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一
九

O
七
年
十
二
月
出
版
の
『
新
詩
集
』
第

一
部
と
翌
八
年
十
一
月
出
版
の
第
二
部
と
は
、
リ
ル
ケ
の
中
期
パ
リ
時
代
と
い
う
同

じ
詩
境
、
同
じ
創
作
態
度
の
も
と
に
生
ま
れ
た
詩
集
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
集
全
体
の
構
成
も
、
詩
人
が
第
二
部
完
成

時
に
イ
ン
ゼ
ル
出
版
社
の
社
主
に
宛
て
た
手
紙
で
、
「
こ
れ
ら
の
詩
を
配
列
し
た
と
き
、
私
は
こ
の
新
し
い
巻
が
前
の
巻
に
実
に

ぴ
っ
た
り
と
つ
な
が
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
配
列
の
推
移
は
ほ
と
ん
ど
平
行
し
て
い
ま
す
。
た
だ
少
し
ば
か
り
優
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
し
、
ま
た
よ
り
大
き
な
深
み
に
沿
っ
て
い
て
、
よ
り
遠
く
ま
で
た
つ
す
る
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
の
で

す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
、
全
体
的
に
見
る
と
、
詩
の
完
成
度
や
詩
の
深
ま
り
、
広
が
り
に
お
い
て
は
後
者
に
一
日
の
長

が
あ
る
が
、
相
互
に
ほ
ぼ
「
平
行
し
た
」
構
成
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

こ
う
し
た
詩
集
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
は
今
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
な
か
で
も
ハ
ン
ス
・
ベ

l
レ
ン
卜
と
ブ
リ

リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)



リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)

ギ
ッ
テ
・

L
・
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
個
々
の
詩
の
解
釈
と
言
語
分
析
を
踏
ま

え
た
上
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
な
り
に
説
得
性
を
も
っ
て
い
る
。
ベ
l
レ
ン
ト
は
あ
ま
り
に
も
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
だ

そ
れ
を
中
心
に
す
え
た
解
釈
の
な
か
で
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
『
新
詩
集
』
の
両
巻
に
連
詩

(
N可
W
吉
田
)

的
な
統
一
を
与
え
る
テ
l
マ
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
後
の
研
究
者
た
ち
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
単
一
的
な
視
点
の
み

け
に
重
き
を
置
き
、

を
貫
こ
う
と
し
た
詩
の
解
釈
に
は
、
ど
う
し
て
も
無
理
な
と
こ
ろ
や
的
外
れ
が
あ
ち
こ
ち
に
出
て
く
る
も
の
で
、
全
体
と
し
て
見
る

と
、
出
発
点
か
ら
間
違
っ
た
方
向
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
彼
が
『
新
詩
集
』
の
両
巻
と
も
連

詩
的
な
構
成
を
な
し
て
い
る
と
い
う
点
を
突
き
止
め
た
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
て
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
は
、
そ
れ
以
後
の
諸
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
『
新
詩
集
』
を
「
連
詩
的
な
構
造
」

(
2
ロ
ミ
E
U
n
v
g

の
o
z
m叩
)
と
し
て
捉
え
、
「
そ
の
構
成
は
内
的
秩
序
に
基
ず
き
、
整
然
と
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
を
具
体
的
に
実
証
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
共
通
点
を
共
に
し
た
詩
群
の
、
グ
ル
ー
プ
分
け
に
は
モ
チ
ー
フ
ば
か
り
で
は
な
く
、
言
語
形

象
や
詩
の
構
造
を
も
そ
の
要
素
の
な
か
に
取
り
入
れ
、
総
合
的
な
視
野
か
ら
究
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
ま
こ
と
に
当
を
得
た
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
当
拙
論
は
、
こ
の
よ
う
な
詩
集
全
体
の
構
成
を
そ
の
目
的
に
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
様
々
な

共
通
要
素
に
よ
っ
て
詩
群
を
作
り
な
が
ら
次
の
詩
群
へ
と
鎖
の
輸
の
よ
う
に
つ
な
が
り
、
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
詩
集
全
体
の
な
か

か
ら
、
便
宜
的
に
旧
約
聖
書
を
素
材
と
す
る
詩
群
を
取
り
出
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
第
一
部
で
は
、
「
旧

き
ぬ
ぎ
ぬ

約
聖
書
」
の
詩
群
の
す
ぐ
前
に
置
か
れ
た
「
あ
る
若
い
少
女
の
墓
碑
」
、
「
俸
げ
物
」
、
「
東
洋
風
の
後
朝
の
歌
」
の
三
篇
を
、
ブ
ラ
ッ

ド
レ
ー
は
そ
れ
ら
の
内
的
な
構
造
と
言
語
形
態
の
類
似
性
に
よ
っ
て
、

な
か
に
入
れ
て
い
る
が
、
拙
論
で
は
言
語
的
な
構
造
を
主
眼
に
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
前
に
置
か
れ
た
三
篇
は
対
象
外
と
す
る

「
旧
約
聖
書
」

の
詩
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
詩
群
の



も
の
で
あ
る
。

『
新
詩
集
』
第
一
部
と
第
二
部
に
お
け
る
作
品
の
配
列
は
、
素
材
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
両
者
と
も
「
ア
ポ
ロ
」

の
像
が
冒
頭

に
置
か
れ
、
「
古
代
」
、
「
旧
約
聖
書
」
、
「
新
約
聖
書
」
と
年
代
の
古
い
詩
群
の
順
に
配
置
さ
れ
て
い
て
、

」
れ
か
ら
検
討
の
対
象
と

す
る
「
旧
約
聖
書
」
の
詩
群
は
ど
ち
ら
も
ち
ょ
う
ど
第
二
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
第
一
部
は
、

一
九

O
五
年
末
か
ら
一
九

O
六
年

夏
の
聞
に
書
か
れ
た
、
「
ア
ビ
シ
ャ
グ
」
(
〉

E
S何
回
国
)
「
ダ
ビ
デ
、

サ
ウ
ル
の
ま
え
で
歌
う

-
3
2
E
∞
吉
包
〈

2
E
E
-
-

国
)
、
「
ヨ
シ
ュ
ア
の
民
会
」
(
』
O
印己

g
r
g
a
g
m
)
の
三
篇
で
あ
る
。
第
二
部
は
、

一
九

O
七
年
夏
か
ら
一
九

O
八
年
夏
の
聞
に
書

か
れ
た
、
「
ヨ
ナ
タ
ン
を
悼
む
歌
」
(
穴
E
m
m
ロ
ヨ
』

O
E片山口
)、
「
エ
リ
ヤ
の
慰
め
」
(
吋
ろ
印

E
ロ
m
仏

g
E
S
)、
「
預
言
者
の
な
か
の

サ
ウ
ル
」

(ω
釦ロ
-
z口
同
町
『
色
町
ロ
司
円
。
℃
2
0
件。コ)、

「
サ
ム
エ
ル
、

サ
ウ
ル
の
ま
え
に
現
れ
る
」

(∞
ω
g
z己
的
何
H
a

的n
Z
2
コ
ロ
ロ
伺
〈
。
円

ω2-)、
「
預
言
者
」

(巴
コ
司
『
O
℃
E
C、
「
エ
レ
ミ
ヤ
」
(
』
巾
吋
巾
ヨ
広
)
、
「
ア
プ
サ
ロ
ム
の
離
反
」
(
〉

Z
包
O

B
∞
〉

σ
E
5、
「
エ
ス
テ

fこ Jレ
しー

ー「

亙み色
女こ己:
」ーロ‘

(l> /町、...，
何)

ロ
巾

(fJ 

σ 
‘4 

(l> 
、../

が

の
八
篇
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
部
の
場
合
、

「
旧
約
聖
書
」

の
詩
群
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
昼
女
を
主
題
と
し

「
エ
レ
ミ
ヤ
」
の
次
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

」
れ
も
多
く
の
預
言
者
像
の
な
か
に
混
じ
っ
て

こ
こ
に
配
置
さ
れ
た
も
の
で
、
時
代
を
超
越
し
て
旧
約
聖
書
時
代
の
預
言
者
に
並
ぶ
も
の
と
考
え
て
も
な
ん
ら
違
和
感
が
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
第
二
部
で
は
、
こ
れ
ら
か
ら
多
少
後
の
詩
群
に
入
れ
ら
れ
た
「
ア
ダ
ム
」
(
〉
E
B
)
と
「
エ
ヴ
ァ
」
(
切
〈
巴
も
旧
約
聖
書

を
素
材
と
し
た
詩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
を
も
全
部
含
め
る
と
、
第
二
部
は
、
計
十
一
篇
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
ら
の
旧
約
聖
書
を
素
材

者
の
な
か
の
サ
ウ
ル
」
、
「
サ
ム
エ
ル
、

に
し
た
詩
の
う
ち
で
預
言
者
を
主
題
に
し
た
も
の
は
、
第
一
部
の
「
ヨ
シ
A

ア
の
民
会
」
、
第
二
部
の
「
エ
リ
ヤ
の
慰
め
」
、
「
預
言

み

こ

サ
ウ
ル
の
ま
え
に
現
れ
る
」
、
「
預
言
者
」
、
「
エ
レ
ミ
ヤ
」
、
こ
れ
ら
に
「
亙
女
」
を
加
え
る

と
、
七
篇
に
な
る
。

さ
ら
に
「
エ
ス
テ
ル
」
も
、
「
エ
ス
テ
ル
記
」
に
登
場
す
る
王
妃
エ
ス
テ
ル
で
は
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
預
言
者

リ
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区ヨ

に
近
い
特
性
が
見
ら
れ
、
預
言
者
に
関
係
の
深
い
作
品
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
焦
点
を
絞
っ
て
見
て
く
る
と
、
詩
の
表

題
だ
け
か
ら
で
も
ア
ビ
シ
ャ
グ
、
タ
ビ
デ
、

サ
ウ
ル
、

ヨ
シ
A

ア、

ヨ
ナ
タ
ン
、

エ
リ
ャ
、

サ
ム
エ
ル
、

エ
レ
ミ
ヤ
、

ア
ブ
サ
ロ
ム
、

エ
ス
テ
ル
等
と
、
ず
い
ぶ
ん
多
彩
で
多
様
に
見
え
る
旧
約
聖
書
の
詩
群
で
は
あ
る
が
、
詩
人
の
お
も
な
関
心
は
「
預
言
者
」
の
姿
に

き
わ
め
て
強
く
注
が
れ
て
い
た
の
が
分
か
っ
て
く
る
。
第
二
部
で
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。

「
預
言
者
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
表
す
当
時
の
へ
ブ
ル
語
「
ナ
!
ビ

l
」
(コ
与
ご
は
そ
の
語
源
的
意
義
に

は
諸
説
が
あ
っ
て
、
「
呼
ぶ
」
と
か
、
「
あ
わ
立
つ
」
あ
る
い
は
「
人
聞
が
何
か
に
触
れ
て
熱
心
に
も
の
を
い
う
」
と
か
、
「
悦
惚
と

し
て
語
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
す
動
詞
「
ナ
1

ブ
l
」
と
関
係
が
深
い
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
語
源
的
に
は
神
と
の

さ
て
、

関
係

(「
呼
ぶ
」
)
や
尋
問
る
」
状
態
を
表
す
言
葉
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
神
に
召
さ
れ
て
、
忘
我
の
う
ち
に
神
の

言
葉
を
人
び
と
に
語
る
代
言
者
が
預
言
者
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
神
と
預
言
者
と
人
間
(
民
)
と
い
う
二
一
者
の
関
係
が

生
じ
る
。
預
言
者
と
い
う
も
の
を
中
心
に
し
て
考
え
る
場
合
、
預
言
者
は
神
と
人
間
と
の
聞
に
位
置
し
て
い
る
わ
け
で
、
ど
う
し
て

も
両
者
を
取
り
持
つ
仲
介
者
と
し
て
の
立
場
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
が
こ
の
問
題
を

『新
詩
集
』
で
ど

の
よ
う
に
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
預
言
者
像
を
描
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
の
な
か
で
「
神
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考

え
て
い
た
の
か
、
そ
う
し
た
問
題
点
を
個
々
の
詩
の
具
体
的
な
分
析
を
通
じ
て
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
。

そ
れ
で
は
ま
ず
、
預
言
者
の
詩
の
な
か
で
も
最
初
に
(
一
九

O
六
年
七
月
初
旬
)
書
か
れ
、
配
列
の
な
か
で
も
い
ち
ば
ん
前
に
置

か
れ
た
「
ヨ
シ

A

ア
の
民
会
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
詩
は
、
む
ろ
ん
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
で
あ
り
、

モ
l
セ
の
後

を
継
い
で
そ
の
指
導
者
と
な
り
、

カ
ナ
ン
の
各
地
を
転
戦
、
征
服
し
た
の
ち
、
最
後
に
そ
の
民
全
員
を
前
に
し
て
、
神
へ
の
強
い
信



仰
を
勧
め
る
告
別
の
言
葉
を
残
し
て
高
齢
で
世
を
去
っ
た
、

「
ヨ
シ

A

ア
記
」

の
ヨ
シ
A

ア
を
素
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の

生
涯
を
最
後
の
告
別
の
場
面
の
み
に
凝
縮
し
、
き
わ
め
て
劇
的
に
描
い
て
い
る
。

」
の
場
面
は
、
「
ヨ

シ
A

ア
記
」

の
二
十
三
・

十
四
章
に
相
当
す
る
。

大
河
が
そ
の
河
口
で
溢
れ
ん
ば
か
り
の
水
を

吐
き
だ
そ
う
と
し
て
堤
防
を
っ
き
破
る
よ
う
に
、

い
ま
部
族
の
長
老
た
ち
の
あ
い
だ
を
貫
き

」
れ
を
最
後
に
ヨ

シ
A

ア
の
声
が
と
ど
ろ
い
た
。

笑
っ
て
い
た
者
た
ち
が
ど
ん
な
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
か
、

あ
ら
ゆ
る
心
臓
と
手
が
ど
ん
な
に
静
ま
り
返
っ
た
こ
と
か
、

と

よ

め

ま
る
で
三
十
も
の
戦
闘
の
響
動
き
が
一
つ
の
口
の
な
か
で

起
っ
た
か
の
よ
う
だ
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
口
が
語
り
始
め
た
。

す
る
と
ふ
た
た
び
、
何
千
も
の
人
び
と
が
驚
嘆
し
た
、

エ
リ
コ
を
ま
え
に
し
た
あ
の
偉
大
な
日
の
よ
う
に
。

し
か
し
い
ま
や
角
笛
の
響
き
が
彼
の
口
中
に
あ
っ
た
、

リ
ル
ケ
『
新
詩
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』
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ぐ
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考
察
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フ『

そ
し
て
人
び
と
の
生
の
城
壁
は
揺
ら
い
で

恐
怖
に
み
ち
、
も
は
や
防
ぐ
す
べ
も
な
く

圧
倒
さ
れ
、
人
び
と
は
倒
れ
転
げ
た
。

か
つ
て
ギ
ベ
オ
ン
で
、
彼
み
ず
か
ら
決
断
し
て

太
陽
に
向
か
っ
て
、
「
止
ま
れ
」
と
叫
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
す
い
と
ま
も
な
か
っ
た
。

す
る
と
神
は
僕
の
よ
う
に
驚
き
、
出
か
け
て
い
っ
た
、

そ
し
て
も
ろ
手
に
痛
み
を
お
ぼ
え
る
ま
で

激
戦
を
交
え
る
種
族
の
う
え
に
、
太
陽
を
留
め
て
お
い
た
、

そ
れ
も
ひ
と
り
の
人
が
、
太
陽
が
留
ま
る
の
を
欲
し
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
。

そ
し
て
そ
れ
こ
そ
こ
の
男
で
あ
っ
た
。
百
十
歳
と
い
う

高
齢
の
た
だ
中
で
、
も
は
や
な
ん
の
力
も
持
た
な
い
と

人
び
と
が
考
え
て
い
た
こ
の
老
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
と
き
彼
は
立
ち
上
が
り
、
彼
ら
の
幕
屋
に
踏
み
入
っ
た
。



ひ
ょ
っ

彼
の
声
は
電
の
よ
う
に
麦
の
茎
に
降
り
落
ち
た
。

汝
ら
は
神
に
何
を
約
束
す
る
つ
も
り
か
、
汝
ら
の
ま
わ
り
に
は

無
数
の
神
が
立
っ
て
、
汝
ら
の
選
択
を
待
っ
て
い
る
。

だ
が
汝
ら
が
選
ぶ
な
ら
、
主
は
汝
ら
を
粉
砕
な
さ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、
た
ぐ
い
な
い
高
慢
な
調
子
で
言
っ
た
、

わ
た
し
と
わ
た
し
の
家
は
主
と
結
ぼ
れ
て
い
る
、
と
。

そ
こ
で
み
な
の
者
は
叫
ん
だ
、
わ
れ
ら
を
助
け
た
ま
え
、

徴
を
与
え
、
わ
れ
ら
の
困
難
な
選
択
に
力
を
授
け
た
ま
え
、
と
。

だ
が
彼
ら
が
見
た
の
は
、
こ
こ
数
年
来
と
お
な
じ
く
沈
黙
し
て

山
腹
の
お
の
が
堅
固
な
町
へ
と
登
っ
て
ゆ
く
彼
の
姿
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
は
も
う
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
最
後
だ
っ
た
。

「
ヨ
シ

A

ア
記
」
二
十
四
章
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
。
|
|
ヨ
シ
品
ア
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
全
部
族
を
シ
ケ
ム
に
集
め
、

イ
ス
ラ

エ
ル
の
長
老
、
長
、
裁
判
人
、
役
人
を
呼
び
寄
せ
た
。
彼
ら
が
神
の
御
前
に
進
み
出
る
と
、

ヨ
シ
ュ
ア
は
民
全
員
に
告
げ
た
。
「
イ

リ
ル
ケ
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ぐ
る
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ス
ラ
エ
ル
の
神
、
主
は
こ
う
言
わ
れ
た
。
『
あ
な
た
た
ち
の
先
祖
は
、

ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ナ
ホ
ル
の
父
テ
ラ
を
含
め
て
、
昔
ユ

1
フ
ラ

テ
ス
川
の
向
こ
う
に
住
み
、
他
の
神
々
を
拝
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
あ
な
た
た
ち
の
先
祖
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
川
向
こ
う
か
ら

連
れ
出
し
て
カ
ナ
ン
全
土
を
歩
か
せ
、
そ
の
子
孫
を
増
や
し
加
え
た
。
彼
に
イ
サ
ク
を
与
え
、
イ
サ
ク
に
ヤ
コ
ブ
と
エ
サ
ウ
を
与
え

た。

エ
サ
ウ
に
は
セ
イ
ル
の
山
地
を
与
え
た
の
で
、
彼
は
そ
れ
を
得
た
が
、

ヤ
コ
ブ
と
そ
の
子
た
ち
は
エ
ジ
プ
ト
に
下
っ
て
い
っ
た

:
・
』
」
(
二
十
四
章
一
ー
ー
四
節
、
新
共
同
訳
に
よ
る
)
。

ヨ
シ
ュ
ア
は
こ
の
よ
う
な
口
調
で
さ
ら
に
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
で
あ
る
主

が
そ
の
民
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
助
け
だ
し
、
そ
の
後
様
々
な
異
教
の
部
族
と
の
戦
闘
に
勝
利
を
収
め
さ
せ
、
カ
ナ
ン
の
地
に
導
き
入
れ

て
、
土
地
や
町
や
畑
な
ど
を
与
え
た
と
い
う
、
神
の
言
葉
を
淡
々
と
述
べ
伝
え
た
あ
と
、
異
教
の
神
々
を
除
き
去
っ
て
、
主
に
仕
え

る
よ
う
に
と
勧
め
る

(五
l
十
四
節
)
。

そ
し
て
「
た
だ
し
、

わ
た
し
と
わ
た
し
の
家
は
主
に
仕
え
ま
す
」
(
十
五
節
)

と
結
ぶ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
民
の
主
に
対
す
る
信
仰
の
返
答
と
、
ま
た
そ
れ
を
危
ぶ
む
ヨ
シ
ュ
ア
と
の
聞
に
問
答
の
や
り
取
り
が
お
こ
な
わ
れ

る
が
、
結
局
、
民
の
信
仰
の
決
意
は
揺
る
が
ず
、
「
わ
た
し
た
ち
の
神
、
主
に
わ
た
し
た
ち
は
仕
え
、

そ
の
声
に
聞
き
従
い
ま
す
」

(
二
十
四
節
)
と
言
い
切
る
。

そ
こ
で
、

ヨ
シ

A

ア
は
シ
ケ
ム
で
民
と
契
約
を
結
び
、
彼
ら
の
た
め
に
提
と
法
を
定
め
、

こ
れ
ら
の

言
葉
を
神
の
教
え
の
書
に
記
し
、
次
い
で
、
大
き
な
石
を
主
の
仰
せ
を
聞
い
た
証
人
と
し
て
テ
レ
ビ
ン
の
木
の
も
と
に
立
て
た
(
二

十
五
|
二
十
七
節
)
。

そ
し
て
ヨ
シ

A

ア
は
民
を
そ
れ
ぞ
れ
の
嗣
業
の
土
地
に
送
り
出
し

(
二
十
八
節
)
、

そ
の
後
、
「
主
の
僕
、

ヌ

ン
の
子
ヨ
シ
ュ
ア
は
百
十
歳
の
生
涯
を
閉
じ
、

エ
プ
ラ
イ
ム
の
山
地
に
あ
る
彼
の
嗣
業
の
土
地
テ
ィ
ム
ナ
ト
・
セ
ラ
に
葬
ら
れ
た
」

(
二
十
九
・
三
十
節
)
の
で
あ
る
。

「
ヨ
シ
ュ
ア
記
」

で
は
こ
の
よ
う
に
、
神
と
預
言
者
ヨ
シ

A

ア
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
(
人
間
)
と
の
関
係
は
、
明
ら
か
に
垂
直
の

で
あ
り
「
僕
」
で
あ
る
預
言
者
と
民
か
ら
は
隔
絶
し
た
上
方
に
あ
る

そ
し
て
、
神
は
、
共
に
「
仕
え
る
者
」

上
下
関
係
に
あ
る
。



が
、
預
言
者
と
民
は
、
預
言
者
が
神
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
民
を
導
く
と
い
う
役
割
に
よ
り
前
者
が
民
の
上
位
に
あ
る
と
は
い
え
、
両

者
の
聞
に
は
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。
告
別
の
場
面
の
最
後
で
は
、
預
言
者
と
民
は
、
唯
一
神
で
あ
る
主
に
「
仕
え
る
」
と
い
う

揺
る
ぎ
な
い
信
仰
へ
の
決
意
に
よ
っ
て
強
く
結
ぼ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
リ
ル
ケ
の
詩
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
全
十
節
か
ら
な
る
「
ヨ
シ
品
ア
の
民
会
」
は
、
前
半
の
五
節
が
い

わ
ば
導
入
部
と
な
っ
て
、
こ
の
詩
の
主
題
を
形
成
す
る
中
心
部
と
も
い
う
べ
き
後
半
部
五
節
を
導
く
と
い
う
構
成
を
な
し
て
い
る
。

」
の
詩
は
、

民
に
対
す
る
ヨ
シ
ュ
ア
の
最
後
の
告
別
と
い
う
、

彼
生
涯
の
一
瞬
の
場
面
を
捉
え
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

前
半
部
に

「
三
十
も
の
戦
闘
」
、
「
エ
リ
コ
の
城
壁
の
崩
壊
」
(
「
ヨ
シ
ュ
ア
記
」
六
章
)
、
「
太
陽
を
中
天
に
留
ま
ら
せ
た
ギ
ベ
オ
ン
で
の
戦
い
」

(
十
章
十
二
・
十
三
節
)

と
い
っ
た
光
景
を
比
喰
や
追
憶
と
い
っ
た
形
で
織
り
込
み
な
が
ら
、

一
生
の
ほ
と
ん
ど
を
戦
い
に
明
け
暮

れ
た
ヨ
シ

A

ア
の
生
涯
を
見
事
に
浮
き
上
が
ら
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、
こ
の
詩
の
大
き
な
特
質
は
、
特
に
前
半
部
に
お

い
て
は
、
「
ヨ
シ

A

ア
の
声
」

(Eoω
さ
回
目
叩
』

02ω
印
)
が
テ
l
マ
と
な
っ
て
い
て
、
ま
る
で
奔
流
の
よ
う
な
激
し
い
力
を
撮
ら
せ

た
そ
の

「
声
」
が
ヨ
シ

A

ア
の
預
言
者
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

'-
の

「
声
」
と
い
い
、
第
二
節
と
第
三
節
の

「口」

(
冨
ロ
ロ
仏
)
と
い
い
、
第
四
節
に
お
け
る
「
太
陽
に
向
か
っ
て
、
「
止
ま
れ
」
と
叫
ん
だ
」
の
「
叫
び
か
け
」
と
い
い
、
実
は
こ
れ
ら

の
す
べ
て
が

「
神
の
口
」

と
も
言
わ
れ
る
預
言
者
の
特
性
に
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
言
葉
は
、

サ
ウ
ル
の
ま
え
に
現
れ
る
」
、
「
預
言
者
」
、
「
エ
レ
ミ
ヤ
」
と
い
っ
た
預
言
者
を
歌
う

な
か
で
も
「
口
」

「
預
言
者
の
な
か
の
サ
ウ
ル
」
、
「
サ
ム
エ
ル
、

他
の
詩
で
も
多
用
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
重
要
な
鍵
を
握
る
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
か

リ
ル
ケ
が
事
物
の
個
々
の
特
徴
を
描
写
す
る
場
合
に
、

言
葉
に
対
し
て
「
ひ
じ
よ
う
に
選
択
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
新
詩
集
』
で

ろ
う
。
因
み
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

ミ

f
フ
|
は
『
新
詩
集
』
の
研
究
で
、

リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)

ブも
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Cコ

は
「
詩
人
」
と
い
う
も
の
に
関
係
が
あ
る
場
合
、
「
目
」
と
並
ん
で
「
口
」
に
も
そ
の
「
言
う
と
い
う
機
能
」

(ω諸
氏
ロ
ロ

E
Eロ)

の
た
め
に
特
に
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
と
し
、

る
」
こ
と
を
例
証
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
、
ヨ
シ
ュ
ア
の
預
言
者
像
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
絞
る
と
、
堤
防
を
っ
き
破
る
奔
流

ど

よ

め

の
よ
う
な
「
声
」
、
「
ま
る
で
三
十
も
の
戦
闘
の
響
動
き
が
一
つ
の
口
の
な
か
で
/
起
っ
た
か
の
よ
う
に
」
語
り
始
め
る
「
口
」
、

大

τり
に
、

「
預
言
者
の
詩
に
お
い
て
は
口
が
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
いエ

リ
コ
の
城
壁
を
崩
壊
さ
せ
た
「
角
笛
」
と
も
言
う
べ
き
「
口
」
、
さ
ら
に
、
神
を
し
て
太
陽
を
中
天
に
留
ま
ら
せ
た
「
止
ま
れ
」
と

ひ
a
う

い
う
絶
対
的
な
命
令
と
い
っ
た
ヨ
シ
ュ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
第
七
節
の

「
冨
」
と
な
っ
て
「
麦
の
茎
」
(
か
弱
い
民
)
に
打
ち
か
か

る
イ
メ
ー
ジ
へ
と
高
ま
る
。
そ
し
て
第
八
節
で
は
そ
れ
に
「
た
ぐ
い
な
い
高
慢
な
調
子
」
ま
で
加
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、

ヨ
シ
ュ
ア
は
民
を
導
く
預
言
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
遥
か
に
離
れ
て
、
む
し
ろ
神
に
近
い
絶
対
者
、
人
聞
を
超
越
し
た
存
在
に
ま

で
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
旧
約
聖
書
に
お
け
る
ヨ
シ

A

ア
の
預
言
者
像
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
旧
約
聖
書

の
方
は
、
な
か
に
は
民
の
信
仰
告
白
の
真
偽
を
確
か
め
る
た
め
に
述
べ
ら
れ
る
ヨ
シ

A

ア
の
厳
し
い
言
葉
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て

は
、
神
の
事
跡
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
淡
々
と
述
べ
る
ヨ
シ
ュ
ア
の
説
得
調
の
口
調
は
穏
や
か
で
あ
り
、
ま
た
民
の
指
導
者
で
は
あ
る
が
、

民
と
は
強
く
結
ぼ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
預
言
者
と
神
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
?

の
命
令
に
対
し
て
「
神
は
僕
の
よ
う
に
驚
き
、
出
か
け
て
い
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
神
と
預
言
者
と
の
関
係
が
比
喰
的
表
現
と
は

第
五
節
で
、
太
陽
に
向
か
っ
て
「
止
ま
れ
」
と
い
う
ヨ

シ
品ア

告一口え、

む
し
ろ
逆
転
し
た
よ
う
な
感
す
ら
あ
る
。
む
ろ
ん
旧
約
聖
書
で
は
、

た
こ
と
は
、
後
に
も
先
に
も
な
か
っ
た
」
(
十
章
十
四
節
)

の
で
あ
る
。

「
主
が
こ
の
日
の
よ
う
に
人
の
訴
え
を
聞
き
届
け
ら
れ

こ
れ
は
上
位
の
者
が
下
位
の
者
の
訴
え
を
聞
き
届
け
る
と

い
っ
た
形
で
、
依
然
と
し
て
上
下
関
係
は
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
も
、
主
が
人
間
の
懇
願
を
認
め
た
の
は
こ
れ
一
度
限
り
で



あ
っ
て
、
こ
の
言
葉
だ
け
か
ら
で
も
主
と
人
間
(
預
言
者
と
民
)
と
の
関
係
が
い
か
に
隔
絶
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。

そ
し
て
、

さ
ら
に
詩
の
方
で
は
、
第
八
節
で

「
わ
た
し
と
わ
た
し
の
家
は
主
と
結
ば
れ
て
い
る
」

(
-
n
y
zロ己

B
o
-
D
Z
ω
己
印
・
看
守

zsσoロ
E
B
〈
司
自
白
ケ
ロ
・
)

と
い
う
言
葉
で
、

ヨ
シ
ュ
ア
の
民
へ
の
言
葉
が
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

丸ー

の

「
結
ぼ
れ
て
い
る
」

(
〈
巾
円
吉
川
笹
口
)
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
「
結
婚
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
預
言
者
ヨ
シ
ュ
ア
と
主
は
一
つ
に
結
ば

一
体
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
詩
句
に
相
当
す
る
聖
書
の
箇
所
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
た
だ
し
、
わ
た
し
と
わ

た
し
の
家
は
主
に
仕
え
ま
す
」

Q
♀

ωぴ
O吋

E
丘

5
2口
同

ω
5
当

ozg己
O
B
Z
2
3
丘

g巾
ロ
・
)
と
な
っ
て
い
て
、
「
仕
え
る
」

れ(
円
位
。
ロ
巾
ロ
)

と
い
う
語
に
は
明
ら
か
な
上
下
関
係
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
詩
に
お
け
る
神
と
預
言
者
の
関
係

は
、
聖
書
に
お
け
る
そ
れ
と
は
ず
い
分
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
詩
に
お
い
て
預
言
者
と

「
結
ば
れ
て
い
る
」
神
、

一
体
化
し
て
い
る
神
と
は
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
ろ
う
か
?

ル
ケ
が
神
と
い
う
場
合
、
む
ろ
ん
聖
書
の
唯
一
神
、
主
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
聖
書
で
は
、
神
が
民
か
ら
も
預
言
者
か
ら
も
超

越
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
神
は
民
か
ら
超
越
し
て
い
る
だ
け
で
、
預
言
者
か
ら
は
超
越
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
見
た
と

お
り
、
預
言
者
ヨ
シ
ュ
ア
は
人
聞
を
超
越
し
た
存
在
、
神
に
近
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
両
者
が
「
結
ぼ
れ
て

い
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
聖
書
の
よ
う
に
主
の
み
に
「
仕
え
る
」
と
い
う
信
仰
に
よ
る
上
下
関
係
の
な
か
で
結
ぼ
れ
て
い
る
の
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
第
八
節
の
こ
の
一
文
は
文
の
骨
格
を
ほ
と
ん
ど
変
え
ず
に
、

そ
の
核
と
も
言
う
べ
き
「
仕
え
る
」
を
「
結
ば
れ

て
い
る
」
に
取
り
換
え
て
い
る
の
は
リ
ズ
ム
と
か
、
押
韻
と
か
、

そ
の
他
外
的
な
要
素
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
こ
こ
に
は
先

に
見
た
と
お
り
、

リ
ル
ケ
の
「
選
択
的
」
な
意
志
が
強
く
働
い
て
い
た
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
両
者

は
同
じ
高
さ
の
位
置
に
お
い
て
結
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
神
は
預
言
者
に
と
っ
て
は
、
超
越
的
な
存
在
で
は
な
い
と
言
え
る
。

リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)



リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)

従
っ
て
ま
た
、
な
に
か
内
的
な
つ
な
が
り
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

今
の
詩
で
神
に
つ
い
て
言
え
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
同
じ
く
旧
約
聖
書
の
預
言
者
を
歌
っ
た
「
エ
リ
ヤ
の
慰
め
」
が
、
こ
の

神
の
像
を
い
っ
そ
う
明
確
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
詩
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
ア
ハ
ブ
時
代
の
預
言
者
エ
リ
ヤ
を
歌
っ
た
も
の
で
、
旧

約
聖
書
「
列
王
記
上
」
の
十
八
・
十
九
章
に
相
当
す
る
が
、
「
ヨ
シ
A

ア
の
民
会
」
と
同
じ
く
、
民
を
唯
一
神
、
主
(
ヤ
ハ
ウ
ニ

と
異
教
神
バ
ア
ル
と
の
選
択
の
前
に
お
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
全
五
節
か
ら
な
る
が
、
第
四
節
ま
で
の
粗
筋
は
こ
う
で
あ
る
。

エ
リ
ヤ
は
主
と
の
契
約
を
再
建
す
る
た
め
様
々
な
こ
と
を
行
な
い
、
パ
ア
ル
の
預
言
者
と
の
力
競
べ
で
、
主
の
火
が
降
り
下
っ
て
勝

ち
、
パ
ア
ル
の
預
言
者
数
百
人
を
切
り
殺
し
、
恵
み
の
雨
を
も
た
'
り
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
妃
が
使
者
を
送
っ
て
脅
か
し
た
の

で
、
彼
は
荒
野
に
逃
げ
、
「
神
よ
、

こ
れ
い
じ
よ
う
/
わ
た
し
を
用
い
な
い
で
下
さ
い
。

わ
た
し
は
も
う
疲
れ
果
て
ま
し
た
」
と
働

突
す
る
。
し
か
し
、
天
使
が
来
て
彼
に
食
べ
物
を
与
え
た
の
で
、
長
ら
く
歩
い
て
ホ
レ
ブ
山
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
終
節

に
あ
た
る
第
五
節
は
次
の
よ
う
に
結
ぼ
れ
る
。

山
へ
は
主
が
彼
の
た
め
に
や
っ
て
来
た
、
ー
ー

嵐
の
な
か
に
も
、
大
地
の
裂
け
目
の
な
か
に
も

主
は
い
な
か
っ
た
、
地
面
の
重
い
壁
に
そ
っ
て

空
し
い
火
が
、

ほ
と
ん
ど
恥
じ
ら
う
か
の
よ
う
に
、

巨
大
な
も
の
の
崩
壊
し
静
ま
っ
た
う
え
を
渡
っ
て

到
着
し
た
ば
か
り
の
老
人
に
走
っ
て
き
た
、



老
人
は
お
の
が
血
の
穏
や
か
な
ざ
わ
め
き
の
な
か
に

主
を
聞
き
取
り
、
驚
き
の
う
ち
に
顔
を
お
お
っ
た
。

こ
の
場
面
は
、
「
列
王
記
上
」
十
九
章
十
一
|
十
三
節
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
歌
わ
れ
て
い
る
嵐
、
地
震
、
山

の
崩
壊
、
火
と
い
う
現
象
は
聖
書
に
も
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
結
末
は
聖
書
で
は
こ
う
で
あ
る
。
「
地
震
の
後
に
火

が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
火
の
中
に
も
主
は
お
ら
れ
な
か

っ
た
。
火
の
後
に
、
静
か
に
さ
さ
や
く
声
が
聞
こ
え
た
。
そ
れ
を
聞
く
と、

エ
リ
ヤ
は
外
套
で
顔
を
覆
い
、
出
て
来
て
、
洞
穴
の
入
り
口
に
立
っ
た
」
(
十
二
・
十
一
二
節
)
、
と
な
っ
て
い
る
。
聖
書
で
は
明
ら
か

に、

主
の
「
さ
さ
や
く
声
」
は
洞
穴
の
外
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
主
は
エ
リ
ヤ
か
ら
離
れ
た
外
部
に
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

リ
ル
ケ
の
詩
で
は
、
預
言
者
エ
リ
ヤ
は
「
お
の
が
血
の
穏
や
か
な
ざ
わ
め
き
の
な
か
に
」

(-sgロコ
g

E
5
3
8
5
2
E
E
g
)
主
の
気
配
を
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
内
在
す
る
神
で
あ
る
。
先
の
「
ヨ

シ
A

ア
の
民
会
」
で
、

ヨ
シ
斗
ア
と
主
の
結
び
つ
き
を
内
的
な
も
の
と
推
察
し
た
が
、
こ
の
詩
か
ら
も
そ
れ
が
逆
に
確
証
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
事
実
、
中
期
の
リ
ル
ケ
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
を
も
含
め
た
り
ル
ケ
は
、
神
を
内
在
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
拙
論
は
、

リ
ル
ケ
の
「
神
」
と
い
う
概
念
の
究
明
を
主
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
深
入
り
を
避
け

る
が
、

芯「
)
や
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
に
も
見
ら
れ
る
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』

そ
う
し
た
内
的
存
在
と
し
て
の
神
を
示
す
例
証
は
、
他
に

「新
詩
集
』
第
一
部
の

「
中
世
の
神
」
(
C
O
丘
一
ヨ
豆
洋
円
。
-
巳
・

で
は
、

そ
れ
を
締
め
括
る
「
放
蕩
息
子
の
物
語
巴
の
直
前
に

「神
と
は
愛
の
方
向

(2
5
E
S
Eロ
何
色
町
「
ピ
号
。
)

と
言
わ
れ
て
い
る
。
神
は
「
愛
の
対
象
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
を
愛
の
方
向
と
か
心
の
方
向
と
し
て
促
え
る
リ

置
か
れ
た
ア
ベ
ロ

l
ネ
の
愛
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
、

に
す
ぎ
な
い
」

リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)
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Eヨ

ル
ケ
の
考
え
方
は
、

そ
の
晩
年
に
い
た
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
最
後
に
、
『
新
詩
集
』

の
預
言
者
像
に
見
ら
れ
る
大
き
な
特
性
を
も
う

一
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。

い
ず
れ
も
孤
独
な
姿
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
今
取
り
上
げ
た

篇
の
詩
の
預
言
者
に
は
、

エ
リ
ヤ
の
方
は
、
最
後
に
お
の
が
内
部
に
か
す

か
に
神
の
気
配
を
感
じ
取
っ
た
の
が
せ
め
て
も
の
「
慰
め
」
で
は
あ
る
が
、
民
か
ら
は
背
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
代
表
と
も
言
え
る
王

妃
の
脅
迫
に
よ
り
荒
野
へ
と
逃
亡
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
神
に
よ
っ
て
預
言
者
の
使
命
を
負
わ
せ
続
け
ら
れ
て
い
る
姿
は
、
孤
独

の
極
み
で
あ
り
、
悲
壮
感
す
ら
漂
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
ヨ
シ

A

ア
の
方
は
、
聖
書
で
は
民
と
の
和
合
の
う
ち
に
心
残
り
も
な
く
別
れ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
詩
で
は
助
け
を
求
め
る
民
の
声
に
対
し
て
、

そ
れ
に
は
い
っ
さ
い
答
え
ず
、

そ
の
後
ろ
姿
に
は
深
い
孤
独
の
影
が
あ
る
。
詩
の
預
言
者
ヨ
シ
ュ
ア
は
、
遠

「
こ
こ
数
年
来
と
お
な
じ
く
沈

黙
し
て
」
山
腹
の
町
へ
と
登
っ
て
ゆ
く
(
最
終
節
)
、

い
先
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
没
落
を
予
感
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
篇
の
詩
の
他
に
も
、
預
言
者
に
は
孤
独
な
姿
が
見

ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
旧
約
聖
書
「
ヱ
レ
ミ
ヤ
書
」
に
よ
る
詩
「
エ
レ
ミ
ヤ
」
の
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
も
、

エ
リ
ヤ
の
詩
と
同
じ
く
、

民
か
ら
の
背
反
と
自
分
の
意
志
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
神
か
ら
の
使
命
の
強
制
と
の
聞
に
立
っ
て
、
悲
壮
感
を
漂
わ
せ
た

深
い
孤
独
の
な
か
に
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
預
言
者
の
役
割
と
か
、
預
言
者
の
置
か
れ
た
内
的
世
界
と
い
っ
た
も
の
を
、
直
接
的
に
で
は
な
い
が
、
様
々
な

比
喰
や
隠
喰
を
用
い
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
詩
を
取
り
挙
げ
て
み
よ
う
。

そ
の
も
の
ず
ば
り
、
「
預
言
者
」
と
い
う
詩
で
あ
る
。
~ 

'-

の
詩
は
、
表
題
に
も
詩
そ
の
も
の
に
も
預
言
者
の
名
前
は
い
っ
さ
い
出
て
こ
な
い
が
、
最
後
の
審
判
の
幻
影
を
告
げ
る
預
言
者
エ
ゼ

キ
エ
ル
の
姿
を
街
悌
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
個
々
の
細
部
の
描
写
が
聖
書
の
そ
れ
と
は
具
体
的
に
対
応
す
る
も
の
で
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「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」

の
お
も
に
五
章
か
ら
八
章
に
あ
た
る
箇
所
が
そ
の
原
像
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

」
れ
は

一九
O
七
年
八
月
中
句
作
の
詩
で
あ
る
。

壮
大
な
幻
影
に
よ
っ
て
大
き
く
見
開
か
れ
、

け
っ
し
て
彼
を
滅
ぼ
し
は
し
な
い
裁
き
の
経
過
か
ら

炎
の
あ
か
り
に
埋
守
」
う
と
照
宮
り
さ
れ
て
|

そ
の
眼
は
濃
い
眉
の
し
た
か
ら
、
凝
視
し
て
い
た
。

そ
し
て
彼
の
内
部
に
は
す
で
に

ま
た
し
て
も
言
葉
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
、

彼
の
言
葉
で
は
な
い
(
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
言
葉
な
ど
何
に
な
ろ
う
、

そ
ん
な
も
の
は
、
ど
ん
な
に
大
事
に
し
て
も
使
い
果
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
)

そ
れ
は
別
の
、
堅
い
、
鉄
片
の
、
石
の
言
葉
で
あ
っ
た
、

そ
れ
を
彼
は
火
山
の
よ
う
に
溶
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、

呪
い
に
呪
う
彼
の
口
を
爆
発
さ
せ
て

そ
の
言
葉
を
噴
き
飛
ば
す
た
め
で
あ
っ
た
。

リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)
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フ『

そ
の
一
方
で
彼
の
額
は
、
犬
の
額
の
よ
う
に
、

主
が
彼
の
額
か
ら
取
り
上
げ
る
も
の
を

じ
っ
と
支
え
て
ゆ
こ
う
と
努
め
て
い
る

主
よ
、
主
よ
、
こ
の
偉
大
な
指
し
示
す
手
に

人
が
み
な
従
っ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
有
る
が
ま
ま
の

主
を
見
つ
け
る
だ
ろ
う
、
憤
怒
せ
る
そ
の
姿
を
。

み

こ

実
は
、
こ
の
「
預
言
者
」
を
初
め
と
し
て
、
次
の
「
エ
レ
ミ
ヤ
」
、
「
亙
女
」
を
含
め
た
計
三
篇
の
詩
の
配
列
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
に
倣
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
七
人
の
預
言
者
と
五
人
の
亙
女

が
並
ん
で
描
か
れ
て
い
て
、

リ
ル
ケ
も
そ
れ
を
手
本
に
し
て
、
天
井
画
に
も
入
っ
て
い
る
預
言
者
エ
ゼ
キ
エ
ル
、
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
、

亙
女
(
亙
女
ク
マ
ナ
?
)
を
詩
集
の
中
で
も
並
べ
て
、
預
言
者
像
の
一
群
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
で
き
る
。
「
預
言
者
」

の
詩
に
つ
い
て
言
え
ば
、
天
井
画
の
預
言
者
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
像
は
、
左
手
に
神
よ
り
授
か
っ
た
巻
物
を
持
ち
、
右
手
を
大
き
く
前
に

差
し
出
し
て
、
か
っ
と
大
き
く
見
開
い
た
眼
で
虚
空
の
な
に
か
を
凝
視
し
て
い
る
姿
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
詩
の
大
き
く
見
開
い
た

凝
視
の
眼
、

「
指
し
示
す
手
」
と
い
っ
た
描
写
に
は
、

そ
れ
か
ら
受
け
た
何
ら
か
の
示
唆
あ
る
い
は
影
響
の
跡
が
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
し
か
と
確
認
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
詩
の
核
心
に
触
れ
る
問
題
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上

関
わ
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。



「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」

は
、
神
の
栄
光
を
表
す
壮
大
な
幻
影
を
見
る
と
い
う
場
面
で
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
、

」
の
預
言
者
は
そ
の

よ
う
な
幻
を
よ
く
見
て
い
て
、
神
の
言
葉
を
直
接
聞
く
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
幻
を
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
場
合
、
幻
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
言
葉
が
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
の
詩
「
預
言
者
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の
特
質
を
凝
縮
し
た
表
現
の
な
か
に
見
事
に
捉
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
四
行
は
、
「
壮
大
な
幻
影
」、

そ
れ
も
「
審
判
の
幻
影
」
を
か
っ
と
見
開
い
た
「
眼
」
で
凝
視
し
て
い
る

預
言
者
の
姿
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
同
時
に
、

そ
れ
を
介
し
て
神
の
言
葉
を
受
け
取
る
と
い
う
行
為
で
も
あ
る
。
や
は
り
、
そ
の
通
り

で
、
次
の
二
行
で
、
「
彼
の
内
部
に
は
す
で
に
/
ま
た
し
て
も
言
葉
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
」

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
む
ろ
ん
、

切

彼
自
身
の
言
葉
が
混
じ
っ
て
い
な
い
、
神
の
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
け
っ
し
て
彼
を
滅
ぼ
し
は
し
な
い
裁
き
」
と
い
う

一
句
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
神
の
言
葉
を
民
に
伝
え
る
と
い
う
行
為
に
お
い
て
は
、

一
切
の
私
心
を
放
棄
し
て
「
神
の
口
」
に
な

り
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
の
怒
れ
る
神
は
、
民
ば
か
り
で
は
な
く
、
預
言
者
を
も
罰
し
、
滅
ぼ
し
た
か

ら
で
あ
る
。
第
二
節
の
、
主
の
言
葉
が
「
別
の
、
堅
い
、
鉄
片
の
、
石
の
言
葉
」

(g仏

2・

Z「
丹
市
一
巴

8
5
5
n
z
-
虫
色
ロ
0
・
)

で

あ
る
と
い
う
の
は
、
神
の
威
力
、
神
の
厳
し
い
意
志
、
あ
る
い
は
人
間
と
は
隔
絶
し
た
神
の
絶
対
的
な
存
在
を
象
徴
す
る
も
の
と
言

え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
「
堅
い
言
葉
」
を
伝
達
す
る
の
に
相
応
し
い
「
口
」
は
、

で
もや

は

真り

のヱ

璽白
百」

者な
の Ei

口〈
& c 

「ぁ E
鉱品乙

ね

のの
口よ
」う

官な
::lき

わ
め
て
頑
丈
な
口
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
預
言
者
の
な
か
の
サ
ウ
ル
」

冨
ロ
ロ
色
白
戸
田
印
刷
『
N
)

と
表
現
し
て
い
る
。
第
三
節
の
二
行
固
ま
で
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
解
釈
が
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
次
の
三
行
目
か
ら
第
四
節
一
行
目
に
か
け
て
の
三
行
は
、
こ
の
詩
だ
け
か
ら
で
は
何
と
も
解
明
の
し
ょ
う
が
な
く
、
何
と

も
不
可
解
な
詩
句
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
む
ろ
ん
、
聖
書
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
る
。

リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)
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ノ、、

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
三
行
の
最
初
に
置
か
れ
た
「
そ
の
一
方
で
」
(
垣
善
Z
E
)
と
い
う
従
属
接
続
詞
は
、
同
時
に
平
行
す
る
状
況
、

ま
た
は
対
比
・
対
立
す
る
状
況
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
以
降
の
描
写
は
、
こ
れ
以
前
の
神
と
預
言
者
と
の
一
体
化
の
描
写
と

「
主
が
彼
の
額
か
ら
取
り
上
げ
る
も
の
」

は
ま
た
別
な
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
知
さ
せ
て
く
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

定
日
:
・4
3∞
号
門
出
。
司
4
0
ロ
8
5
2
里町

-D2ニ
ヨ
ヨ
ゴ
)
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
、
「
彼
の
額
」
が
「
犬
の
額
の
よ
う
に
」
(
三
巾

。
叩
印
国

E
丘
2
2
-
5
0
)
支
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
も
の
と
は
、

い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
?

「
額
」
と
い
う
語
は
、
預
言
者
と

関
係
の
深
い
「
口
」
、
「
眼
」
、
「
手
」
と
は
趣
が
異
な
り
、
知
的
な
働
き
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
点
で
あ
る
種
の
示
唆
を
与
え
て

は
く
れ
る
が
、
対
象
と
な
る
も
の
自
身
の
実
体
を
こ
の
詩
の
内
部
だ
け
か
ら
で
は
、
こ
れ
以
上
具
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

マ
リ
ア
ン
ネ
・
ジ
l
ヴ
ァ

l
ス
が
ず
い
ぶ
ん
昔
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
犬
の
額
の
よ
う
に
」
と
い
う

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

比
喰
か
ら
、
解
明
の
手
掛
り
を
同
じ
『
新
詩
集
』
第
二
部
の

「犬」

(
0
2
F
5
5
と
い
う
詩
に
求
め
る
の
が
、
も
っ
と
も
適
切

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
の
上
で
は
、

ひ
と
つ
の
世
界
の
像
が
た
え
ず

眼
差
し
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
て
は
、
適
用
し
て
い
る
。

た
だ
と
き
お
り
、
密
か
に
、
事
物
が
や
っ
て
来
て
、

彼
の
そ
ば
に
立
つ
の
だ
、

そ
れ
も
彼
が
こ
の
像
を
お
し
分
け
て
行
き
、

ず
っ
と
下
の
ほ
う
で
、
ふ
だ
ん
と
は
異
な
っ
た
彼
と
な
る
と
き
に
。



閉
め
出
さ
れ
て
も
い
ず
、
組
み
入
れ
ら
れ
で
も
い
な
い
で
、

疑
い
を
い
だ
く
か
の
よ
う
に
自
分
の
真
実
を

彼
が
忘
れ
て
し
ま
う
あ
の
像
に
く
れ
て
や
り
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
、
く
り
返
し
く
り
返
し
自
分
の
顔
を

差
し
出
す
の
だ
、
哀
願
で
も
す
る
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど
理
解
し
な
が
ら
も
、
了
解
に
せ
ま
る
と

や
は
り
断
念
し
な
が
ら
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
存
在
を
失
う
だ
ろ
う
か
ら
。

こ
の
詩
は
、
「
預
言
者
」

の
ほ
ぼ
半
月
ば
か
り
前
に
同
じ
パ
リ
で
完
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

ひ
じ
よ
う
に
近
い
、

あ
る
い
は
ほ
と

ん
ど
閉
じ
精
神
状
況
の
も
と
で
生
ま
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

」
の
詩
で
は
、

ま
ず

「
そ
こ
の
上
で
は
」

(
門
目
白

0σ2M)

と
い
う

「
上
部
の
領
域
」
と
「
ず
っ
と
下
の
ほ
う
で
」

(
m
g
N
Z
E
g
)
と
い
う
「
下
部
の
領
域
」
と
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
人

聞
の
住
む
現
実
(
日
常
)
の
世
界
で
、
「
見
る
」
と
い
う
表
象
行
為
に
よ
っ
て
「
世
界
の
像
」

2
2
E
E
〈

O
D
O
E
2
巧

0
5
が

絶
え
ず
更
新
さ
れ
、
変
化
し
て
ゆ
く
世
界
で
あ
る
が
、
後
者
は
中
期
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
真
の
存
在
を
意
味
す
る
、
堅
固
で
永
続
す
る

「
事
物
」

(
U
E
m
)
の
住
む
世
界
で
あ
る
。
人
に
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
犬
は
、
人
間
の
現
実
の
世
界
に
住
み
な
が
ら
も
、

そ
こ
を
脱
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
本
来
の
意
識
に
支
配
さ
れ
な
い
純
粋
な
存
在
に
戻
り
、
事
物
の
世
界
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
現
実
の
世
界
に
半
ば
属
し
な
が
ら
、
と
き
お
り
事
物
の
世
界
に
も
帰
郷
す
る
存
在
。
あ
る
い
は
、
現
実
の
世
界
に
も
属
し
き
れ

リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)
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ζコ

ず
、
事
物
の
世
界
に
も
属
し
き
れ
な
い
存
在
。
両
界
の
中
間
に
あ
っ
て
必
死
に
生
き
よ
う
と
す
る
存
在
、

そ
れ
が
犬
で
あ
る
。
第
二

節
第
二
行
で
、

両
方
の
領
域
か
ら

「
閉
め
出
さ
れ
て
も
い
ず
、

組
み
入
れ
ら
れ
で
も
い
な
い
」

(コ
Fny円
白

巳

印

m州
市
印
↓

[oaoロ
己

コ
0. 

ロ
-nF門

O
F
D
m
o吋
mw
島町一戸一)

と
言
わ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
実
は
、

今
問
題
と
し
て
い
る

「
預
言
者
」

の
箇
所
も
、

預
言
者
が
人
間

(
民
)
と
神
と
の
中
間
に
あ
っ
て
、

仁，

の

「
閉
め
出
さ
れ
て
も
い
ず
、
組
み
入
れ
ら
れ
で
も
い
な
い
」
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
「
額
」
が
「
犬
の
額
の
よ
う
に
」
支
え
て
ゆ
こ
う
と
努
め
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ

の
よ
う
な
「
ど
ち
ら
の
領
域
に
も
属
し
き
れ
な
い
」
と
い
う
意
識
で
あ
ろ
う
。
「
犬
」
の
詩
で
も
最
終
節
で
、
犬
が
「
上
部
の
領
域
」

に
差
し
出
し
て
い
る

「顔」

(の
O
M

山一nyH)
lま

そ
の
世
界
を
理
解
し
、

了
解
す
る
寸
前
ま
で
来
て
、

け
っ
き
ょ
く
断
念
す
る
と
い

ぅ
、
ま
さ
に
預
言
者
の
「
額
」
と
同
じ
よ
う
な
意
識
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
ど
ち
ら
の
領
域
に
も
属
し
き
れ
な
い
」
と
い
う
非
属
の
意
識
、

を
変
え
る
と
、
孤
立
の
意
識
を
、
主
が
彼
の
額
か
ら
い
つ

」
こ
で
、
「
預
言
者
」
の
詩
に
戻
る
と
、

あ
る
い
は
視
点

「
取
り
上
げ
」

て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
?

そ
れ
は
預
言
者
が
、

お
の

れ
の
人
間
と
し
て
の
自
我
を
脱
却
し
て
神
と
一
つ
に
「
結
ぼ
れ
た
」
瞬
間
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
状
態
が
、
こ
の
詩
の
第
一
節
に

描
写
さ
れ
て
い
る
預
言
者
の
悦
惚
の
姿
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
悦
惚
」
(
何
E
5
2
)
の
状
態
を
ジ
l
ヴ
ァ

l
ス
は
、
=
〉
ロ
お
め
で
位
。
F
I

B-ロε
と
い
う
語
源
を
表
す
語
で
呼
び
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
文
字
通
り
「
自
己
の
外
部
へ
と
脱
し
て
い
る
存
在
」
、

つ
ま
り

「
忘
我
」

の
状
態
こ
そ
預
言
者
を
人
間
(
民
)

か
ら
引
き
離
し
、
神
の
領
域
へ
と
参
入
さ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
む
ろ
ん
、

」う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、

犬
が
現
実
を
脱
し
て
事
物
の
世
界
に
参
入
で
き
た
の
が

様
々
な
条
件
が
整
っ
た
恵
ま
れ
た
瞬
時
の
出
来
事
で
、

「
た
だ
と
き
お
り
」

(
ロ
ロ
円
ヨ
白
ロ
n
y
・

し
た
忘
我
の
状
態
と
い
う
も
の
は
、

B
と
)

「
と
き
お
り
」
し
か
可
能
に
な
ら
な
い
も
の
と

言
え
よ
う
。



と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
を
締
め
括
る
隠
喰
、
預
言
者
を
表
す
「
指
し
示
す
手
」

(No-mS宮
内
庁
)
に
触
れ
て
お
こ
う
。
先
に
、
リ
ル

ケ
は
神
と
い
う
も
の
を
愛
の
方
向
や
心
の
方
向
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
い
わ
ば
神
へ
の
「
道
し
る
べ
」
と
も
言
う
べ
き

こ
の
「
指
し
示
す
手
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
心
の
方
向
」
の
形
象
化
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
既
存
の
神
へ
の
信
仰
で
は
な
く
、
「
指

し
示
す
手
」
を
頼
り
に
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
ぞ
れ
が
ど
こ
か
で
神
を
「
発
見
し
-
、
「
経
験
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
詩
人
の
考
え

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
女
性
に
宛
て
て
、
宗
教
や
神
に
つ
い
て
論
じ
た
り
ル
ケ
の
手
紙
に
は

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
信
仰
で
す
っ
て
!

そ
ん
な
も
の
は
な
い
の
だ
、

と
私
は
言
い
た
か
っ
た
ほ
ど
で
す
。
あ
る

の
は
た
だ
|
愛
だ
け
で
す
。
あ
れ
や
こ
れ
や
の
も
の
を
真
実
と
思
い
込
ん
で
い
る
、
こ
う
し
た
心
の
強
制
は
、
こ
れ
を
ふ
つ
う
信
仰

と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
な
ん
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
人
は
ど
こ
か
で
神
を
発
見
し
、

極
度
な
、
途
方
も
な
い
存
在
と
し
て
経
験
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」
こ
う
し
た
考
え
は
、

そ
の
神
を
無
限
な
も
の
と
し
て
、

そ
の
ま
ま
「
預
言
者
」
の
最
後
の
詩

句
を
説
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、
「
犬
」
に
喰
え
ら
れ
た
こ
の

「
預
言
者
」
像
を
作
り
あ
げ
て
い
る
諸
特
性
を
、
も
う
一
度
よ
く
検
討
し
て
み

こ
の
詩
の
鍵
と
も
な
る
重
要
な
言
葉
を
拾
っ
て
み
る
と
「
眼
」
、
「
言
葉
」
、
「
口
」
、
「
額
」
、
「
手
」
と
い
っ
た
も
の
に

な
る
が
、
実
は
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
詩
人
と
い
う
存
在
と
関
係
の
深
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
特
に
「
眼
」
は
、
「
見
る
」
と
い
う
こ

ょ
う
。
ま
ず
、

と
を
創
作
の
中
心
に
す
え
た
中
期
パ
リ
時
代
の
重
要
な
特
性
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
『
新
詩
集
』
の
詩
「
一
九

O
六

年
の
自
画
像
」

3
0
5印
H
E
E
E印
印

己

印

号

B
E
Z
5
-
8
0
)
で
は
、
若
き
詩
人
の
特
徴
を
表
す
も
の
と
し
て
、

「眼」、

「口」、

「
額
」
の
表
情
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
言
葉
」
や
そ
れ
を
綴
る
「
手
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
の
説
明
は
必
要
な
か
ろ

ぅ
。
こ
れ
ら
は
外
的
な
特
徴
を
表
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
次
に
預
言
者
の
置
か
れ
た
位
置
と
か
、
内
的
な
世
界
の
特
質
な
ど
を
見

リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)
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て
み
よ
う
。
預
言
者
は
神
と
人
間
(
民
)
と
の
間
に
あ
っ
て
、
「
犬
」
と
同
じ
よ
う
に
「
ど
ち
ら
の
領
域
に
も
属
し
き
れ
な
い
」
と

い
う
困
難
で
孤
独
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
た
だ
と
き
お
り
」
恵
ま
れ
た
瞬
時
に
、
自
我
を
脱
し
た

「
忘
我
」
の

う
ち
に
神
と
一
つ
に
「
結
ば
れ
て
」
神
の
領
域
へ
と
参
入
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
真
の
預
言
者
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
リ
ル

ケ
が
詩
人
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
位
置
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
預
言
者
の
置
か
れ
た
神
と
人
間
と
の
聞
の
関
係

は
、
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
は
詩
作
と
い
う
芸
術
と
現
実
の
生
活
と
の
聞
に
挟
ま
れ
た
詩
人
の
関
係
で
あ
っ
た
。
パ
リ
に
出
て
来
る
前
年

(
一
九

O
一
年
四
月
)

に
結
婚
し
て
家
庭
を
も
っ
た
り
ル
ケ
に
は
、

い
か
に
こ
の
困
難
な
問
題
を
解
決
す
る
か
と
い
う
大
き
な
課
題

が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
当
時
の
手
紙
の
随
所
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
実
生

活
、
詩
人
、
芸
術
と
い
う
こ
の
三
者
の
関
係
は
、
な
に
も
リ
ル
ケ
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
詩
人
あ
る
い
は
芸
術
家
一
般
に
言
え
る

こ
と
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
の
場
合
、
こ
の
芸
術
家
一
般
の
関
係
の
奥
に
、
実
は
さ
ら
に
リ
ル
ケ
固
有
の
関
係
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
預
言
者
」
の
置
か
れ
た
状
況
が
「
犬
」
の
そ
れ
に
喰
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
身
を
置
く
無
常
の
世
界

(
「
犬
」
の
詩
に
お
け
る
「
上
部
の
領
域
」
)
と
堅
固
で
永
続
す
る
存
在
で
あ
る
事
物
の
世
界
(
「
下
部
の
領
域
」
)
、
こ
の
両
界
に
属
し

き
れ
な
い
詩
人
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
近
代
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
病
弊
が
巣
く
う
世
界
都
市
パ
リ
に
身
を
置
く
リ
ル
ケ
が
、

脅
か
さ
れ
て
い
た
存
在
の
不
安
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、

そ
の
な
か
で

「
事
物
」

の
よ
う
な
堅
固
で
永
続
す
る
詩
、

わ

ば
そ
の
「
事
物
」
と
等
価
な
、
言
語
に
よ
る
堅
牢
な
存
在
を
作
る
と
い
う
創
作
行
為
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
創
作
と
て
、

い
つ
も
可
能
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
詩
人
が
お
の
れ
の
自
我
の
す
べ
て
を
捨
て
去
っ
て
、
対
象
の

そ
れ
と
一
つ
に
結
び
合
え
た
と
き
に
初
め
て
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
恵
ま
れ
た
瞬
時

事
物
の
内
部
へ
と
飛
び
込
み
、

に
相
応
す
る
の
が
、
「
預
言
者
」
の
詩
に
見
ら
れ
た
自
我
を
脱
し
た
「
忘
我
」
の
瞬
間
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
後
に
「
全
数
の
時
間
」



日
常
の
時
間
が
中
断
さ
れ
た
瞬
間
に
現
れ
る
創
造
的
な
時
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時

間
は
、
「
聞
か
れ
た
世
界
。一
と
か
「
世
界
内
部
空
間
」
を
充
た
し
て
い
る
時
間
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
時
間
の
思
想
の
兆
し
は
、
す

と
か
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
と
言
わ
れ
る
、

で
に
『
新
詩
集
』
の
「
日
時
計
の
天
使
」
(
円
〉
ロ

m
o
E
Z
E門

2
0
3
)

や
「
独
身
の
男
」

(
O
m

こ
5
自
g
叩
=
巾
)
に
見
え
始
め
て

(幻
)

い
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
多
く
の
預
言
者
の
詩
に
見
ら
れ
た
孤
独
や
孤
立
し
た
姿
は
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
マ
ル
テ
や
、
そ
の
他

多
く
の
詩
人
の
描
写
に
も
見
ら
れ
る
顕
著
な
特
性
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
も
う
一
度
「
犬
」
の
詩
を
ふ
り
返
っ
て
見
る
と
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
「
犬
」
は
、
芸
術
家
一
般
の
姿
で

あ
り
、

さ
ら
に
詩
人
リ
ル
ケ
自
身
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
詩
か
ら
=
一
カ
月
ば
か
り
後
に
妻
ク
ラ
ラ
へ
次
つ
ぎ
と
書
き
送
ら
れ
た
、

い
わ

ゆ
る
「
セ
ザ
ン
ヌ
書
簡
」
で
は
、
そ
の
あ
ち
こ
ち
で
、
リ
ル
ケ
は
自
己
の
目
指
す
べ
き
理
想
と
し
た
芸
術
家
セ
ザ
ン
ヌ
の
姿
を
犬
に

喰
え
て
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
リ
ル
ケ
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
自
画
像
に
も
犬
の
姿
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
な
る
と
、

預
言
者
、
犬
、
詩
人
(
芸
術
家
)
の
形
象
は
、

そ
の
奥
底
で
実
は
一
つ
の
原
像
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ

る
。
「
セ
ザ
ン
ヌ
書
簡
」
に
は
、
芸
術
家
の
「
仕
事
」
を
「
主
」
な
る
神
に
見
立
て
て
、
芸
術
家
と
い
う
「
犬
」
を
呼
び
寄
せ
、
厳

し
い
試
練
を
与
え
る
と
い
う
、

セ
ザ
ン
ヌ
に
つ
い
て
論
じ
た
実
に
興
味
深
い
一
節
が
あ
る
。

「
セ
ザ
ン
ヌ
は
庭
で
老
い
た
犬
の
よ
う

に
座
っ
て
い
た
。
彼
は
こ
う
し
た
仕
事
の
犬
で
あ
っ
た
、
仕
事
は
犬
を
ま
た
も
呼
び
ょ
せ
、
打
ち
、
飢
え
さ
せ
た
。
し
か
し
、
彼
は
、

お
の
れ
の
す
べ
て
を
な
げ
う
っ
て
こ
の
理
解
し
が
た
い
主
に
仕
え
て
い
た
。
こ
の
主
は
彼
を
日
曜
日
だ
け
、

い
わ
ば
彼
の
最
初
の
所
有
者
の
も
と
へ
帰
す
の
で
あ
っ
た
。」

あ
る
し

「
主
」
、

「

主

」

、

ほ
ん
の
し
ば
ら
く
の
あ

い
だ
神
さ
ま
の
も
と
へ
、

L. 

の

「主」

(
己
巾
門
司
巾
「
吋
)

と
い
う
言
葉

に
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
見
る
と
、

つ
ま
り
主
人
と
い
う
意
味
と
、

つ
ま
り
主
な
る
神
と
い
う
意
味
と
が
込
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
最
初
の
所
有
者
」

が
教
会
の

「神」

で
あ
る
か
ら
、

「
仕
事
」

は
第
二
の
所
有
者
、

つ
ま
り
第
二
の

リ
ル
ケ

『新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)



リ
ル
ケ

『新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)

宮耳

「
神
」
、
比
喰
と
し
て
の
神
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
仕
事
」
と
い
う
「
神
」
を
中
心
に
し
て
、
芸
術
家
と
犬
が
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、

そ
の
神
が
犬
に
与
え
る
「
呼
び
ょ
せ
、
打
ち
、
飢
え
さ
せ
る
」
と
い
う
試
練
は
、
「
エ
リ
ヤ
の
慰
め
」
や
「
エ
レ
ミ
ヤ
」
な
ど
の
詩

に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
神
が
預
言
者
を
呼
び
ょ
せ
、
課
す
る
試
練
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
、
仕
事
と
い
う
神
を

め
ぐ
っ
て
、
芸
術
家
、
犬
、
預
言
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
い
く
え
に
も
重
な
り
あ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

リ
ル
ケ
は
旧
約
聖
書
の
預
言
者
を
素
材
に
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
リ
ル
ケ
固
有
の
預
言

者
像
を
描
い
て
い
る
が
、
実
は
、
そ
の
像
に
は
詩
人
の
、
さ
ら
に
は
当
時
の
詩
人
リ
ル
ケ
そ
の
人
の
姿
が
ひ
そ
か
に
込
め
ら
れ
て
い

「
サ
ム
エ
ル
、

み

こ

の
預
言
者
、
預
言
者
の
没
落
と
い
っ
た
預
言
者
像
、
ま
た
「
亙
女
」
の
預
言
者
像
に
描
か
れ
た
作
品
形
成
の
形
象
、
さ
ら
に
は
「
エ

サ
ウ
ル
の
ま
え
に
現
れ
る
」
に
見
ら
れ
る
真
の
預
言
者
と
偽

る
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
預
言
者
の
な
か
の
サ
ウ
ル
」
、

ス
テ
ル
」
の
姿
に
込
め
ら
れ
た
預
言
者
的
な
特
性
な
ど
に
つ
い
て
、
ま
だ
預
言
者
の
詩
に
つ
い
て
は
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
山

ほ
ど
あ
る
。
し
か
し
、
預
言
者
像
の
核
と
な
る
重
要
な
特
質
は
こ
れ
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
残
し
た
課
題
は
、
ま
た

他
日
を
期
し
た
い
。

i主(
l
)
 

(
2
)
 

一
九
O
八
年
八
月
十
八
日
付
ア
ン
ト
ン
・
キ
y

ベ
ン
ベ
ル
ク
宛
の
手
紙

(
E
Z内冊
一の
2
白
ヨ
ヨ
色
丹
市
∞
ユ
巾
な
・
回
己
・由・

ω・
8
・
)。

ヱ
白
コ
回
田
町
円
四
ロ
門
比

一

-
U
5
2
P白

R
E
m
z
r
g
z
E
m
o
a
-
n
z
F
ω
・A

H
N
『

ベ
!
レ
ン
ト
は
、
第
一
部
完
成
時
の
リ
ル
ケ
の
手
紙
に
当
詩
集
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
は
一
冊
の
書
物
だ
。
つ
ま
り
仕
事
だ
、
ふ
と
訪
れ
て

来
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
、
し
っ
か
り
と
保
持
さ
れ
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
過
渡
期
と
な
る
作
品
だ
。
こ

の
詩
集
を
何
と
名
付
け
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
?
」
(
一
九
O
七
年
八
月
九
日
付
ク
ラ
ラ
・
リ
ル
ケ
宛
の
手
紙
、

E
-
Z
C叩
白
血
ヨ
ヨ
巾

-z



(
3
)
 

回『

-mwF
回己
-M-ω'ωmω
・
)
と
述
べ
て
い
る
筒
所
か
ら
、
「
そ
れ
ゆ
え
仕
事
、
つ
ま
り
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
、
そ

れ
が
訪
れ
て
来
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
保
持
す
る
こ
と
が
、
リ
ル
ケ
自
身
の
言
葉
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
速
詩
の
テ
!
?

で
あ
る
」
公
立
a
-
ω
・
ぉ
・
)
と
い
う
主
題
を
導
き
出
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ミ
ュ
ラ
l
は
、
『
新
詩
集
』
の
構
成
と
い
う
も
の
を
言
語
構
造
の
多
様
性
の
な
か
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
す

る
研
究
の
な
か
で
、
ベ

l

レ
ン
ト
の
取
っ
た
研
究
方
向
の
間
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
(
さ

0
5
H
S同
三

E
Z『・河内
E

R
玄
R
E

河口
Z
w
印
3
Z
m
c
m
C巾内
H
W
Z
丹市Jω・

A
F

『・)。

∞
江
間
宗
門
冊
目
、
.
回

S
門出巾回、・

m
F白
-m
z
r
g
Z叩
巳
叩
の
巾
己
REm-ω
・
-m
-

切吋白色戸叩可一

-σ
』内回・・

ω・
ω-ー

ω印・

『
キ
リ
ス
ト
教
大
事
典
』
の
「
預
言
者
」
の
項
目
参
照
。

浅
野
順
一
『
旧
約
聖
書
を
語
る
』
九
七
頁
参
照
。

、叶曲目門町四ロ
-mHFroロ
河
m
Z伺昨
O
ロ
ロ
ロ
乱
、
円
『
回
目
。
-om芯
・
図
。
?
∞
-
-hp.『

玄
巳
}
叩
『
ぃ

-zp.ω
.8

町
・

玄
E
Z『一

F
E
-
∞
・
8
『・

こ
の
独
訳
の
文
は
ル
タ
l
訳
に
よ
る
一
九
六
四
年
刊
の

E
Z
Eヨ
岳
E
aを
使
用

(ω
・
ω8
・)。

冒
頭
の
二
行
に
こ
う
歌
わ
れ
て
い
る
(
月

2
5・
ω
ヨ
E
・ケ

ω
印

ON--

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(ω) 
(
日
)

(ロ)

そ
し
て
彼
ら
は
神
を
み
ず
か
ら
の
内
部
に
た
く
わ
え
、

そ
し
て
神
が
存
在
し
、
裁
く
よ
う
に
と
望
ん
だ
。

(
日
)

(
凶
)

河
口
宮
一
∞
巧
∞
a
.m.ω'

由

ω斗・

神
に
対
す
る
「
信
仰
」
を
「
神
へ
の
強
制
」
と
し
て
否
定
し
、
神
ま
た
は
宗
教
を
「
心
の
方
向
」
(
町
田
口
市
窓
口

Z
Cコ
伺
号
印
国
四
円

N
S印)

と
し
て
捉
え
る
、
リ
ル
ケ
の
神
や
宗
教
に
関
す
る
思
想
は
、
一
九
一
二
年
十
二
月
二
十
八
日
付
イ
ル
ゼ
・
ブ
ル

1
メ
ン
タ
l
ル
H

ヴ
ア
イ

ス
宛
の
手
紙
完
三
内
叩

・
の
巾
包
ヨ
ヨ
色
丹
市
国
ユ
刊
な
-
∞
a・印
・
ω・
芯

1a
-)に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
預
言
者
」
の
詩
が
生
ま
れ
る
元
と
な
っ
た
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の
箇
所
を
、
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
は
三
章
と
五
章
と
推
定
し
(
寄
包
'

(
河
川
)

リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)

三三



リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
を
め
ぐ
る
考
察
(
一
)

フ『

(
凶
)

(
げ
)

(
問
)

(

川

口

)

(
初
)

(
幻
)

(
幻
)

-3
・
刃
包
ロ
ミ

FAR-白
河
口

r
2
0
2
Z
2
2
の
a
-
n
Z叩
自
己
巾
司
叩
円
、
『
巾
ロ
・
∞

-mN
・
)
、
ア
ウ
グ
ス
ト
・
シ
ュ
タ
l
ル
は
五
八
章
と
し
て

い
る
(
〉
己
同
一
己
己

ω
S
F汁
豆
一
宵
巾
1
穴

o
s
s
g
g「
N
z
g
qュ
2
2
3
さ

2
F
∞
-MN∞
・
)
。
し
か
し
、
後
者
の
方
が
憤
怒
せ
る
神
に
つ
い

て
は
詩
の
原
像
を
よ
り
よ
く
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
る
が
、
ど
ち
ら
の
箇
所
も
当
詩
の
個
々
の
描
写
に
は
ま
っ
た
く
具
体
的
に
対

応
す
る
も
の
で
は
な
い
。

∞円白色

-m可
一
刃
包
口
市
岡
・
玄
白
コ
白
河
口
宵
巾
印
口
市
『

ZmE巾
ロ
の
巾
【
出

n
y
Z
白
ロ
己
叩
円
巾
門
叶

arω
印{〕・

『
旧
約
聖
書
略
解
』
に
は
、
「
幻
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
の
特
徴
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
八
二
六
頁
参
照
)
。

玄白『

g
ロロ四

2
2四
円
印
川
口
芯

z
z
-
R
7
2
玄
OZ〈
何
百
円
凶

R
U
W
F
E口
同
河
包
ロ
巾
吋
玄
白
円

S
E
-
-内叩
Pω
・
g-

冒
頭
五
行
の
草
稿
が
一
九

O
七
年
六
月
末
に
パ
リ
で
書
か
れ
、
詩
全
体
は
ほ
ぼ
一
カ
月
後
の
七
月
三
十
一
日
に
同
じ
パ
リ
で
完
成
し
た
。

ω』巾〈叩吋印
.-σ-(】
.ω.
印由・

注
(
H
H
)

と
閉
じ
手
紙
(
二
)
ス
】
a-
∞

-a『)。

拙
稿
「
『
C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
リ
ル
ケ
の
中
期
か
ら
晩
年
へ
の
詩
墳
の
展
開
(
そ
の
一
二
)
」
(
「
ド
イ
ツ

文
学
研
究
」
京
都
大
学
教
養
部
、
報
告
第
二
三
号
(
一
九
七
七
年
)
所
収
)
参
照
。

「
日
時
品
川
の
天
使
」
に
つ
い
て
は
、
注
(
幻
)
の
拙
稿
六
七
七

O
頁
参
照
。
ま
た
「
独
身
の
男
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
リ
ル
ケ
の

「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)
」
(
「
ド
イ
ツ
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