い
わ
ゆ
る
エ
ル
サ
レ
ム
編
纂
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
編
纂
で
あ
つ
て
、

成
立
を
意
味
し
な
い
。
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
げ
る
編
纂
は
、
南
ユ
ダ
ヤ
王
国
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

752
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こ
の
雅
歌
が
、
ヱ
ル
サ
レ
ム
編
纂
以
前
に
、
第
一
、
第
二
と
い
う
形
で
、
す
で
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
劇
詩

説
の
主
張
者
の
一
人
、
ウ
ォ
タ
ー
マ
ン
（
卜
．
§
“
ミ
§
§
）
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
編
纂
校
訂
本
の
背
後
に
一
層
古
い
マ
ソ
ラ
原
本
の
存
在
を

　
　
　
　
⑩

認
め
て
い
る
。
拝
情
詩
に
お
げ
る
詩
句
の
入
れ
換
え
や
、
と
く
に
マ
ソ
ラ
の
打
ち
方
に
よ
っ
て
意
味
の
変
様
を
来
す
こ
と
は
さ
け
が
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
エ
ル
サ
レ
ム
編
纂
以
前
の
校
訂
本
は
、
北
イ
ス
ラ
ェ
ル
王
国
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ

は
、
シ
ャ
ロ
ン
、
レ
パ
ノ
ン
、
ギ
レ
ア
デ
、
ヘ
ル
モ
γ
、
ア
マ
ナ
、
セ
ニ
ル
、
テ
ィ
ル
ザ
、
シ
ュ
ネ
ム
、
カ
ル
メ
ル
等
す
べ
て
地
名
が
圧

倒
的
に
北
イ
ス
ラ
ヱ
ル
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
そ
の
文
学
的
内
容
と
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
が
成

り
立
つ
た
背
景
と
し
て
の
地
理
的
、
政
治
的
な
理
由
を
も
充
分
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
も
し
北
イ
ス
ラ
ニ
ル
で
す
で

に
何
ら
か
の
形
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ぱ
、
ソ
ロ
モ
ン
王
は
現
在
の
ま
ま
の
性
格
と
し
て
描
写
さ
れ
な
か
つ
た
に
ち
が
い
な

い
。
歴
史
的
に
見
て
北
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
南
ユ
ダ
ヤ
の
王
ソ
ロ
モ
ン
は
も
っ
と
も
憎
悪
の
対
象
と
な
っ
た
支
配
者
で
あ
る
。
列
王
記

の
記
述
に
よ
れ
ぽ
彼
の
治
世
に
北
イ
ス
ラ
ェ
ル
に
叛
乱
が
お
こ
り
、
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
王
国
の
の
ち
禍
痕
と
な
っ
て
い
る
。
北
イ
ス
ラ
エ
ル

に
た
い
す
る
苛
酷
な
圧
政
考
を
作
品
の
中
で
美
化
す
る
は
ず
は
た
い
。
こ
れ
に
反
し
て
南
ユ
ダ
ヤ
王
国
の
編
纂
本
の
雅
歌
の
中
で
は
ソ
ロ

毛
ソ
王
は
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
果
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
る
。
す
で
に
の
べ
た
目
目
頭
の
「
ソ

ロ
毛
ン
の
雅
歌
」
（
一
■
一
）
が
そ
れ
を
は
つ
き
り
示
し
て
い
る
。
　
ユ
ダ
ヤ
王
国
の
系
統
を
ひ
く
編
纂
者
が
ソ
ロ
モ
ン
に
作
中
の
輝
や
か

L
い
役
割
を
演
じ
さ
せ
、
こ
の
王
の
尊
厳
と
名
誉
を
い
や
が
う
え
に
も
高
め
よ
う
と
つ
と
め
た
と
い
う
こ
と
は
自
然
な
心
理
で
あ
る
。
こ

の
自
然
な
心
理
に
則
し
て
考
え
れ
ぱ
、
冒
頭
に
「
ソ
ロ
モ
ン
の
雅
歌
」
と
い
亘
言
葉
を
挿
入
す
る
以
前
の
形
態
は
、
ソ
ロ
そ
ン
に
た
い
し

て
好
意
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
な
い
資
料
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
冒
頭
の
言
葉
を
取
り
除
い
て
、
全
く
先
入
観
な
し
に
詩
句
の
主
題

と
そ
の
配
列
を
考
え
れ
ぱ
、
エ
ル
サ
レ
ム
編
纂
以
前
の
北
イ
ス
ラ
エ
ル
起
源
の
原
型
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の

作
品
は
ソ
ロ
モ
ン
の
愛
を
う
た
う
詩
で
も
、
彼
の
后
を
迎
え
る
婚
姻
式
で
も
な
く
、
ま
た
政
治
的
な
英
雄
で
も
な
く
、
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女

？53
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に
云
い
寄
る
コ
ケ
ツ
ト
な
存
在
と
な
る
。
そ
し
て
「
エ
ル
サ
レ
ム
の
女
た
ち
は
」
エ
ル
サ
レ
ム
の
都
の
女
性
た
ち
を
指
す
の
で
は
な
く
、

ソ
ロ
モ
ン
の
宮
廷
の
女
性
（
召
使
ま
で
も
含
め
て
）
を
指
す
。
も
し
今
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
な
劇
的
発
展
を
行
う
主
題
の
も
と
に
こ
の

作
品
の
詩
句
を
、
ソ
ロ
モ
ン
や
シ
，
．
ナ
ム
の
乙
女
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
女
性
な
ど
、
だ
れ
に
向
つ
て
歌
つ
て
い
る
か
を
考
慮
す
れ
ば
・
詩
句

の
配
列
の
順
序
だ
け
を
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ル
サ
レ
ム
編
纂
の
現
行
本
と
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
趣
き
を
呈
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
こ
う
い
っ
た
作
品
の
配
列
の
異
同
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
旧
約
聖
書
の
中
で
、
し
ぼ
し
ぼ
起
っ
て
く

る
間
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
詩
篇
九
と
一
〇
、
詩
篇
一
〇
八
が
五
七
、
七
－
一
一
　
六
〇
ノ
五
－
二
一
の
合
成
で
あ
る
よ
う
に
、
と
く

に
仔
情
的
内
容
の
場
合
に
は
、
長
い
世
代
の
間
に
、
作
品
の
一
部
が
変
様
、
移
行
す
る
こ
と
が
多
い
。
雅
歌
の
場
合
前
後
脈
絡
を
も
た
な

い
詩
句
を
劇
詩
の
主
題
に
し
た
が
っ
て
自
然
に
正
常
の
配
列
に
置
き
か
え
る
こ
と
は
、
と
く
に
必
要
と
な
る
。
と
に
か
く
、
編
纂
の
個
所

は
南
ユ
ダ
ヤ
が
最
初
で
は
な
く
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
す
で
に
た
さ
れ
て
い
た
と
い
う
推
定
は
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
南
ユ
ダ
ヤ
と

北
イ
ス
ラ
エ
ル
が
政
治
的
文
化
的
に
対
照
的
で
あ
り
、
ソ
ロ
モ
ン
の
時
代
に
争
剋
が
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
か
ら
、
こ
の
作
品
が
な

ん
ら
か
の
意
味
で
当
時
の
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
の
心
に
訴
え
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〕四〔

配
列
変
更
に
よ
る
劇
詩
の
再
構
成

754

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
現
行
の
エ
ル
サ
レ
ム
編
纂
の
テ
キ
ス
ト
を
、
劇
的
主
題
に
も
と
づ
い
て
詩
句
の
配
列
を
変
更
し
て
ゆ
く

と
、
従
来
漠
然
と
唱
え
ら
れ
た
劇
詩
説
は
一
層
鮮
明
で
確
定
的
た
形
で
浮
び
上
っ
て
く
る
。
刻
明
な
分
析
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
ウ
ォ
タ
ー

マ
ン
の
新
し
い
配
列
に
し
た
が
っ
て
つ
ぎ
に
作
品
全
体
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
配
列
に
つ
い
て
は
む
ろ
ん
、
異
論
も
あ
り
、
完
全

と
ま
で
に
は
ゆ
か
な
い
げ
れ
ど
、
今
ま
で
と
は
ち
が
つ
た
合
理
性
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
。
〔
　
〕
の
数
字
は
現
行
の
テ
キ
ス
ト
の
章
節

の
番
号
で
あ
る
。
　
（
な
お
訳
は
現
在
の
口
語
訳
は
不
適
当
で
あ
る
た
め
、
あ
ら
た
に
文
語
訳
を
も
っ
て
し
た
。
そ
の
理
由
は
註
に
示
し
て
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あ
る
）
。　

　
第
一
の
シ
ー
ソ

（
エ
ル
サ
レ
ム
の
宮
廷
）
序
詩
（
宮
廷
の
女
性
た
ち
の
歌
）
　
〔
三
ノ

　
六
－
二
〕
a
1

没
薬
、
乳
香
な
ど
、
商
人
の
も
ろ
も
ろ
の
香
料
は
か
お
り
を
放
ち
、

煙
の
柱
の
ご
と
く
、
荒
野
よ
り
の
ぽ
り
来
る
は
誰
ぞ
。

見
よ
、
そ
は
ソ
ロ
モ
ソ
の
乗
物
、
a
2

六
十
人
の
勇
士
は
ま
わ
り
に
あ
り

イ
ス
ラ
エ
ル
の
勇
士
、

皆
、
つ
る
ぎ
を
と
り
、
戦
い
を
よ
く
L

お
の
お
の
腰
に
劔
を
帯
び
夜
の
危
険
に
備
う
。

王
ソ
ロ
そ
ソ
は
レ
バ
ノ
ソ
の
木
を
も
て

お
の
れ
の
た
め
に
輿
を
つ
く
れ
り
。
、
3

そ
の
柱
は
銀
、
そ
の
う
し
ろ
は
金
、

そ
の
座
は
紫
の
布
で
つ
く
れ
り
。

そ
の
内
部
に
ば
ニ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
ら
が

心
を
こ
め
て
、
a
4
つ
く
れ
る
物
を
張
り
ぬ
。

ツ
オ
ソ
の
乙
女
ら
よ
、
a
5
出
て
ソ
ロ
壬
ソ
王
を
見
よ
。

彼
は
婚
姻
の
目
、
心
の
喜
び
の
目
に
、

母
が
頭
に
お
き
し
そ
の
冠
を
戴
く
。

（
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
に
向
っ
て
歌
う
ソ
ロ
モ
ソ
の
歌
）
　
〔
四
ノ
一
－

　
六
）

見
よ
、
な
ん
ぢ
は
美
し
、
羊
飼
の
乙
女
よ
、
、
6

な
ん
ぢ
は
美
し
！

な
ん
ぢ
の
目
は
（
ヴ
ェ
ー
ル
の
か
げ
に
あ
り
て
）
鳩
の
ご
と
し
、
、
7

た
ん
ち
の
髪
は
ギ
レ
ア
デ
の
山
を
く
だ
る
山
羊
の
群
の
ご
と
し
。

た
ん
ち
の
歯
は
洗
い
場
よ
り
上
り
来
た
る
、

毛
を
切
ら
れ
し
雌
羊
の
群
の
ご
と
し
。

み
な
双
子
を
産
み
、
子
の
な
き
も
の
な
し
。

な
ん
ち
の
雇
ぱ
紅
の
糸
の
ご
と
く
、
そ
の
口
は
愛
ら
L
。

な
ん
ち
の
頼
は
ヴ
ェ
ー
ル
の
か
げ
に
あ
り
て
、

ざ
く
ろ
の
片
わ
れ
の
ご
と
し
。

な
ん
ぢ
の
首
は
武
器
倉
の
た
め
に
建
て
し
a
8

ダ
ピ
デ
の
や
ぐ
ら
の
ご
と
し
。

そ
の
上
に
一
千
の
盾
を
懸
け
つ
ら
ね
、
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み
な
つ
わ
も
の
の
大
盾
な
り
。

た
ん
ぢ
の
両
の
乳
房
は
、

山
羊
の
双
子
、
二
匹
の
子
鹿
の

百
合
の
花
の
中
に
草
を
食
む
ご
と
し
。

目
の
涼
し
く
た
る
童
で
、
・
9
影
の
消
ゆ
る
ま
で
、

わ
れ
没
薬
の
山
に
、
乳
香
の
丘
に
急
が
ん
。
・
1
0

（
官
廷
の
婦
人
た
ち
）
〔
一
ノ
ニ
ー
四
〕

ね
が
わ
く
は
、
な
ん
ち
の
口
づ
げ
を
も
て
、

わ
れ
に
口
づ
げ
給
え
。

な
ん
ち
の
愛
は
葡
萄
酒
に
ま
さ
り
、

な
ん
ぢ
の
匂
い
油
ぼ
か
ん
ば
し
く
、

な
ん
，
ち
の
名
は
注
が
れ
た
る
匂
い
油
の
ご
と
し
。

さ
れ
ば
乙
女
ら
は
な
ん
ち
を
愛
す
る
た
り
。

な
ん
ぢ
の
あ
と
に
し
た
が
い
、
行
か
せ
給
え
。

わ
れ
ら
急
ぎ
お
も
む
か
ん
。

王
は
わ
れ
を
そ
の
部
屋
に
と
も
な
い
給
え
り
。

わ
れ
ら
は
、
な
ん
ぢ
に
よ
っ
て
喜
び
楽
し
み
、

葡
萄
酒
に
童
さ
り
て
な
ん
ぢ
の
愛
を
た
た
う
。

乙
女
ら
は
真
心
も
ち
て
な
ん
ぢ
を
愛
さ
ん
。

副
u

（
宮
廷
の
婦
人
た
ち
に
こ
た
え
る
ツ
ユ
ナ
ム
の
村
の
乙
女
の
歌
）

　
〔
一
ノ
五
－
七
〕

エ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
ら
よ
、

わ
れ
黒
げ
れ
ど
美
し
、

ケ
ダ
ル
の
天
幕
の
ご
と
く
、
ソ
ロ
エ
、
ソ
の
帷
の
ご
と
し
。

わ
れ
は
目
に
灼
け
し
た
め
、

肩
、
が
わ
れ
を
焼
き
し
ゆ
え
、

わ
れ
を
見
つ
む
る
た
か
れ
。

わ
が
母
の
子
ら
は
怒
り
て
、
わ
れ
に
葡
萄
園
を
守
ら
せ
ぬ
。

さ
れ
ど
、
わ
れ
は
葡
萄
園
を
守
ら
ざ
り
き
。

わ
が
魂
の
愛
す
る
も
の
よ
、
・
1
5
わ
れ
に
告
げ
よ
。

な
ん
ち
は
い
づ
こ
に
て
群
を
飼
い
、

昼
い
づ
こ
に
て
群
を
い
こ
わ
せ
る
や
。

い
か
な
れ
ぱ
か
れ
は
な
ん
ち
の
仲
問
の
群
の
か
た
わ
ら
に
、

病
め
る
老
の
ご
と
く
さ
ま
よ
う
や
。
a
”

（
シ
ニ
ナ
ム
の
乙
女
に
こ
た
え
る
宮
廷
の
婦
人
た
ち
の
歌
）

　
八
〕

女
性
の
う
ち
の
も
っ
と
も
美
し
き
者
よ
、
a
η

〔
一
ノ
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な
ん
ぢ
知
ら
ず
ぱ
、
群
の
跡
に
従
い
ゆ
き
、

羊
飼
ら
の
天
幕
の
か
た
わ
ら
に
て
、

液
ん
ち
の
子
山
羊
を
飼
う
べ
L
。

（
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
に
た
い
す
る
ソ
目
モ
ソ
の
歌
）
〔
一
ノ
九
－
一

　
一
〕

わ
が
愛
す
る
者
、
羊
飼
の
乙
女
、

わ
れ
な
ん
ぢ
を
フ
ァ
ラ
オ
の
車
の
雌
馬
に
な
ぞ
ら
え
ん
。
a
1
8

な
ん
ぢ
の
頼
は
美
し
く
飾
ら
れ
、

宝
石
を
つ
ら
ね
し
首
飾
り
は
淀
ん
ぢ
の
首
に
美
し
。

わ
れ
ら
は
銀
を
散
せ
し
金
の
飾
り
を

な
ん
ぢ
の
た
め
に
造
ら
ん
。

（
乙
女
に
た
い
す
る
ソ
ロ
モ
ソ
の
歌
）
ニ
ノ
一
五
〕

見
よ
、
た
ん
ぢ
は
美
し
、
羊
飼
の
乙
女
よ
、

た
ん
ぢ
は
ま
こ
と
に
美
し
、

な
ん
ぢ
の
目
は
鳩
の
ご
と
し
。

（
乙
女
の
｝
」
れ
に
答
え
る
歌
）
〔
一
ノ
一
六
、
ニ
ノ
一
〕

わ
が
愛
す
る
者
よ
、
・
2
0
見
よ
、
ま
こ
と
に
美
し
。

わ
れ
ら
の
床
は
く
自
然
の
V
縁
、
a
2
1

わ
れ
ら
の
家
の
梁
は
香
柏
、

そ
の
た
る
き
は
糸
杉
な
り
。

わ
れ
は
シ
ャ
ロ
ソ
の
ぱ
ら
、

谷
の
百
合
液
り
。
・
2
2

95

（
宮
廷
の
婦
人
た
ち
に
た
い
す
る
乙
女
の
歌
）
〔
一
ノ
一
－
二
一
〕

王
。
が
座
に
着
き
給
う
と
き
、

ナ
ル
ド
は
そ
の
香
り
を
放
つ
。
a
1
9

わ
が
愛
す
る
も
の
は
乳
房
の
間
の

没
薬
の
袋
の
ご
と
し
。

わ
が
愛
す
る
者
は
エ
ソ
ゲ
デ
の
葡
萄
酒
の

ヘ
ソ
ナ
の
花
房
の
ご
と
し
。

（
乙
女
に
た
い
す
る
ソ
ロ
壬
ソ
の
歌
）
〔
ニ
ノ
ニ
〕

乙
女
ら
の
な
か
に
わ
が
愛
す
る
者
の
あ
る
は
、

茨
の
中
に
百
合
の
あ
る
が
ご
と
し
。

（
官
廷
の
婦
人
に
た
い
す
る
乙
女
の
歌
）
〔
ニ
ノ
三
－
一
七
〕

わ
が
愛
す
る
若
老
は

林
の
中
の
林
檎
の
木
の
ご
と
し
。
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大
い
な
る
喜
び
を
も
て
わ
れ
そ
の
か
げ
に
坐
す
、

そ
の
与
う
実
は
わ
。
が
口
に
甘
か
り
き
。

彼
は
わ
れ
を
酒
宴
の
家
に
い
ざ
な
い
、

そ
の
目
ざ
し
は
愛
な
り
き
。
a
2
3

乾
し
葡
萄
に
よ
り
て
わ
れ
に
力
を
つ
け
、

林
檎
に
よ
り
て
、
わ
れ
に
健
か
さ
を
与
え
給
え
。

わ
れ
は
愛
の
た
め
に
病
み
わ
ず
ら
え
ぱ
な
り
。

い
ざ
、
彼
の
左
の
手
中
が
わ
が
頭
の
し
た
に
、

右
の
手
が
わ
れ
を
抱
き
給
わ
ん
こ
と
を
。

エ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
ら
よ
、

わ
れ
玲
羊
と
野
の
雌
麗
と
を
指
し
て
、

な
ん
ぢ
ら
に
誓
う
o

愛
の
お
の
づ
か
ら
起
る
ま
で
、

こ
と
さ
ら
に
呼
び
起
し
、
醒
す
な
か
れ
。

わ
が
愛
す
る
老
の
声
聞
ゆ
。

見
よ
、
彼
は
山
を
と
び
、

丘
を
躍
り
越
え
て
来
る
。

わ
が
愛
す
る
者
は
玲
羊
の
ご
と
く
、

若
き
雄
鹿
の
ご
と
し
。

見
よ
、
彼
は
わ
れ
ら
の
壁
の
う
し
ろ
に
立
ち
、

窓
よ
り
の
ぞ
き
、
格
子
よ
り
う
か
が
う
。

わ
が
愛
す
る
老
は
わ
れ
に
語
り
て
云
う
。

「
わ
が
愛
す
る
者
、
わ
が
麗
し
き
老
よ
、
・
2
4

起
い
き
で
よ
、

見
よ
、
冬
は
過
ぎ
、

雨
も
す
で
に
止
み
、

も
ろ
も
ろ
の
花
は
地
に
咲
き
い
で
、

鳥
の
囎
る
時
は
来
り
ぬ
。

山
鳩
の
声
も
こ
の
里
に
聞
こ
ゆ
。

い
ち
じ
ゆ
く
の
木
は
そ
の
実
を
結
び
、

葡
萄
は
花
咲
き
て
、
薫
り
を
放
つ
。

わ
が
愛
す
る
者
、
わ
が
麗
し
き
考
よ
、

起
き
出
で
よ
、

岩
の
裂
け
目
、
崖
の
隠
れ
場
の
わ
が
鳩
よ
、

泣
ん
ぢ
の
顔
を
見
せ
給
え
、

そ
の
声
を
聞
か
せ
よ
。

な
ん
ぢ
の
声
は
愛
ら
し
く
、
在
ん
ぢ
の
顔
は
美
し
。

わ
れ
ら
の
た
め
に
狐
を
捕
え
よ
、

葡
萄
園
を
荒
す
小
狐
を
捕
え
よ
、
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わ
れ
ら
の
葡
萄
園
は
花
盛
り
な
れ
ぱ
」
と
。

わ
が
愛
す
る
老
は
わ
が
も
の
、
わ
れ
は
彼
の
も
の
。

彼
は
百
合
の
花
の
中
に
て
群
を
飼
う
。

わ
が
愛
す
る
老
よ
、

目
、
が
涼
し
く
な
る
ま
で
、

影
の
消
ゆ
る
ま
で
、

身
を
か
え
し
て
出
で
ゆ
き
、

険
し
き
山
々
の
上
に
て
、
玲
羊
の
ご
と
く
、

若
き
雄
鹿
の
ご
と
く
た
り
給
え
。

（
乙
女
の
夢
の
回
想
の
一
）
〔
三
ノ
一
－
五
〕
a
％

夜
、
床
の
上
に
て
、
わ
が
魂
の
愛
す
る
者
を
尋
ぬ
。

わ
れ
彼
を
尋
ぬ
れ
ど
見
い
で
ず
。

彼
を
呼
べ
ど
、
答
え
な
か
り
き
。

「
わ
れ
今
起
き
い
で
、
町
を
さ
ま
よ
い
、

街
路
や
広
場
に
、
わ
が
魂
の
愛
す
る
老
を
尋
ね
ん
」
と
。

わ
れ
は
彼
を
尋
ぬ
れ
ど
、
見
い
で
ざ
り
き
。

町
を
歩
む
夜
回
り
に
出
合
い
、

「
わ
が
魂
の
愛
す
る
考
を
見
か
げ
し
や
」
と
問
え
り
。

わ
れ
彼
ら
と
別
れ
て
ま
も
な
く
、

わ
が
魂
の
愛
す
る
考
に
出
合
え
り
。

わ
れ
は
彼
を
引
き
留
め
て
行
か
せ
ず
、

つ
い
に
わ
が
母
の
家
に
と
も
た
い
、

わ
れ
を
産
み
し
者
の
都
屋
に
入
り
ぬ
。

エ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
ら
よ
、

わ
れ
は
、
玲
羊
と
野
の
雌
鹿
を
指
し
て
、

な
ん
ぢ
ら
に
誓
う
。

愛
の
お
の
ず
か
ら
起
る
ま
で
、

こ
と
さ
ら
に
呼
び
起
し
、
醒
す
こ
と
な
か
れ
。

（
夢
の
回
想
の
二
、
若
老
の
言
葉
の
回
想
）
〔
四
ノ
七
－
一
五
〕

わ
が
愛
す
る
老
よ
、

な
ん
ち
は
完
く
美
し
く
、
い
さ
さ
か
の
環
も
な
し
。

レ
バ
ノ
ソ
よ
り
わ
れ
と
と
も
に
来
れ
、

レ
バ
ノ
ソ
よ
り
わ
れ
と
と
も
に
来
れ
。

ア
マ
ナ
の
頂
き
を
去
り
、

セ
ニ
ル
・
ヘ
ル
モ
ソ
の
頂
き
を
去
り
、

獅
子
の
冗
、
豹
の
山
を
去
り
給
え
。

わ
が
妹
、
わ
が
花
嫁
、
な
ん
ぢ
は
わ
が
心
を
奪
う
。
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な
ん
ぢ
は
た
だ
ひ
と
巨
に
て
、

首
飾
の
ひ
と
玉
に
て
わ
が
心
を
奪
え
り
。

わ
が
妹
、
わ
が
花
嫁
よ
、

な
ん
ぢ
の
愛
撫
は
、
い
か
に
麗
し
き
こ
と
ぞ
。

な
ん
ち
の
愛
撫
は
葡
萄
酒
よ
り
も
、

な
ん
ぢ
の
香
油
の
香
り
は
す
べ
て
の
香
料
よ
り
も
、

い
か
に
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
ぞ
。

わ
が
花
嫁
よ
、
な
ん
ち
の
唇
は
甘
露
を
し
た
ら
せ
、

な
ん
ぢ
の
舌
の
も
と
に
蜜
と
乳
あ
り
。

な
ん
ち
の
衣
の
香
り
は
レ
バ
ノ
ソ
の
番
り
の
ご
と
し
。

わ
が
妹
、
わ
が
花
嫁
は
閉
さ
れ
た
る
園
、

閉
さ
れ
た
る
園
、
封
ぜ
ら
れ
た
る
泉
の
ご
と
し
。
・
2
6

次
ん
ち
の
贈
物
は
も
ろ
も
ろ
の
良
き
実
を
も
つ
拓
榴
の
園
、

ナ
ル
ド
、
ヘ
ソ
ナ
、

ナ
ル
ド
、
サ
フ
ラ
ソ
、
菖
蒲
、
肉
桂
、

さ
ま
ざ
ま
の
乳
香
の
木
、

没
薬
、
沈
香
、
す
べ
て
貴
き
香
料
な
り
。

な
ん
ぢ
は
園
の
泉
、
生
け
る
泉
の
水
、

レ
バ
ノ
ソ
よ
り
流
る
る
川
た
り
。

a
η

（
乙
女
の
対
唱
）
〔
四
ノ
ニ
ハ
〕

北
風
よ
起
れ
、
南
風
よ
き
た
れ
、

わ
が
園
を
吹
き
、
そ
の
香
り
を
広
く
散
ら
せ
。

わ
が
愛
す
る
考
が
園
に
入
り
、

そ
の
良
き
実
を
食
べ
ん
た
め
に
。

（
夢
の
中
の
若
考
の
対
唱
）
〔
五
ノ
一
〕

わ
が
妹
、
わ
が
花
嫁
、

わ
れ
園
に
入
り
、
没
薬
と
香
料
と
を
集
め
、

蜜
蜂
の
巣
と
、
蜜
と
を
食
ぺ
、

葡
萄
酒
と
乳
と
を
飲
む
。

友
ら
よ
、
食
ら
い
、
欽
め
、

愛
す
る
人
々
よ
、
大
い
に
飲
め
。

（
宮
廷
の
人
々
た
い
す
る
乙
女
の
心
の
説
明
）
〔
五
ノ
ニ
〕

わ
れ
は
眠
り
い
た
れ
ど
、
心
は
醒
め
い
た
り
。

（
乙
女
の
夢
の
回
想
の
三
）
〔
五
ノ
ニ
ー
八
〕
・
2
8

聞
き
給
え
、
愛
す
る
老
の
声
！
　
彼
は
戸
を
叩
く
。
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「
わ
が
鳩
、
わ
が
全
き
者
よ
、

わ
が
頭
は
露
に
ぬ
れ
、

わ
が
髪
は
夜
露
に
ぬ
れ
た
り
」
と
い
う
。

わ
れ
は
す
で
に
衣
服
を
脱
ぐ
。

い
か
に
し
て
ま
た
着
る
を
得
ん
。

す
で
に
足
を
洗
う
。

い
か
に
し
て
汚
す
を
得
ん
や
。

わ
が
愛
す
る
者
が
か
け
が
ね
に
手
を
か
げ
し
と
き
、

わ
が
心
は
内
に
お
ど
り
た
り
。

わ
れ
起
き
い
で
、

愛
す
る
者
の
た
め
に
開
げ
ん
と
せ
し
と
き
、

手
よ
り
没
薬
し
た
た
り
、

指
よ
り
没
薬
流
れ
い
で
、

か
ん
ぬ
き
の
取
手
の
上
に
落
つ
。

わ
れ
は
愛
す
る
老
の
た
め
に
開
げ
ど
も
、

愛
す
る
者
は
す
で
に
帰
り
去
る
。

彼
帰
り
し
と
き
、
わ
が
心
は
力
を
失
う
。

尋
ぬ
れ
ど
見
出
ず
、

呼
べ
ど
も
こ
た
え
な
L
。

町
を
ま
わ
り
歩
き
、
夜
回
り
は
、

わ
れ
を
見
て
打
ち
て
傷
つ
げ
、

城
壁
を
守
る
老
ら
は
、
わ
が
上
着
を
は
ぐ
。

エ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
ら
よ
、

わ
れ
な
ん
ち
ら
に
願
う
。

も
し
わ
が
愛
す
る
老
を
見
な
ぱ
、

わ
れ
愛
の
た
め
に
病
み
わ
ず
ら
う
と
、

告
げ
給
え
。

（
乙
女
に
こ
た
え
る
エ
ル
サ
レ
ム
宮
廷
の
婦
人
た
ち
の
歌
）

　
九
〕

女
の
う
ち
の
最
も
美
し
き
者
よ
、

な
ん
ぢ
の
愛
す
る
者
は
ダ
ビ
デ
に
た
ぐ
う
べ
き
か
、

な
ん
ぢ
が
わ
れ
ら
に
願
う
そ
の
愛
す
る
者
は

ダ
ピ
デ
に
た
ぐ
う
べ
き
か
。

〔
五
ノ

（
宮
廷
の
婦
人
た
ち
こ
た
え
る
乙
女
の
歌
）
〔
五
ノ
一
〇
一
－
六
〕

わ
が
愛
す
る
者
は
白
く
輝
き
、
か
つ
赤
く
、

万
人
に
ぬ
き
ん
で
、

そ
の
頭
は
純
金
の
ご
と
く
、

そ
の
髪
の
毛
は
う
ね
り
て
、

16一7
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鴉
の
ご
と
く
黒
し
。

そ
の
目
は
泉
の
ほ
と
り
の
鳩
の
ご
と
く
、

乳
に
洗
わ
れ
て
、
落
ち
つ
き
あ
り
。

そ
の
類
は
芳
し
き
花
の
床
の
ご
と
く
、

香
り
を
放
ち
、

そ
の
唇
は
百
合
の
花
の
ご
と
く
、

没
薬
の
液
を
し
た
た
ら
す
。

そ
の
手
は
宝
石
を
は
め
し
金
の
円
筒
の
ご
と
く
、

そ
の
身
体
は
サ
フ
ァ
イ
ヤ
に
て
お
お
え
る
a
2
9

象
牙
の
ご
と
く
、

そ
の
脛
は
金
の
台
に
す
え
し

大
理
石
の
柱
の
ご
と
く
、

そ
の
姿
は
レ
パ
ノ
ソ
の
ご
と
く
、
香
柏
の
ご
と
く
美
し
。

そ
の
言
葉
は
い
と
美
し
く
、

彼
は
㌍
」
と
ご
と
く
麗
わ
し
。

エ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
ら
よ
、

こ
れ
ぞ
わ
が
愛
す
る
者
、
わ
が
友
な
り
。

（
乙
女
に
問
う
宮
廷
の
婦
人
た
ち
の
歌
）
〔
六
ノ
一
u

女
の
う
ち
の
も
っ
と
も
美
し
き
老
よ
、

a
㏄

な
ん
ち
の
愛
す
る
者
は
い
づ
こ
に
行
き
し
か
、

な
ん
ち
の
愛
す
る
老
ぱ
い
づ
こ
に
赴
き
し
か
、

た
ん
ち
と
と
も
に
わ
れ
も
探
し
尋
ね
ん
。

（
宮
廷
の
婦
人
た
ち
に
・
」
た
え
る
乙
女
の
歌
）
〔
六
ノ
ニ
ー
三
〕

わ
が
愛
す
る
考
は
群
を
追
い
、

百
合
の
花
を
摘
む
べ
く
、

園
に
下
り
、
か
ん
ば
し
き
花
の
床
に
行
き
ぬ
。

わ
れ
は
愛
す
る
人
（
た
ん
ち
）
の
も
の
、

愛
す
る
考
（
た
ん
ち
）
は
わ
が
も
の
。

彼
は
百
合
の
花
の
中
に
そ
の
群
を
飼
う
。

（
乙
女
に
か
た
る
ソ
ロ
モ
ソ
の
歌
）
〔
六
ノ
四
－
一
〇
〕
・
3
1

羊
飼
の
乙
女
よ
、
な
ん
ち
は
テ
ィ
ル
ザ
の
ご
と
く
美
L
く
、

エ
ル
サ
レ
ム
の
ご
と
く
う
る
わ
し
。

お
そ
る
べ
き
軍
勢
の
ご
と
く
、
威
厳
あ
り
、

な
ん
ぢ
の
目
は
わ
れ
を
恐
れ
し
む
る
ゆ
え
、

わ
れ
よ
り
そ
ら
し
給
え
。

な
ん
ぢ
の
髪
は
ギ
レ
ア
デ
の
山
を
下
る

山
羊
の
群
の
ご
と
し
。

幻プ
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な
ん
ぢ
の
歯
は
洗
い
場
よ
り
上
り
来
た
る

雌
羊
の
群
の
ご
と
L
。

み
な
双
子
を
生
み
て
、
子
の
な
き
も
の
な
し
。

な
ん
ち
の
類
は
ヴ
ェ
i
ル
の
か
げ
に
あ
り
て
、

祐
榴
の
片
割
れ
の
ご
と
し
。

王
妃
は
六
十
人
、
そ
ぱ
め
は
八
十
人
、

ま
た
数
知
れ
ぬ
乙
女
あ
り
、

わ
が
鳩
、
わ
が
全
き
老
は
た
だ
ひ
と
り
、

彼
女
は
母
の
ひ
と
り
子
、

彼
女
を
生
め
る
最
愛
の
も
の
。

乙
女
ら
は
彼
女
を
見
て
、
幸
い
の
考
と
と
な
え
、

王
妃
そ
ぱ
め
も
彼
女
を
見
て
賞
め
讃
う
。

こ
の
し
の
の
め
ご
と
く
、

月
の
ご
と
く
美
し
く
、

太
陽
の
ご
と
く
輝
き
、

軍
勢
の
ご
と
く
、

恐
る
べ
き
老
は
誰
ぞ
。

　
（
乙
女
の
こ
た
う
る
歌
）
〔
六
ノ
一
一
－
二
一
〕

わ
れ
は
谷
の
花
を
見
、
葡
萄
が
芽
ぶ
き
し
か
、

a
駆

柘
榴
の
花
の
咲
き
し
か
と
思
い
、

く
る
み
の
園
へ
下
り
き
た
り
ぬ
。

知
ら
ぬ
ま
に
想
い
は
、

車
の
申
の
主
の
か
た
わ
ら
に
近
づ
き
た
る
な
り
。

（
宮
廷
の
婦
人
た
ち
が
乙
女
に
歌
う
歌
）
〔
六
ノ
ニ
ニ
〕

と
ど
ま
れ
、
と
ど
ま
れ
、
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
a
鎚

と
ど
ま
れ
、
と
ど
ま
れ
、
わ
れ
ら
た
ん
ぢ
を
見
ん
。

（
乙
女
の
宮
廷
の
人
々
に
た
い
す
る
歌
）
〔
六
ノ
ニ
ニ
〕

な
ん
ぢ
ら
は
い
か
た
れ
ぱ
二
つ
の
群
の

踊
り
を
見
る
ご
と
く
、

シ
ュ
ナ
ム
の
女
を
見
ん
と
す
る
や
。

　
（
宮
廷
の
婦
人
の
乙
女
に
た
い
す
る
歌
）
〔
七
ノ
一
－
五
〕

女
王
の
ご
と
き
乙
女
よ
、

な
ん
ち
の
足
は
、
く
つ
の
中
に
あ
り
て
、

い
か
に
麗
し
き
－
」
と
か
。

な
ん
ぢ
の
も
も
は
、
ま
ろ
や
か
に
玉
の
ご
と
く
、

名
人
の
手
の
わ
ざ
の
ご
と
L
。

763
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な
ん
ぢ
の
ほ
ぞ
は
、

混
ぜ
し
葡
萄
酒
の
充
ち
た
る
丸
き
杯
の
ご
と
く
、

な
ん
ぢ
の
腹
は
、

百
合
の
花
に
囲
ま
れ
し
山
盛
り
の
麦
の
ご
と
し
。

た
ん
ぢ
の
双
の
乳
房
は
、

玲
羊
の
双
子
、
二
匹
の
子
鹿
の
ご
と
し
。

な
ん
ぢ
の
首
は
象
牙
の
や
ぐ
ら
の
ご
と
く
、

そ
の
目
は
、
バ
テ
ラ
ピ
ム
の
門
の
ほ
と
り
の

ヘ
ツ
ボ
ソ
の
池
の
ご
と
く
、

そ
の
鼻
は
ダ
マ
ス
コ
を
見
お
ろ
す

レ
バ
ノ
ソ
の
や
ぐ
ら
の
ご
と
し
。

な
ん
ぢ
の
頭
は
カ
ル
メ
ル
の
ご
と
く
な
ん
ち
を
飾
り
、

髪
の
毛
は
紫
の
ご
と
く
、
王
は
そ
の
垂
れ
髪
に
蒲
わ
れ
給
う
。

（
ソ
ロ
モ
ソ
の
歌
）
〔
七
ノ
六
－
九
〕
a
3
5

愛
す
る
者
、
快
活
の
乙
女
よ
、

放
ん
ち
は
い
か
に
美
し
く
愛
す
べ
き
ぞ
。

た
ん
ぢ
は
な
つ
め
や
し
の
ご
と
く
威
厳
あ
り
、

乳
房
は
そ
の
ふ
さ
の
ご
と
L
。

わ
れ
は
云
わ
ん
「
こ
の
な
つ
め
や
し
の
木
に
の
ぽ
り
、

そ
の
枝
に
取
り
つ
か
ん
。

い
ざ
、
な
ん
ぢ
の
乳
房
が
葡
萄
の
房
の
ご
と
く
、

な
ん
ち
の
息
の
香
り
は
林
檎
の
ご
と
く
、

な
ん
ぢ
の
［
H
づ
げ
は
、
a
3
6

甘
美
の
葡
萄
酒
の
ご
と
く
　
　
。

（
乙
女
が
王
の
言
葉
を
う
げ
て
歌
う
歌
）
〔
七
ノ
九
1
≡
、

わ
が
愛
す
る
老
に
そ
の
右
手
の
ご
と
く

く
ち
び
る
と
歯
の
上
を
す
べ
ら
ん
こ
と
を
。
a
3
7

わ
れ
は
愛
す
る
人
の
も
の
、
彼
の
愛
は
わ
れ
に
あ
り
。

い
ざ
、
わ
が
愛
す
る
者
よ
、

田
舎
に
行
き
、
村
に
宿
ら
ん
。

わ
れ
ら
は
早
く
起
き
、
葡
萄
園
へ
行
き
、

葡
萄
の
木
の
芽
の
も
え
い
で
し
か
、

葡
萄
の
花
の
喫
き
し
か
、

柘
榴
の
花
の
咲
き
し
か
を
見
ん
。

そ
こ
に
し
て
、
わ
れ
は
わ
が
愛
を
与
え
ん
。

恋
な
す
は
香
り
を
放
ち
一

良
き
果
実
は
新
し
き
も
古
き
も
、

と
も
に
わ
れ
ら
の
戸
の
上
に
あ
り
。

八
ノ
一
－
四
〕

？64
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わ
が
愛
す
る
考
よ
、

わ
れ
は
こ
れ
を
な
ん
ぢ
の
た
め
に
貯
え
た
れ
ぱ
。

い
ざ
、
な
ん
ぢ
は
わ
が
母
の
乳
房
を
吸
い
し

わ
が
兄
弟
の
ご
と
く
た
れ
か
し
。

わ
が
そ
と
に
て
な
ん
ぢ
に
会
う
と
き
、

な
ん
ち
に
口
づ
げ
す
と
も
、

た
れ
も
わ
れ
を
い
や
し
め
じ
。

わ
れ
は
た
ん
ぢ
を
導
き
て
、
母
の
家
に
行
き
、

わ
れ
を
生
め
る
老
の
部
屋
に
い
り
、

香
料
の
入
れ
る
葡
萄
酒
、
祐
榴
の
液
を
、

な
ん
ち
に
飲
ま
せ
ん
O

い
ざ
彼
の
左
手
が
わ
が
頭
の
下
に
あ
り
、

右
の
手
が
わ
れ
を
抱
き
給
わ
ん
こ
と
を
。

エ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
ら
よ
、

わ
れ
は
な
ん
ぢ
に
低
自
う
o

愛
の
お
の
ず
か
ら
起
る
ま
で
、

こ
と
さ
ら
に
呼
び
起
し
、

呼
び
醒
す
－
」
と
な
か
れ
。

第
二
場
（
シ
ュ
ナ
ム
の
村
）
a
3
8

（
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
の
兄
弟
ま
た
は
村
人
の
歌
）
〔
六
ノ
五
〕

愛
す
る
老
に
よ
り
そ
い
、
a
3
9

荒
野
よ
り
上
り
来
る
者
は
誰
か
。

（
乙
女
に
た
い
す
る
若
老
の
歌
）
〔
六
ノ
五
〕

り
ん
ご
の
木
の
下
に
て
、
わ
れ
な
ん
ち
を
呼
び
さ
ま
し
ぬ
。

派
ん
ぢ
の
母
は
、
か
し
こ
に
て
、

な
ん
ぢ
の
た
め
に
産
み
の
苦
し
み
を
な
L
、

な
ん
ち
を
産
め
る
考
は
、
か
L
こ
に
て
産
み
の
苦
し
み
を
な
せ
り
。

（
若
者
に
た
い
す
る
乙
女
の
歌
）
〔
八
ノ
六
i
二
一
〕

な
ん
ぢ
の
心
に
わ
れ
を
印
の
ご
と
く
置
き
、

な
ん
ち
の
腕
に
印
の
ご
と
く
置
き
給
え
。

愛
は
死
の
ご
と
く
強
く
、

妬
み
は
墓
の
ご
と
く
力
あ
り
。
a
4
0

そ
の
き
ら
め
き
は
火
の
き
ら
め
き
、
も
つ
と
も
は
げ
L
き
炎
。

愛
は
大
水
も
消
す
あ
た
わ
ず
、

洪
水
も
溺
れ
し
む
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、

a
虹

765
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も
し
叉
そ
の
家
の
財
宝
を
－
」
と
ご
と
く
与
え
、

愛
に
換
え
ん
と
せ
ぱ
、

い
た
く
卑
し
め
ら
れ
ん
。

わ
れ
ら
に
小
さ
き
妹
あ
り
、
い
ま
だ
乳
房
な
し
、

わ
れ
ら
の
妹
の
縁
談
の
あ
る
目
に
は
、

何
を
か
な
さ
ん
。

彼
女
が
城
壁
な
ら
ぱ
、
そ
の
上
に
銀
の
塔
を
建
て
ん
。

彼
女
が
戸
な
ら
ぱ
、
香
柏
の
板
に
て
こ
れ
を
囲
ま
ん
。

わ
れ
は
城
壁
、
わ
、
が
乳
房
は
、

や
ぐ
ら
の
ご
と
し
o

か
く
て
彼
の
目
に
わ
れ
は
平
和
を

も
た
ら
す
着
の
ご
と
し
。

ソ
ロ
そ
ソ
は
バ
ァ
ル
・
ハ
壬
ソ
に
葡
萄
園
あ
り
き
。

彼
は
葡
萄
園
を
守
る
著
に
あ
ず
け
、

そ
の
実
の
た
め
に
お
の
お
の
銀
一
千
を
納
め
し
む
。

わ
が
も
て
る
葡
萄
園
は
、
わ
が
た
め
の
も
の
。
、
姐

ソ
回
モ
ソ
よ
、
な
ん
ち
は
一
千
を
得
ん
。

そ
の
実
を
守
る
老
は
二
百
を
得
ん
o

（
乙
女
に
う
た
う
若
着
の
歌
）
〔
八
ノ
ニ
ニ
〕

園
の
中
に
住
む
老
よ
、

わ
が
友
ら
は
た
ん
ぢ
の
声
に
耳
を
憤
く
。

い
ざ
、
そ
を
わ
れ
ら
に
聞
か
せ
給
え
。

（
若
着
に
た
い
す
る
乙
女
の
歌
）
〔
八
ノ
一
四
〕

わ
が
愛
す
る
老
よ
、

か
ぐ
わ
し
き
山
々
の
上
に
て
。
稀
羊
の
ご
と
く
、

ま
た
若
き
雄
麗
の
ご
と
く
急
ぎ
給
え
。

766

）五

雅
歌
の
主
題
と
そ
の
意
味

右
に
あ
げ
た
配
列
と
歌
う
人
物
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
の
雅
歌
の
主
題
と
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
ざ
や
か
に
浮
ん
で
く
る
。
第

一
場
は
ど
こ
と
明
示
し
が
た
い
が
、
都
エ
ル
サ
レ
ム
の
城
門
あ
た
り
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。
ケ
デ
ロ
γ
を
こ
え
て
荒
野
に
車
塵
を
あ
げ
て
、
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美
々
し
い
ソ
ロ
モ
ン
王
の
一
行
が
結
婚
式
を
終
え
て
帰
還
す
る
。
こ
れ
を
迎
え
る
宮
廷
の
女
性
の
歌
。
こ
の
帰
還
の
光
景
を
近
づ
い
て
見

る
恋
に
や
つ
れ
た
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
。
自
分
の
恋
人
の
行
方
を
宮
廷
の
女
性
た
ち
に
た
ず
ね
る
。
ソ
ロ
そ
γ
王
は
乙
女
の
美
し
さ
に
魅
か

れ
、
言
葉
を
か
け
る
。
こ
こ
で
両
老
の
歌
の
華
か
な
応
酬
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
問
に
宮
廷
の
女
性
の
歌
も
ま
じ
る
が
、
こ
れ
は
丁
度
さ
き

に
バ
ヅ
デ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
コ
ロ
ス
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
は
村
の
若
者
に
た

い
す
る
強
い
愛
の
心
を
訴
え
、
回
想
の
形
で
二
人
の
解
遁
と
恋
の
悩
み
を
語
り
、
ソ
ロ
モ
ン
が
宮
廷
に
仕
え
る
よ
う
に
誘
亘
言
葉
を
斥
げ

る
。
彼
女
は
そ
の
場
か
ら
身
を
か
え
し
て
、
若
者
を
探
し
に
村
へ
か
え
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
を
宮
廷
の
女
性
た
ち
は
引
き
と
め
よ
う
と
す

る
が
、
彼
女
の
決
意
を
ひ
る
が
え
す
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。

　
第
二
場
（
シ
ュ
ナ
ム
の
村
）

　
愛
す
る
若
者
を
探
し
得
て
、
シ
ュ
ナ
ム
の
村
へ
と
帰
っ
て
く
る
。
　
「
愛
す
る
考
に
よ
り
そ
い
、
荒
野
よ
り
上
り
来
る
者
は
誰
か
」
の
詩

句
は
、
場
面
転
換
の
序
句
な
い
し
は
村
人
の
合
唱
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
愛
に
結
ば
れ
た
二
人
は
こ
こ
で
互
い
に
歌
を
歌
い
、
静
か
な

喜
び
を
わ
か
ち
合
う
o

　
以
上
が
こ
の
再
構
成
に
よ
る
概
略
に
た
る
。
従
来
の
劇
詩
説
の
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
場
面
を
二
部
に
分
げ
、
詩
句

群
の
配
列
を
変
え
た
だ
げ
で
、
充
分
作
中
の
人
物
の
個
性
と
心
理
が
劇
的
な
内
容
を
も
っ
て
発
展
す
る
こ
と
を
察
知
で
き
る
わ
け
で
あ

る
（
む
ろ
ん
、
ま
だ
異
論
の
あ
る
個
所
、
さ
ら
に
再
構
成
に
一
考
を
要
す
る
点
た
ど
に
つ
い
て
は
註
で
間
題
に
し
て
い
る
）
。
こ
こ
で
一

応
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
劇
詩
と
い
っ
て
も
、
も
う
は
っ
き
り
分
る
よ
う
に
、
じ
つ
に
単
純
素
朴
な
も
の

で
、
い
わ
ゆ
る
劇
詩
概
念
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
も
危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
題
を
も
ち
、
歌
劇
の

よ
う
に
対
唱
歌
の
中
に
主
題
が
発
展
す
る
と
い
う
意
味
で
劇
詩
と
呼
ぶ
。
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
女
性
、
こ
こ
で
「
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
」
と

よ
ぶ
女
性
の
実
名
は
わ
か
ら
た
い
。
し
か
し
こ
の
女
性
は
北
イ
ス
ラ
エ
ル
は
も
と
よ
り
南
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
に
と
っ
て
も
そ
の
輝
か
し
い
姿
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を
記
憶
に
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。
当
時
威
勢
赫
々
た
る
ソ
ロ
モ
ン
王
を
魅
惑
し
、
后
と
た
る
こ
と
さ
え
切
願
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
女
は
そ
れ
を
拒
ん
だ
。
む
ろ
ん
、
旧
約
の
歴
史
書
に
あ
が
っ
て
い
る
女
性
の
よ
う
に
、
后
と
な
つ
て
彼
女
も
そ
の
名
を
歴
史
に
と
ど

め
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
の
方
向
を
変
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
シ
、
一
ナ
ム
の
乙
女
は
名
も
知
れ
ず
、
ソ
ロ
モ
γ
と

の
解
遁
の
の
ち
の
生
涯
も
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
旧
約
聖
書
の
中
で
も
っ
と
も
華
や
か
で
文
化
的
に
充
実
し
た
と
い
わ
れ
る
ソ
ロ
モ
ン
の
治
世
は
、
反
面
諸
族
に
た
い
す
る
賦
役
は
苛
酷

で
あ
つ
た
ら
し
い
。
と
く
に
北
イ
ス
ラ
エ
ル
は
貧
窮
化
し
、
圧
政
に
苦
し
み
、
彼
の
存
命
中
に
、
い
く
た
び
か
叛
乱
が
勃
発
し
、
首
謀

者
、
ヤ
ラ
ベ
ア
ム
は
エ
ジ
プ
ト
に
逃
れ
た
。
彼
の
残
後
、
そ
の
子
レ
ハ
ベ
ア
ム
王
の
と
き
、
北
イ
ス
ラ
ニ
ル
は
ヤ
ラ
ベ
ア
ム
を
王
と
し
て

独
立
す
る
に
至
っ
た
（
列
王
記
上
一
一
－
二
一
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
劇
詩
の
背
景
を
た
す
ソ
ロ
毛
ソ
の
華
や
か
た
宮
廷
生
活
の
さ
中
に
、

北
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
重
い
く
び
き
を
解
こ
う
と
す
る
運
動
が
白
熱
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
劇
詩
の
主
人
公
た
る
シ
．
一
ナ
ム
の
乙
女
が
、
ソ

ロ
モ
ン
の
愛
を
斥
げ
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
村
の
若
者
と
婚
約
し
、
そ
の
自
由
を
全
う
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
々
に
大
き
な
感
銘
を
与
え

た
。
そ
し
て
独
立
と
自
由
を
求
め
る
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
、
共
感
を
生
ん
だ
と
い
う
事
実
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
作
品
は
書
れ
た
に

ち
が
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
の
出
来
事
は
や
が
て
当
時
の
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
治
事
情
の
比
楡
と
な
つ
て
、
わ
れ
わ

れ
に
は
知
ら
れ
な
い
無
名
の
作
者
に
よ
つ
て
、
そ
の
当
時
の
拝
情
詩
、
民
衆
の
歌
謡
な
ど
の
表
現
力
を
綜
合
的
に
駆
使
し
て
こ
の
よ
う
な

見
事
な
作
品
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
（
し
ば
し
ぼ
雅
歌
の
芥
情
詩
集
成
説
の
拠
り
所
は
、
内
容
の
も
つ
豊
か
な
民
衆
歌
謡

性
に
あ
る
。
そ
の
点
は
劇
詩
と
L
て
こ
れ
ら
を
摂
取
し
た
こ
と
を
一
層
み
と
め
る
材
料
に
も
な
る
。
麦
た
他
面
、
メ
ソ
ポ
タ
、
、
一
ヤ
、
エ
ジ

プ
ト
に
歌
わ
れ
た
古
代
オ
リ
エ
ソ
ト
の
拝
情
表
現
の
テ
ク
ニ
ツ
ク
は
パ
レ
ス
チ
ナ
に
も
広
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
共
通
の
表
現
を
と
つ

て
い
る
こ
と
を
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
雅
歌
の
作
品
価
値
は
民
衆
の
拝
情
詩
を
一
層
た
か
く
昇
華
さ
せ
、
作
品
自
体

を
一
地
域
的
な
、
あ
る
い
は
一
個
の
歴
史
的
現
実
を
超
え
る
内
容
を
与
え
た
点
に
あ
る
）
。
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北
イ
ス
ラ
エ
ル
編
纂
成
立
の
立
場
か
ら
み
る
と
は
じ
め
ソ
ロ
モ
ン
王
は
作
品
の
中
で
、
露
骨
に
で
は
な
い
が
、
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
な

い
の
に
わ
れ
わ
れ
は
気
付
く
。
ソ
ロ
モ
ン
の
過
度
な
感
覚
性
と
著
修
な
生
活
が
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ア
ラ
オ
の
車
に
似

せ
た
軍
に
の
り
（
一
ノ
九
）
、
没
薬
、
沈
香
を
か
お
ら
せ
（
三
ノ
六
）
、
六
十
人
の
后
と
八
十
人
の
そ
ぼ
め
と
数
え
き
れ
ぬ
召
使
を
擁
し
て

い
る
（
六
ノ
八
）
。
列
王
記
に
よ
れ
ぱ
ソ
ロ
モ
ン
は
多
く
の
外
国
の
女
を
も
愛
し
、
「
王
妃
七
百
人
、
そ
ぼ
め
三
百
人
」
（
一
一
ノ
三
）
あ

つ
た
と
記
録
し
、
そ
の
た
め
主
な
る
神
を
忘
れ
、
異
教
の
神
々
を
祀
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
シ
一
一
ナ
ム
の
乙
女
の
美
を
た
た
え

る
多
く
の
彼
の
詩
句
は
い
づ
れ
も
感
覚
的
美
の
讃
美
で
あ
る
。
ま
た
彼
女
を
讃
美
す
る
の
に
「
な
ん
ぢ
は
テ
イ
ル
ザ
の
ご
と
く
美
し
く
」

（
六
ノ
四
）
と
い
っ
て
い
る
が
、
彼
が
勢
威
を
も
っ
て
築
造
し
た
エ
ル
サ
レ
ム
を
比
楡
に
用
い
て
い
な
い
。
テ
イ
ル
ザ
は
す
で
に
の
べ
た

た
よ
う
に
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
都
で
あ
っ
た
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
雅
歌
の
作
者
は
ソ
ロ
モ
ン
を
乙
女
の
真
の
恋
人
と
し
て
え
が
い

て
い
な
い
し
、
ソ
ロ
モ
ン
に
た
い
し
尊
敬
を
は
ら
っ
て
い
な
い
。
（
列
王
記
の
作
考
と
同
じ
よ
う
に
王
を
無
条
件
に
好
意
的
で
な
く
、
批

判
を
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
作
品
を
歴
史
書
の
よ
う
に
批
判
性
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
は

こ
ま
る
。
雅
歌
は
あ
く
ま
で
も
文
芸
作
品
で
あ
っ
て
、
劇
中
の
諸
人
物
の
対
照
と
動
き
の
中
に
美
を
展
開
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
栄
華

を
き
わ
め
た
ソ
ロ
モ
ン
王
が
た
と
え
一
瞬
で
あ
ろ
う
と
も
、
貧
し
い
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
い
や
し
い
羊
飼
の
乙
女
に
心
を
魅
せ
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
彼
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
愛
を
獲
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に

は
大
き
な
精
神
的
共
感
を
よ
び
さ
ま
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、

　
こ
の
雅
歌
の
中
心
点
は
貧
し
い
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
が
自
己
の
愛
と
自
由
の
た
め
に
最
後
古
由
で
誠
実
を
も
っ
て
闘
つ
た
と
い
う
　
単
純
で

秦
朴
か
寿
レ
か
む
か
か
。
そ
し
て
同
時
に
ソ
ロ
モ
ン
の
圧
制
か
ら
自
由
を
得
よ
う
と
す
る
民
族
的
な
希
望
と
な
り
得
た
。
そ
の
反
響
を

「
さ
れ
ど
、
わ
れ
は
葡
萄
園
を
守
ら
ざ
り
き
」
（
一
ノ
六
）
と
い
う
詩
句
や
、
村
へ
か
え
り
、
恋
人
に
「
わ
が
も
て
る
葡
萄
園
は
わ
が
た

め
の
も
の
」
（
八
ノ
ニ
ニ
）
と
勝
ち
誇
っ
て
歌
う
詩
句
の
中
に
は
民
族
を
新
ら
し
い
目
標
へ
鼓
舞
さ
せ
る
も
の
が
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
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い
。
「
葡
萄
園
」

は
ま
さ
に
北
イ
ス
ラ
エ
ル
の
象
徴
で
あ
る
。

（六〕

　
雅
歌
の
成
立
と
そ
の
意
図
に
つ
い
て
次
第
に
潮
り
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
湖
り
得
る
も
っ
と
も
古
い
姿
に
ま
で
到
達
し
た
。
わ
れ
わ
れ

の
今
目
の
知
識
を
も
っ
て
し
て
は
こ
れ
以
上
に
は
不
可
能
な
点
ま
で
そ
の
原
型
の
意
図
の
所
在
を
追
求
し
た
。
北
イ
ス
ラ
ニ
ル
の
人
々
が

「
シ
、
一
ナ
ム
の
乙
女
」
に
自
分
た
ち
の
あ
り
方
に
一
つ
の
比
楡
を
見
出
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
広
く
愛
謂
さ
れ
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
は

直
接
知
り
得
な
い
が
、
単
純
な
か
た
ち
で
劇
詩
と
し
て
演
ぜ
ら
れ
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
南
ユ
ダ
ヤ
王
国
に
叛
旗
を
ひ
る
が
え
し
た

よ
う
な
作
品
を
、
な
ぜ
南
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
が
貴
重
な
聖
書
文
献
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
疑
間
を
も
つ
人
も
あ
る
か
と

思
う
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
；
目
し
た
い
。
こ
た
え
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
。
ま
え
に
も
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
エ
ル
サ
レ
ム
編
纂
校

訂
が
な
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
南
ユ
ダ
ヤ
王
国
減
亡
後
、
ペ
ル
シ
ヤ
治
政
以
降
、
も
っ
と
時
代
を
さ
げ
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
現
行
の

テ
キ
ス
ト
の
編
纂
校
訂
の
決
定
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ソ
ロ
モ
ン
王
残
後
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
と
南
ユ
ダ
ヤ
王
国
に
分
裂
し
た

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
そ
の
後
ア
ヅ
シ
リ
ヤ
の
た
め
に
ま
づ
北
イ
ス
ラ
ェ
ル
王
国
は
減
さ
れ
、
約
百
年
後
に
は
南
ユ
ダ
ヤ
王
国
も
バ
ビ
ロ
皇
ヤ

に
よ
つ
て
捕
囚
の
苦
難
に
遇
い
、
マ
ヅ
カ
ベ
ア
王
朝
が
興
起
す
る
ま
で
、
民
族
の
国
家
的
独
立
に
失
わ
れ
る
に
至
つ
た
。
こ
の
ペ
ル
シ
ヤ

統
治
期
は
イ
ス
一
フ
エ
ル
史
上
、
空
白
の
部
分
が
多
く
む
つ
か
し
い
時
代
と
さ
れ
て
い
る
が
、
バ
ビ
ロ
ニ
ャ
の
帰
還
と
、
神
殿
の
再
興
を
許

さ
れ
、
エ
ズ
ラ
．
ネ
ヘ
、
・
、
ヤ
な
ど
の
活
躍
に
よ
っ
て
と
に
か
く
国
家
機
関
な
く
し
て
民
族
を
統
一
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
成
立
を
見
た
。
し
た

が
っ
て
過
去
に
記
録
さ
れ
た
諸
文
献
の
集
成
、
聖
書
の
編
纂
校
訂
も
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
雅
歌
も
そ
の
中
に

加
、
又
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
あ
る
い
は
も
っ
と
時
代
を
さ
げ
て
マ
ヅ
カ
、
ベ
ア
王
朝
の
半
ぱ
頃
に
し
て
も
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
厳

密
な
意
味
で
宗
教
文
献
で
な
い
「
雅
歌
」
は
、
も
っ
と
人
間
臭
い
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
（
マ
ヅ
カ
ベ
ア
王
朝
）
を
待
っ
て
民
族
の
拝
情
精
神
の
す

刀o
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ぐ
れ
た
作
品
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
、
聖
書
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
編
纂
の

時
期
に
わ
た
し
は
固
執
し
な
・
い
。
わ
た
し
の
い
い
た
い
の
は
、
こ
の
雅
歌
の
ニ
ル
サ
レ
ム
の
編
纂
校
訂
は
、
も
は
や
北
イ
ス
ラ
エ
ル
と
南

ユ
ダ
ヤ
と
の
国
家
的
対
立
の
消
え
た
時
代
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
南
ユ
ダ
ヤ
も
北
イ
ス
ラ
ェ
ル
と
同
じ

運
命
に
お
ち
い
り
、
共
通
の
ヘ
ブ
ラ
イ
の
作
品
と
し
て
う
げ
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
編
纂
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
文
芸
遺
産
と
し
て
受
け
取
る
場
合
、
い
か
に
過
去
と
は
異
っ
た
状
態
に
な
ろ
う
と
も
、
北
イ
ス
ラ
ェ
ル
の
作

品
、
と
く
に
南
ユ
ダ
ヤ
王
朝
に
好
意
的
で
な
い
作
品
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
わ
げ
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
こ
に
は
一
定
の
限
度
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
追
憶
の
中
で
急
速
に
理
想
像
と
な
り
つ
つ
あ
つ
た
ソ
ロ
モ
ン
を
冒
漬
す
る
こ
と
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
編
纂
者
に
と
っ
て
し

の
び
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ユ
ダ
ヤ
の
す
ぐ
れ
た
王
と
し
て
の
華
や
か
な
文
化
を
築
い
た
典
型
的
人
物
と
し
て
こ
の
作

品
の
中
で
ソ
ロ
モ
ン
を
も
っ
と
も
美
化
す
る
こ
と
が
編
纂
者
の
使
命
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
作
品
の
も
つ
本
来
の
素
晴
ら
し
さ
を
あ
ま
り

傷
わ
ず
に
、
ソ
ロ
モ
ン
を
こ
の
作
品
の
は
た
や
か
た
中
心
人
物
と
し
よ
う
と
意
図
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
大
し
た
苦
労
た
し
に
で
き
る
こ

と
で
あ
つ
た
。
一
つ
に
は
作
者
を
ソ
ロ
モ
ン
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
最
初
に
加
え
れ
ぱ
充
分
で
あ
る
。
二
つ
に
は
作
品
全
体
を
構
想
あ
る

も
の
と
し
て
で
な
く
個
々
の
拝
情
詩
と
し
て
編
纂
に
改
訂
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
意
図
か
ら
み
れ
ぱ
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ

に
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
文
献
、
あ
る
い
は
行
情
詩
群
と
し
て
お
そ
ら
く
大
差
が
た
く
な
り
、
民
衆
共
通
の
愛
の
歌
の
集
に
な
つ
て
し

ま
う
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
右
の
二
点
を
編
纂
で
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
膨
癖
と
し
て
た
か
ま
り
つ
つ
あ
つ
た
宗
教
的
状
況

に
も
合
致
す
る
こ
と
に
た
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
べ
た
エ
ル
サ
レ
ム
の
編
纂
の
推
定
は
大
胆
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
論
証
の
一
つ
の

可
能
性
と
し
て
あ
げ
て
み
た
。
こ
の
よ
う
に
改
訂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
雅
歌
は
王
朝
時
代
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
拝
情
詩
、
そ
の
華
か
な

人
問
像
へ
の
追
憶
と
憧
僚
の
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
つ
ぎ
の
よ
う
た
疑
間
を
お
こ
し
、
反
間
す
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
雅
歌
は
も
と
も
と
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
問
に

7フ1
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愛
講
さ
れ
た
民
謡
、
そ
の
集
成
で
ば
た
か
ろ
う
か
と
。
ソ
ロ
モ
ソ
の
登
場
が
あ
る
に
し
て
も
、
舞
台
ぽ
牧
歌
的
な
場
面
が
多
く
、
そ
の
比

楡
も
農
耕
、
牧
畜
の
生
活
に
も
と
づ
く
も
の
が
多
い
と
。
こ
の
点
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
民
謡
が
知
ら
れ
な
い
か
ぎ

り
こ
の
こ
と
は
即
答
で
き
な
い
。
た
だ
北
イ
ス
ラ
エ
ル
に
成
立
し
た
原
作
品
の
作
者
は
、
民
衆
的
歌
謡
を
基
と
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。
大
切
な
点
は
こ
う
い
っ
た
基
礎
に
た
ち
な
が
ら
、
少
く
と
も
雅
歌
は
一
度
強
い
作
者
の
創
作
と
そ
の
意
図
を
く
ぐ
り
ぬ
げ
て
出
た
作

品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
論
証
し
た
よ
う
な
構
想
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
現
今
パ
レ
ス
チ
ナ
地
方
で
歌
わ
れ
て
い

る
民
謡
1
こ
れ
は
直
接
比
較
に
な
ら
な
い
が
i
の
粗
野
で
泥
臭
い
こ
と
と
対
照
す
れ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ぼ

「
雅
歌
」
は
明
瞭
な
意
図
を
も
ち
、
創
作
の
熱
火
を
通
過
し
、
見
事
に
彫
琢
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
た
い
。
舞
台
や
歌
の

材
料
が
牧
歌
的
と
い
う
こ
と
と
、
文
芸
と
し
て
昇
華
し
た
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。

）七（

　
景
後
に
「
雅
歌
」
が
な
ぜ
聖
書
と
し
て
、
加
え
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
一
考
し
た
い
。
こ
の
疑
問
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に

「
雅
歌
」
の
比
楡
的
解
釈
に
つ
い
て
ふ
れ
、
こ
の
作
品
の
成
立
か
ら
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
こ
と
と
し
て
排
除
し
て
お
い
た
点
で
あ
る
。
も

っ
と
も
こ
の
疑
問
は
簡
単
に
こ
た
え
れ
ぱ
、
あ
っ
さ
り
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
も
し
雅
歌
を
宗
教
的
な
作
品
と
し
な
け
れ
ぱ
、
こ
れ

を
編
纂
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
。
し
か
し
古
代
の
人
間
が
現
代
の
人
問
よ
り
愚
か
で
、
無
暴
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
は
ど
こ
に
も

な
い
。
今
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
雅
歌
は
純
粋
に
人
問
同
志
の
「
愛
」
を
歌
つ
た
作
品
で
あ
る
か
ら
、
こ
・
れ
が
聖
書
に
入
れ
て
あ
る

の
を
不
自
然
と
し
、
当
惑
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
雅
歌
が
聖
書
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
う
簡
単
に
わ
り
切
つ
て

し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
雅
歌
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
教
養
あ
る
人
々
に
も
、
広
い
民
衆
層
に
も
愛
せ
ら
れ
た
珠
玉
の
よ
う
な
作
品
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
魂
か
ら

η2
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あ
ふ
れ
で
た
も
っ
と
も
美
し
い
拝
情
で
あ
る
こ
と
を
エ
ル
サ
レ
ム
の
編
纂
者
は
知
り
ぬ
い
て
い
た
に
ち
が
い
た
い
。
ま
た
こ
れ
を
イ
ス
ラ

ユ
ル
の
聖
典
（
あ
る
い
は
広
い
意
味
で
伝
え
て
来
た
文
献
）
か
ら
割
愛
す
る
に
は
し
の
び
な
い
気
持
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
宗
教

的
な
作
品
で
な
い
こ
と
も
充
分
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
編
纂
考
の
態
度
に
は
如
上
の
ソ
ロ
モ
γ
へ
の
い
た
わ
り
の
モ
メ

ン
ト
と
と
も
に
、
作
品
自
体
に
た
い
す
る
心
持
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
L
知
的
操
作
に
よ
る
撰
択
だ
げ
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
こ

と
は
簡
単
で
あ
る
し
、
長
い
聖
書
成
立
の
過
程
で
、
否
定
さ
る
べ
き
他
の
理
由
は
無
数
に
あ
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
宗
教
文

献
を
あ
ま
り
せ
せ
こ
ま
し
く
、
神
経
質
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
雅
歌
の
主
人
公
「
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
」
の
清
純
な
拝
情
的
な
生
き
方
は
、
も
は
や
こ
の
作
品
の
発
生
の
地
盤
か
ら
は
な
れ
て
も
、

普
遍
的
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
精
神
の
一
つ
の
高
い
表
現
と
理
解
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
シ
一
一
ナ
ム
の
乙
女
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
美

は
一
「
清
ら
か
さ
」
で
あ
り
、
ソ
ロ
モ
ン
す
ら
そ
れ
に
魅
せ
ら
れ
て
、
讃
美
を
惜
し
ま
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
愛
を
歌
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
清
ら
か
さ
」
の
ゆ
え
に
、
宗
教
の
精
神
の
求
め
る
「
き
よ
ら
か
さ
」
（
沖
。
、
、
吻
）
に
通
ず
る

も
の
を
も
つ
。
ソ
ロ
モ
ン
に
彼
女
を
「
月
の
ご
と
く
」
「
し
の
の
め
の
ご
と
く
」
「
太
陽
の
ご
と
く
」
と
讃
え
し
め
た
そ
の
比
楡
は
す
べ
て

シ
ニ
ナ
ム
の
乙
女
の
「
清
ら
か
さ
」
に
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
惟
は
こ
の
よ
う
な
比
職
を
も
っ
て
表
現
す
る
の
と
表
裏
し
て
、
美
は
す
べ

て
感
覚
の
中
に
具
体
的
に
現
存
す
る
。
こ
の
思
惟
は
受
肉
の
考
え
に
通
ず
る
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
女
は
一
切
を
し
り
ぞ
け
て
真
に
愛
す
る

若
考
に
自
分
の
心
を
捧
げ
て
い
る
そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
こ
の
「
清
か
な
」
美
の
実
現
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
エ
ル
サ
レ
ム
の
編
纂

者
の
心
を
と
ら
え
て
は
な
さ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
惟
の
範
醇
に
お
げ
る
美
の
最
高
の
価
値
を
「
清
ら
か

さ
」
に
お
い
て
い
た
と
す
れ
ぱ
、
拝
情
詩
と
し
て
の
こ
の
劇
詩
は
人
間
と
神
の
人
格
的
な
関
係
の
比
楡
と
み
る
こ
と
は
げ
っ
し
て
不
敬
産

な
見
方
に
は
な
ら
な
い
。
事
実
、
塑
言
書
の
中
に
は
、
神
と
人
間
の
関
係
を
、
父
と
子
、
花
嫁
と
花
婿
（
恋
人
）
の
比
楡
で
示
し
て
い
る

例
は
無
数
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
シ
．
一
ナ
ム
の
乙
女
が
歌
う
「
わ
れ
は
な
ん
ぢ
の
も
の
、
な
ん
ち
は
わ
が
も
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の
」
（
、
§
こ
吊
き
き
e
。
き
き
δ
（
六
ノ
三
、
ニ
ノ
ニ
ハ
を
も
参
照
）
と
い
う
愛
の
告
白
に
、
イ
ス
ラ
ェ
ル
の
神
に
た
い
す
る
人
間
の
帰

依
の
象
徴
を
汲
み
と
っ
た
。
そ
し
て
重
要
な
一
年
の
過
越
し
の
祭
り
に
朗
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
雅
歌
の
も
つ
純
粋
無
垢
な
愛

の
表
現
は
、
そ
の
ま
ま
神
へ
の
き
よ
ら
か
な
人
格
関
係
の
比
楡
と
す
る
こ
と
は
、
宗
教
的
思
惟
の
特
質
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

す
で
に
触
れ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
省
く
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
両
老
の
交
流
は
地
上
的
な
人
問
の
愛
を
昇
牽
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
神
的
な
愛
へ
と
向
う
タ
、
コ
ー
ル
の
ギ
ー
タ
γ
ジ
ャ
リ
ー
（
9
“
§
言
δ
の
場
合
を
み
て
も
明
か
な
よ
う
に
（
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
徒

で
は
た
い
が
、
と
く
に
園
丁
に
は
雅
歌
の
影
響
が
あ
る
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
）
、
ま
た
旧
約
聖
書
が
神
ヤ
ー
ハ
ヅ
ェ
と
イ
ス
ラ
エ
ル

の
信
仰
の
表
現
に
、
人
聞
的
な
愛
を
象
徴
と
し
て
用
い
た
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
限
界
が
あ
り
、
劃
す
べ
き
一
線
が
あ
つ
た
。
超
越
的
た

神
を
犯
し
、
汚
す
混
同
や
同
一
視
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
他
面
純
粋
な
人
問
の
真
情
の
発
露
は
、
人
聞
の
な
し
得
る
愛
の
表
現
態
度
と

し
て
、
あ
る
べ
き
神
と
人
間
の
関
係
の
象
徴
と
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ま
こ
と
に
人
間
の
も
つ
愛
は
神
へ
の
愛
の
比
楡
で
あ
る
。
敬
崖

な
こ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
に
お
い
て
の
み
、
聖
典
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、
宗
教
文
献
の
名
に
か
く
れ
て
民
謡
集

を
挿
入
し
た
の
で
は
な
い
と
お
も
う
。
ヨ
セ
フ
ス
が
神
を
ソ
ロ
モ
ン
王
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
乙
女
と
い
う
比
楡
的
解
釈
を
行
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
伝
統
的
た
雅
歌
理
解
が
生
じ
た
に
し
て
も
、
ヨ
セ
フ

ス
は
当
時
の
ロ
ー
マ
杜
会
で
聖
書
の
世
俗
的
普
遍
化
に
力
の
あ
つ
た
人
物
で
、
こ
れ
を
鵜
呑
み
に
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
当
時
の
文
献

が
僅
少
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
人
々
が
彼
の
作
品
を
採
用
す
る
げ
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
く
づ
れ
た
型
以
前
に
は
か
な
ら
ず
や
さ
き
に
述

べ
た
よ
う
な
敬
虞
な
理
解
が
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
証
拠
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
エ
ダ
ヤ
教
の
中
で
過
越
し
の
祭
り
で
シ

ュ
ナ
ム
の
乙
女
の
言
葉
が
（
六
ノ
三
）
敬
度
に
朗
唱
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
充
分
明
ら
か
で
あ
る
（
そ
の
他
の
詩
句
が
朗
唱
さ
れ
な
い

点
に
注
目
さ
れ
た
い
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
有
に
の
べ
て
き
た
宗
教
的
態
度
に
も
と
ず
く
範
囲
で
の
比
楡
的
解
釈
で
あ
っ
て
、
他
の
勝
手
な
解

釈
は
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
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は
じ
め
こ
の
作
品
が
成
立
し
た
と
き
、
そ
の
清
ら
か
な
人
間
愛
の
讃
歌
は
、
南
ユ
ダ
ヤ
王
国
の
桂
桔
に
苦
し
む
北
イ
ス
ラ
ニ
ル
の
自
由

へ
の
共
感
を
よ
び
さ
ま
す
象
徴
と
な
っ
た
。
そ
し
て
歴
史
の
推
移
と
と
も
に
、
神
と
人
間
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
人
間
的
な
象
徴
と
な
っ
て

い
つ
た
。
こ
の
二
つ
の
過
程
を
た
ど
り
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
人
問
の
心
に
訴
え
る
こ
の
作
品
の
不
思
議
な
魅
力
と
そ
の
運
命
に
わ
れ
わ
れ

は
思
い
及
ぱ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
劇
的
発
展
を
と
も
な
う
単
純
た
主
題
の
中
で
こ
の
作
品
の
も
つ
特
質
は
、
ま
さ
に
人
間
の
精
神
へ

の
直
接
的
な
拝
情
性
の
も
つ
し
ら
べ
の
高
さ
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
主
人
公
「
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
」
の
清
純
さ
と
一
つ
に
な
っ
た
生
命

の
し
ら
べ
の
起
伏
に
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
イ
ス
ラ
ニ
ル
の
宗
教
や
歴
史
を
動
か
し
た
あ
の
異
常
た
は
げ
し
い
情
熱
、
全
心
全
力
的
な
生
き
方

の
象
徴
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
雅
歌
を
と
お
し
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
思
惟
の
特
質
、
あ
る
い
は
そ
の
人
問
像
、
さ
ら
に
後
世
に
展
開
す
る
宗
教
的
愛
、
と
く
に
中
世

に
流
れ
ゆ
く
恋
愛
意
識
な
ど
の
諸
問
題
た
ど
に
つ
い
て
は
ま
た
他
の
機
会
を
見
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
〇
年
一
〇
月
七
目
）
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註
ω
　
諾
書
（
ぎ
ぎ
s
§
）
は
、
律
法
の
書
（
ぎ
ミ
δ
、
予
言
書
（
ミ
。
ミ
、
㌧
§
）
と
液
ら
ぶ
旧
約
聖
書
の
分
類
で
あ
っ
て
、
㈲
詩
作
晶
と
し
て
の
詩
篇
、
彼

　
　
言
、
ヨ
ブ
記
、
ω
祭
儀
の
巻
物
と
し
て
、
雅
歌
、
ル
ツ
、
哀
歌
、
伝
道
の
書
、
エ
ス
テ
ル
な
ど
が
あ
り
、
㈲
黙
示
書
と
L
て
ダ
ニ
エ
ル
、
ω
レ
ビ
の

　
　
歴
史
書
と
し
て
エ
ズ
ラ
、
ネ
ヘ
ミ
ヤ
、
歴
代
史
路
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
②
　
串
．
串
．
氏
o
§
、
§
㌧
§
膏
ミ
ミ
§
“
“
§
県
き
雨
吻
o
轟
ミ
⑦
o
亮
吻
～
的
、
～
α
～
．

　
③
　
ド
ト
ミ
§
ぎ
『
ぎ
⑦
§
的
県
暮
薦
軸
s
s
、
き
雨
、
ミ
“
§
営
o
ミ
“
（
§
§
、
軸
膏
ぎ
s
．
－
§
心
）
1
　
§
§
§
迂
s
、
“
㌧
b
§
き
ぎ
討
ミ
ミ
ミ
軋

　
　
寒
“
§
宙
§
“
き
§
灼
§
§
§
5
“
s
喜
ミ
“
（
き
ミ
§
§
さ
－
竃
③
）
．

　
④
　
『
ト
き
雨
ぎ
o
s
ミ
ミ
雨
§
辻
“
昏
“
§
§
§
§
o
ミ
ミ
慧
■
㌣
－
心
。
旧
約
に
お
け
る
豊
饒
祈
薦
の
祭
儀
を
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
に
は
、
「
ヨ
セ

　
　
フ
伝
承
に
お
け
る
歴
吏
的
神
話
的
要
素
」
　
（
ミ
角
ト
、
ミ
雲
こ
隻
急
ミ
“
§
、
亀
ミ
、
ξ
き
“
§
“
向
膏
§
§
な
ぎ
“
ざ
⑦
ざ
ミ
曳
言
蜆
魯
き
－
㎏
－
晩
）
・
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「
マ
ラ
キ
書
に
お
げ
る
タ
ソ
ム
i
ヅ
祭
儀
に
つ
い
て
」
　
（
卜
O
。
薫
ミ
ぎ
ミ
ψ
§
§
§
§
§
、
冬
膏
ぎ
き
軸
臼
S
赤
曳
豪
ぎ
O
ミ
ミ
．
心
～
1
Φ
9

　
な
ど
が
あ
る
o

⑤
声
b
雨
ミ
き
ミ
o
§
§
§
ぎ
ミ
o
嵩
§
雨
吻
§
的
ミ
讐
亮
吻
§
～
向
o
き
｝
“
婁
“
竃
（
向
き
ミ
ぎ
轟
ぎ
－
o
o
N
、
）
・

㈹
　
結
婚
の
祝
い
の
一
週
間
を
王
の
適
と
し
、
種
々
の
催
し
を
行
う
。
花
婿
は
劔
の
踊
り
の
中
心
と
た
る
。
花
婿
と
花
嫁
は
王
と
后
の
座
に
つ
き
祝
宴

　
は
数
目
も
つ
づ
く
。
そ
の
間
、
雅
歌
の
一
都
が
歌
わ
れ
る
。
現
在
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
遺
っ
て
い
る
愛
の
歌
が
雅
歌
と
ど
の
よ
う
た
関
係
を
も
つ
か
は

　
今
後
の
研
究
に
侯
た
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。

㈹
き
き
§
ミ
§
籟
ぎ
ミ
雲
讐
討
・
ミ
§
き
：
ミ
曽
§
冬
§
§
“
々
き
ミ
札
§
嚢
き
§
曇
㌔
ド
ぎ
旨
鳶
ミ
讐
、
§
§
・
ρ
9
導
ざ
良
㌧

　
ミ
ミ
膏
、
ミ
ミ
き
ぎ
、
ミ
（
〇
一
き
嵩
§
し
o
o
凄
）
．

㈹
　
こ
の
主
張
老
は
古
く
は
ワ
ハ
タ
ー
（
○
・
さ
o
ミ
ミ
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
新
し
く
は
デ
ー
リ
ヅ
チ
、
二
ー
ブ
ァ
ル
ト
（
5
§
～
、
』
）
ロ
バ
ー
ト

　
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
・
ド
ラ
イ
ブ
ァ
ー
の
誇
学
者
で
あ
る
。

⑨
　
バ
ヅ
デ
前
掲
書
三
九
〇
、
三
九
一
頁
。

⑩
　
書
“
ミ
§
ミ
こ
－
、
ぎ
⑦
§
陀
ミ
吻
o
鳶
仰
』
℃
心
o
o
－

⑪
　
ス
ト
イ
ニ
ル
ナ
ー
ゲ
ル
は
諾
学
考
の
意
見
を
あ
げ
て
、
雅
歌
の
起
源
と
な
る
場
所
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
（
隻
§
ミ
ミ
秦
雨
こ
嚢
、
ミ
ミ
、
、
奏
ぎ
、
ざ
、

　
ト
ー
『
⑦
．
、
ひ
り
）

η6

再
構
成
原
文
註

　
a
1
　
こ
の
章
句
は
雅
歌
の
主
題
が
ど
こ
で
い
つ
は
じ
ま
る
か
を
示
す
た
め
に
、
最
初
の
序
の
役
割
を
果
す
。

　
a
2
　
こ
こ
は
直
訳
で
は
「
か
の
ソ
ロ
毛
ン
の
秦
物
」
と
な
る
が
、
詩
句
と
し
て
言
葉
が
欠
け
て
い
る
。
ぎ
§
§
§
き
討
ぎ
．
§
更
寒
似
、
§
§
b
と
よ
む

　
　
　
を
正
し
い
と
す
る
。
リ
ヅ
ト
マ
ソ
（
ト
ミ
§
邑
ミ
s
）
の
研
究
に
よ
る
と
、
ア
ラ
ビ
ヤ
で
は
ソ
ロ
モ
ン
の
代
り
に
、
ア
ブ
ド
ル
ハ
ミ
ド
（
㌧
o
、
ミ
き
富
§
ミ
）

　
　
　
王
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。
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輿
は
、
§
｝
ミ
§
を
用
い
る
。
こ
の
語
は
セ
ム
語
で
た
く
ギ
リ
シ
ャ
語
の
言
、
δ
、
転
用
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
詩
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
作

と
い
わ
れ
る
証
拠
と
し
て
重
要
で
あ
る
o

　
「
心
を
こ
め
て
」
は
直
訳
で
は
、
「
愛
に
よ
り
て
」
（
、
§
、
ぎ
§
“
－
）
と
た
る
が
、
「
里
州
楠
」
（
ぎ
§
“
§
）
と
読
む
べ
き
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。
そ

う
す
る
と
「
そ
の
内
部
は
黒
椹
に
て
ニ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
ら
が
つ
く
り
た
る
な
り
」
と
た
る
。

　
シ
ォ
ソ
の
乙
女
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
乙
女
と
同
じ
く
宮
廷
の
女
性
を
指
す
。
ソ
ロ
モ
ン
を
城
門
に
出
迎
え
る
。

　
シ
、
一
ナ
ム
の
乙
女
で
あ
る
。
彼
女
は
宮
廷
の
召
使
と
し
て
仕
え
て
い
た
と
解
L
て
い
る
が
（
書
“
ミ
ミ
§
）
、
ソ
ロ
モ
ン
の
儀
式
の
行
列
を
見
よ

う
と
し
て
群
衆
が
、
宮
廷
の
女
た
ち
の
そ
ぱ
に
来
た
と
想
定
し
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
も
と
れ
る
。
〔
六
ノ
一
二
〕

　
「
グ
ェ
ー
ル
を
は
づ
し
た
今
」
と
も
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
乙
女
の
描
写
の
方
法
を
ワ
ー
ツ
フ
（
§
㌣
）
と
い
う
O

　
タ
ル
ヒ
目
ー
ト

　
武
器
倉
（
ミ
鳶
ミ
ミ
）
は
こ
こ
に
の
み
で
て
く
る
語
。
乙
女
の
近
づ
き
が
た
い
威
厳
の
比
楡
で
あ
ろ
う
。

　
「
目
の
涼
し
く
な
る
ま
で
」
の
直
訳
「
昼
の
微
風
の
涼
し
く
な
る
ま
で
」
の
意
。
こ
の
徴
風
は
朝
の
う
ち
と
、
夕
方
に
吹
く
パ
レ
ス
チ
ナ
特
有

の
風
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
o

　
「
没
薬
の
山
」
「
乳
香
の
丘
」
は
頻
の
比
楡
で
あ
る
O

　
ぎ
象
§
｝
、
防
竃
ぎ
芝
と
も
よ
め
る
。
「
彼
わ
れ
に
口
づ
げ
た
ま
え
」
と
な
る
。

　
「
な
ん
ぢ
の
名
」
は
「
な
ん
ち
の
い
給
う
」
に
同
じ
。
名
は
そ
の
人
の
現
存
を
あ
ら
わ
す
ヘ
ブ
ラ
イ
特
有
の
表
現
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ラ
モ
ー
｝

　
「
乙
女
ら
」
は
直
訳
で
は
「
召
使
の
乙
女
」
（
。
亀
ぎ
§
ミ
）
、
后
や
側
室
に
仕
え
る
女
た
ち
を
指
す
O

　
こ
こ
は
「
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
の
歌
」
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
ケ
ダ
ル
は
北
部
ア
ラ
ビ
ヤ
の
遊
牧
民
で
あ
る
。
目
に
灼
け
た
羊
飼
の
身
分
で
あ

る
自
己
を
謙
遜
L
て
い
っ
た
。

　
乙
女
の
愛
す
る
村
の
若
者
を
指
す
。
ソ
ロ
モ
ン
や
宮
廷
の
女
性
を
前
に
し
て
、
彼
女
は
真
の
自
已
の
心
を
告
白
す
る
。

　
「
病
め
る
者
」
は
二
義
あ
る
。
一
つ
は
，
ミ
ざ
（
グ
ェ
ー
ル
を
被
く
者
）
す
な
わ
ち
、
病
気
を
し
て
い
る
こ
と
を
表
・
わ
す
。
他
は
言
。
§
ざ
（
あ

ち
こ
ち
う
ろ
つ
く
者
）
を
云
う
。
古
代
に
す
で
に
こ
の
よ
う
に
「
恋
い
病
み
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

7刀
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a
1
7
　
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
を
ソ
ロ
毛
ソ
が
讃
美
し
、
王
妃
そ
の
他
の
女
性
群
に
も
讃
美
さ
せ
る
。
こ
の
雅
歌
の
作
著
の
漸
層
的
効
果
で
あ
ろ
う
。

a
1
8
　
「
フ
ブ
ラ
オ
σ
車
」
直
訳
は
「
わ
が
車
く
す
な
わ
ち
V
フ
ァ
ラ
オ
の
車
」
（
『
き
ミ
ミ
ぎ
守
も
ミ
、
き
）
で
あ
る
。

a
1
9
　
「
ナ
ル
ド
は
」
「
彼
の
ナ
ル
ド
」
（
ミ
ミ
o
）
の
意
、
恋
お
没
薬
の
袋
を
乳
房
の
間
に
お
く
習
俗
は
現
在
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
女
性
に
も
見
ら
れ
る
と

　
　
い
う
（
b
ミ
§
邑
ミ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
F
デ
4

a
2
0
　
こ
こ
で
「
わ
が
愛
す
る
老
」
（
き
呉
き
§
｝
）
あ
る
い
は
叔
父
の
意
も
あ
る
。
ヘ
プ
ラ
イ
語
で
「
愛
す
る
者
」
「
友
」
は
§
、
ミ
“
ミ
、
き
（
ミ
、
き
．
、
）

　
　
を
用
い
る
。
ま
た
ミ
、
ミ
も
用
い
る
。
ド
ダ
イ
を
固
有
名
詞
と
す
る
説
も
あ
る
が
こ
こ
で
は
敢
ら
な
い
。

a
2
1
　
「
（
白
然
の
）
緑
」
は
文
字
通
り
に
は
「
新
鮮
た
る
緑
」
の
意
。
意
訳
し
て
「
野
の
緑
」
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

a
2
2
　
谷
の
「
百
合
」
で
は
た
く
、
暗
紅
の
あ
や
め
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
る
。
南
の
東
ヨ
ル
ダ
ソ
、
ギ
ル
ボ
ア
の
山
地
は
こ
の
あ
や
め
が
咲
き

　
　
誇
る
と
い
う
（
寅
宍
§
汀
8
ぎ
§
雨
串
良
膏
雨
寒
、
ミ
き
吻
ト
■
目
甲
ω
違
）
。
こ
の
前
の
「
ば
ら
」
も
「
百
合
」
も
一
般
に
野
性
の
花
の
意

　
　
で
あ
る
o

a
2
3
　
「
そ
の
目
ざ
」
」
、
文
字
通
り
に
は
、
「
わ
れ
へ
の
彼
の
注
視
」
で
あ
る
。
「
注
視
」
（
～
索
S
は
ア
ッ
カ
ド
語
の
「
見
る
」
（
膏
ぎ
）
と
同
じ

　
　
起
源
の
語
で
あ
る
ら
L
い
。

a
2
4
　
以
下
乙
女
が
引
用
す
る
若
者
の
言
葉
は
広
く
愛
謂
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
独
立
し
て
も
歌
わ
れ
る
歌
で
あ
ろ
う
。
ま
た
雅
歌
の
作
者
は
民
謡

　
　
を
も
と
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
o

a
2
5
　
居
並
ぶ
人
々
の
前
で
語
る
乙
女
の
夢
は
、
恋
に
病
み
わ
づ
ら
う
者
の
苦
し
み
と
憂
悶
を
語
る
。

a
2
6
　
キ
ッ
テ
ル
校
訂
本
で
は
「
わ
が
妹
、
わ
が
花
嫁
は
、
閉
さ
れ
た
る
園
、
閉
さ
れ
た
る
泉
、
封
ぜ
ら
れ
た
る
泉
」
と
液
っ
て
い
る
。
韻
律
上
「
閉

　
　
さ
れ
た
る
泉
」
（
窒
－
§
。
ミ
）
を
「
園
」
（
窓
ミ
）
に
改
め
て
い
る
異
本
も
あ
る
。

a
2
7
　
祐
榴
の
「
園
」
（
も
亀
ミ
§
）
は
貫
具
、
き
肺
ミ
8
か
ら
転
化
し
た
言
葉
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

a
2
8
　
第
三
の
夢
の
回
想
ま
で
行
い
、
若
著
に
た
い
す
る
誠
実
の
心
を
示
し
、
・
」
れ
を
宮
廷
の
人
々
に
誓
う
。

a
2
9
　
サ
フ
ァ
イ
ヤ
は
（
§
ミ
葦
）
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
q
鼻
き
烹
言
…
・
に
由
来
す
る
。
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a
3
0
　
宮
廷
の
性
女
た
ち
も
、
乙
女
に
同
情
し
、
ソ
ロ
毛
γ
に
仕
え
る
よ
り
も
、
愛
す
る
村
の
若
者
と
結
ぱ
れ
る
よ
う
に
す
す
め
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

　
　
若
者
を
一
し
よ
に
探
そ
う
と
す
る
。

a
3
1
　
こ
こ
の
比
楡
に
つ
い
て
は
ボ
ー
マ
ン
の
「
印
象
と
外
観
」
の
文
章
で
詳
L
く
の
ぺ
て
い
る
。
（
『
ぎ
b
o
§
§
㌧
b
§
ぎ
ミ
ミ
8
き
b
§
恭
§
§
、

　
§
夷
§
き
的
ミ
s
ミ
急
§
．
）
。
こ
こ
は
四
ノ
一
六
の
ソ
ロ
モ
ソ
の
詩
句
と
同
じ
で
あ
る
。

a
3
2
　
彼
女
が
な
ぜ
宮
廷
の
一
行
に
出
合
っ
た
か
を
説
明
L
て
い
る
点
、
召
使
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

a
3
3
　
「
と
ど
ま
れ
、
と
ど
ま
れ
、
シ
ュ
ナ
ム
の
乙
女
よ
」
こ
れ
は
邦
訳
で
は
「
か
え
れ
、
か
え
れ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
宮
廷
の
人
々
の

　
　
居
合
せ
る
と
こ
ろ
に
引
返
L
、
そ
こ
に
い
る
よ
う
に
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
と
ど
ま
れ
」
と
す
る
方
が
よ
い
。
こ
う
し
た
詩
句
か
ら
劇

　
　
的
動
作
が
知
ら
れ
る
。

a
3
4
　
「
二
つ
の
群
れ
の
踊
り
」
は
対
特
す
る
二
つ
の
軍
勢
を
擬
L
た
戦
い
の
踊
り
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
乙
女
が
踊
っ
た
の
で
は
な
く
、
比
楡
と
し

　
　
て
用
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
o

a
3
5
　
ソ
ロ
モ
ソ
の
最
後
の
讃
美
の
詩
句
で
あ
る
。

a
3
6
　
　
「
口
づ
け
」
は
文
字
通
り
で
は
「
唇
」
で
あ
る
。

a
3
7
　
乙
女
は
ソ
ロ
モ
ン
の
言
葉
を
う
げ
て
、
そ
れ
を
彼
女
の
愛
す
る
者
へ
の
言
葉
に
転
換
し
て
歌
う
。
こ
こ
は
や
や
技
巧
的
な
配
列
と
解
釈
で
あ
り
、

　
　
近
代
の
歌
劇
な
ど
を
思
わ
せ
る
が
、
そ
の
ま
ま
し
た
が
っ
て
お
く
、
こ
こ
の
詩
句
か
ら
は
、
探
し
て
い
た
、
若
老
と
出
合
い
、
若
者
の
歌
う
詩
句

　
　
も
抽
出
で
き
る
か
も
L
れ
な
い
。

a
3
8
　
シ
ュ
ナ
ム
の
村
を
第
二
揚
と
想
定
す
る
。
前
の
詩
句
で
彼
女
の
強
い
愛
の
誓
い
が
以
下
の
場
合
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

a
3
9
　
　
「
よ
り
そ
い
」
、
文
字
通
り
に
は
「
も
た
れ
合
う
」
相
互
形
で
あ
る
。

a
4
0
　
　
「
妬
み
（
亀
ぎ
、
亀
）
」
ぱ
適
訳
で
な
い
。
本
来
は
「
熱
烈
さ
」
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
を
妬
み
の
神
と
い
う
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
点
に
つ
い

　
　
て
は
拙
著
「
旧
約
の
宗
教
精
神
」
（
神
の
認
識
一
四
頁
）
で
指
摘
し
て
お
い
た
。
こ
こ
の
場
合
も
同
じ
で
、
む
し
ろ
よ
い
意
味
の
「
熱
烈
さ
」
で

　
　
あ
り
、
自
然
的
液
も
の
で
は
な
い
。

977
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4141a
4
2 　

「
も
っ
と
も
は
げ
し
き
炎
」
は
字
義
ど
お
り
に
訳
せ
ぱ
、
「
ヤ
ー
ハ
の
炎
」
で
あ
る
。
ヤ
ー
ハ
は
ヤ
ー
ハ
ヴ
ェ
（
§
毒
）
の
短
縮
形
で
古
い

詩
に
用
い
ら
れ
る
。
雅
歌
の
中
で
神
に
関
す
る
語
は
こ
こ
の
み
で
あ
る
。
愛
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

　
バ
ヅ
デ
ぱ
「
葡
萄
園
」
を
乙
女
の
比
楡
と
し
て
い
る
。
し
か
L
こ
れ
は
二
の
ま
ま
解
し
た
方
が
よ
い
。
雅
歌
の
む
づ
か
L
さ
は
、
比
倫
の
乱
用

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
詳
し
く
指
摘
し
て
お
い
た
。

　
こ
こ
の
「
わ
れ
ら
に
」
で
は
な
く
、
「
わ
れ
に
」
（
ぎ
塞
辻
、
ぎ
ミ
）
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
。
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