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ー
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詩
編
解
釈
に
お
け
る
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情
動
〉
に
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o
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の
意
味

　
表
題に
掲
げ
た
「
情
動
」
は
、
ラ
テ
ン
語
の
既
け
o
け
拐
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
誌
Φ
。
の
に
当
た
る
も
の
で
、
そ
の
日
本
語
の
訳
語
は
い
ま
だ
確

　
　
　
　
　
ハ
よ

定
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
国
訟
8
け
二
ω
と
対
置
さ
れ
る
ぎ
け
巴
Φ
9
話
が
「
知
性
」
や
「
理
解
」
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
既
h
Φ
o
言
ω
が
「
情
」

を
含
意
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
既
h
Φ
9
⊆
ω
は
語
源
的
に
接
頭
辞
巴
と
貯
o
臼
Φ
の
完
了
分
詞
富
9
β
ω
か
ら
の
合
成
語
と
し
て
、

他
か
ら
の
は
た
ら
き
を
受
け
て
「
あ
る
方
向
へ
動
か
さ
れ
た
こ
と
」
を
含
意
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
論
で
は
、
「
情
」
と
「
動
か
さ
れ
た
こ
と
」

を
結
び
つ
け
、
「
情
動
」
を
四
掩
Φ
9
拐
の
一
応
の
日
本
語
訳
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
「
受
動
性
」
が
十
分
示
さ
れ
ず
、
ま
た
神
学
的
意

味
で
の
霊
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
表
さ
れ
な
い
。
ル
タ
ー
に
お
け
る
四
自
Φ
9
二
ω
の
意
味
の
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
論
の

意
図

であ
り
、
そ
の
訳
語
や
関
連
語
、
お
よ
び
そ
の
用
法
を
考
察
す
る
。

　
ギリ
シ
ア
古
典
で
は
人
間
の
基
本
的
情
動
と
し
て
、
喜
び
（
5
c
。
。
三
）
、
悲
し
み
（
ま
塁
）
、
願
い
（
俸
§
ぎ
艮
9
）
、
恐
れ
（
曾
O
。
の
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

四

つ
があ
げ
ら
れ
て
い
る
。
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編
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新約
聖
書
で
は
ギ
リ
シ
ア
語
暮
①
。
の
も
、
ラ
テ
ン
語
訳
鉱
h
Φ
9
拐
も
、
罪
に
関
わ
る
限
定
的
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

「
情動
」
は
用
語
と
し
て
は
聖
書
的
な
用
語
と
言
え
な
い
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
上
で
は
「
情
動
」
は
、
「
信
仰
」
、
「
希
望
」
、
「
愛
」

と
の
密
接
な
関
わ
り
に
お
い
て
展
開
し
、
内
容
と
し
て
は
き
わ
め
て
聖
書
的
概
念
と
言
え
る
。
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ルタ
ー
は
こ
の
概
念
を
と
く
に
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
両
教
父
も
ル
タ
ー

も
こ
の
概
念
を
聖
書
中
と
く
に
詩
編
の
解
釈
に
お
い
て
多
く
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
情
動
が
詩
編
の
中
に
、
用
語
的
に
で
は
な
い
が
内
容

的
に
最
も
多
く
含
ま
れ
、
詩
編
を
歌
う
こ
と
を
と
お
し
て
最
も
よ
く
情
動
が
伝
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

本
論
も
「
詩
編
解
釈
に
お
け
る
」
と
い
う
限
定
に
お
い
て
論
じ
る
。
そ
の
際
「
詩
編
」
と
同
時
に
「
解
釈
」
に
も
重
き
が
置
か
れ
る
。
詩

編
の
解
釈
の
た
め
に
情
動
は
不
可
欠
で
あ
り
、
情
動
を
も
っ
て
は
じ
め
て
詩
編
は
真
に
解
釈
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
情
動
そ
の
も
の
は

詩
編
解釈
に
限
定
さ
れ
な
い
、
幅
広
い
人
間
学
的
お
よ
び
神
学
的
概
念
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
詩
編
解
釈
と
の
関
わ
り
に
限
定
し
て
考
察

する
。　

ルタ
ー
の
第
一
回
詩
編
講
義
と
第
二
回
詩
編
講
義
を
通
し
て
、
情
動
が
詩
編
解
釈
方
法
の
要
因
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
両
講
義

の間
に
な
さ
れ
た
パ
ウ
ロ
書
簡
講
義
で
は
、
情
動
は
解
釈
方
法
の
要
因
と
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
一
五
三
〇
年
以
降
の
後
期
の
詩

編
講義
で
は
も
は
や
情
動
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
　ア
タ
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シ
ウ
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の
情
動
理
解
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ルタ
ー
は
詩
編
解
釈
に
関
連
す
る
情
動
理
解
を
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
の
『
詩
編
の
解
釈
の
た
め
に
マ
ル
ケ
リ
ヌ
ス
に
宛
て
た
手
紙
』
か
ら
学



んだ
。
同
書
で
は
聖
書
中
の
詩
編
と
詩
編
以
外
の
書
と
の
対
比
を
と
お
し
て
、
詩
編
の
特
別
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
詩
編
の
書
は
、
あ

る
独
自
の
魅
力
と
観
察
に
値
す
る
あ
る
卓
越
性
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
詩
編
の
書
は
他
の
書
と
関
連
し
た
共
通
の
性
質
の
他
に
、

ま
た
詩
編
だ
け
に
固
有
の
驚
嘆
す
べ
き
特
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
詩
編
の
書
は
個
々
の
心
の
動
き
を
も
持
つ
」
（
勺
O
b
。
8
b
。
ρ
O
）
と
言

う
。
こ
こ
で
言
う
「
心
の
動
き
」
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
く
e
§
の
§
ぐ
5
覧
養
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
情
動
に
当
た
る
。
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
は
詩
編
の

特
別性
ま
た
卓
越
性
を
情
動
に
見
て
い
る
。

　こ
の
情
動
が
何
に
由
来
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
ず
詩
編
の
特
性
と
し
て
主
題
の
全
体
性
と
音
楽
性
と
を
挙
げ
る
。
本
書
の

は
じ
め
に
聖
書
各
書
が
個
々
に
持
つ
主
題
、
す
な
わ
ち
天
地
創
造
や
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
、
律
法
、
預
言
を
挙
げ
た
後
に
、
詩
編
の
特
性
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ゑ

を
挙
げ
、
詩
編
は
あ
た
か
も
聖
書
全
体
の
「
ひ
な
型
（
養
で
＆
。
。
δ
。
の
）
」
の
よ
う
に
そ
れ
ら
す
べ
て
の
主
題
を
自
ら
の
主
題
と
し
て
保
持
し
、

か
つそ
れ
ら
を
歌
に
よ
っ
て
告
げ
る
と
言
う
（
℃
O
b
。
8
H
卜
。
”
0
）
。
そ
し
て
霊
に
よ
っ
て
聖
書
へ
ま
と
め
ら
れ
た
各
書
は
「
霊
の
同
一
の
協

和
音

（q
妄
書
く
貯
）
」
（
℃
O
卜
。
メ
H
8
U
）
を
成
す
と
言
う
。
結
局
、
詩
編
の
特
性
は
、
主
題
の
固
有
性
で
な
く
、
語
り
方
の
固
有
性
に
あ

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
聖
書
の
他
の
書
に
お
い
て
は
散
文
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
音
楽
的
に
歌
う
こ
と
に
あ
る
と
言
う

（勺
∩
甲
b
o
刈
噌
b
o
O
”
切
）
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
主
題
の
全
体
性
と
音
楽
性
の
関
係
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
詩
編
に
お
け
る
歌
と
情
動
の
関
係

も
明
ら
か
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　さ
ら
に
彼
は
詩
編
の
特
性
と
し
て
実
行
性
を
挙
げ
る
。
「
詩
編
以
外
の
書
に
お
い
て
は
、
何
を
す
べ
き
で
あ
り
何
を
す
べ
き
で
な
い
か
を
、

律法
が
命
じ
て
い
る
の
を
人
は
た
だ
聞
く
だ
け
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
詩
編
の
書
に
お
い
て
は
、
だ
れ
で
あ
れ
こ
れ
ら
の
こ
と
を
聞
い
て

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
そ
の
人
自
身
の
心
の
動
き
を
詩
編
の
中
で
知
り
、
ま
た
教
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
人
が
経

験
す
る
苦
難
と
そ
の
苦
難
に
よ
る
抑
圧
に
従
っ
て
、
詩
編
自
身
か
ら
言
葉
の
像
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
詩
編
を
聞
く
人

ルタ
ー
の
詩
編
解
釈
に
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に
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一
二〇

は
単
に
苦
難
を
逃
れ
る
だ
け
で
な
く
、
苦
難
を
癒
す
た
め
に
言
葉
で
も
行
い
で
も
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
も
学
ぶ
。
た
し
か
に

詩
編
以外
の
書
に
も
悪
を
禁
じ
て
い
る
言
葉
は
あ
る
。
し
か
し
詩
編
で
は
ど
の
よ
う
に
悪
が
避
け
ら
れ
る
べ
き
か
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
悔
い
改
め
が
命
じ
ら
れ
る
。
悔
い
改
め
と
は
罪
を
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
編
に
は
ど
の
よ
う
に
悔
い
改
め
る
べ
き
か
、
悔
い

改め
に
お
い
て
ど
ん
な
言
葉
を
語
る
べ
き
か
が
刻
ま
れ
て
い
る
」
（
℃
O
N
メ
N
ρ
U
幽
γ
諺
）
。
こ
こ
で
は
詩
編
が
単
に
言
葉
で
命
じ
る
だ
け

で
なく
、
コ
言
葉
の
像
。
（
゜
。
銘
含
昌
く
ま
く
8
。
＜
）
」
に
よ
っ
て
実
行
を
引
き
起
こ
す
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
詩
編
で
は
単
に
聞
く
だ
け
で
な
く
、

実行
へ
ま
で
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
「
教
え
ら
れ
」
ま
た
「
学
ぶ
」
と
言
わ
れ
る
。

　ま
た
詩
編
は
そ
れ
を
歌
う
者
自
身
の
心
の
動
き
を
映
す
鏡
（
　
ピ
o
o
↑
q
o
目
d
℃
O
く
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
詩
編
は
そ
れ
を
歌

う
者
に
と
っ
て
、
自
身
と
自
身
の
心
の
動
き
を
そ
こ
に
お
い
て
観
察
す
る
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
、
た
し
か
に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ

る
」
（
℃
O
b
。
メ
N
倉
b
d
－
O
）
。
詩
編
は
他
者
に
つ
い
て
客
観
的
状
況
を
語
る
書
で
な
く
、
歌
う
者
自
身
の
心
の
動
き
を
語
る
と
言
わ
れ
る
。
「
詩

編
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
を
聞
く
人
は
、
そ
の
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
た
か
も
自
分
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
る
」

（℃O
b
。
8
N
卜
O
）
。
「
詩
編
五
〇
編
は
、
あ
た
か
も
彼
自
身
の
悔
い
改
め
の
言
葉
を
提
供
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
…
…
あ
る
人
が
詩
編
を

歌う
と
き
、
だ
れ
か
他
者
で
は
な
く
、
彼
自
身
が
迫
害
を
受
け
る
か
の
よ
う
に
、
こ
う
し
て
心
が
動
か
さ
れ
、
こ
う
し
て
詩
編
の
言
葉
が

自
分
の
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
神
に
向
か
っ
て
歌
う
」
（
剛
O
N
メ
b
。
♪
9
∪
）
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
は
、
聖
霊
が
詩
編

を
作
成
し
た
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
結
局
、
ど
の
詩
編
も
聖
霊
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ど
の
詩
編
に
お
い
て

も
わ
れ
わ
れ
の
心
の
動
き
が
理
解
さ
れ
る
」
（
H
）
∩
甲
b
こ
刈
℃
b
⊃
腿
℃
H
）
）
。
詩
編
も
聖
書
の
他
の
書
も
共
に
聖
霊
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
聖
書
全

体
の統
一
（
勺
O
雪
§
U
）
と
、
詩
編
が
心
の
動
き
を
表
す
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
根
拠
で
あ
る
（
勺
O
b
。
8
N
声
∪
）
。

　
以
上
の引
用
か
ら
、
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
の
情
動
理
解
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
う
る
。
情
動
は
聖
書
中
と
く
に
詩
編
に
お
い
て
理
解
さ



れる
。
詩
編
は
他
の
書
が
論
じ
て
い
る
の
と
同
じ
主
題
を
持
つ
が
、
そ
れ
を
歌
う
と
い
う
特
別
性
を
持
つ
。
聖
書
の
他
の
書
が
命
じ
て
い

る
こ
と
を
、
詩
編
は
実
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
動
を
生
み
出
す
。
詩
編
が
読
み
手
の
鏡
と
な
り
、
詩
編
の
言
葉
が
読
み
手
自
身
の
言

葉
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
編
は
読
み
手
に
情
動
を
生
み
出
す
。
そ
の
言
葉
も
情
動
も
本
来
聖
霊
に
由
来
す
る
。
こ
れ
が
ア
タ
ナ
シ
ウ

ス
の
、
詩
編
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
情
動
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
ル
タ
ー
に
お
い
て
、
と
く
に
第
二
回
詩
編
講
義
に
受
け
継
が
れ

て

いる
。

　
　
　
　
　
三
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
情
動
理
解
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ルタ
ー
が
学
ん
だ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
の
う
ち
、
『
神
の
国
』
の
第
九
巻
と
第
十
四
巻
に
情
動
に
つ
い
て
の
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
第
九
巻
第
四
章
で
は
ペ
リ
パ
ト
ス
派
と
ス
ト
ア
派
の
情
動
理
解
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
ギ
リ
シ
ア
語
の

録
Φ
ゴ
、
ラ
テ
ン
語
の
鋤
敗
Φ
o
ε
ω
、
既
h
Φ
o
試
o
、
O
①
冨
霞
び
9
。
口
o
、
窓
ω
ω
δ
は
い
ず
れ
も
心
の
動
き
（
鋤
巳
昌
P
同
5
P
O
ゴ
」
ω
）
を
表
す
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
ペ
リ
パ
ト
ス
派
に
と
っ
て
心
の
動
き
は
、
理
性
に
よ
っ
て
中
庸
が
保
た
れ
る
限
り
「
良
い
も
の
（
び
o
昌
9
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ

れ
に

対し
ス
ト
ア
派
に
と
っ
て
心
の
動
き
は
、
理
性
に
従
っ
て
い
る
賢
者
に
は
起
こ
り
え
な
い
悪
徳
と
見
な
さ
れ
る
。
両
派
い
ず
れ
に
お

い
ても
、
情
動
そ
れ
自
身
は
徳
で
な
い
点
で
共
通
し
て
い
る
（
勺
思
H
b
α
G
。
）
。
こ
れ
に
対
し
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
情
動
は
、
必
ず
し
も

悪徳
へ
導
く
も
の
で
な
く
、
徳
へ
訓
練
し
う
る
も
の
で
も
あ
る
（
℃
ぱ
H
b
①
H
）
。
す
な
わ
ち
怒
っ
た
り
、
悲
し
ん
だ
り
、
恐
れ
た
り
、
同

情
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
心
の
動
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ス
ト
ア
派
が
考
え
る
よ
う
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
称

賛
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
さ
え
あ
り
う
る
（
℃
慰
H
b
①
H
退
8
猛
H
。
。
）
。
た
だ
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
も
情
動
は
、
人
間
の
堕
罪
の

ルタ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
〈
情
動
〉
に
つ
い
て
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
＝



一
二
二

結
果
心
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
罪
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
（
℃
に
H
退
O
O
藁
罵
）
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
情

動
は

宗
教
的
に

単純
に
良
い
も
の
で
も
悪
い
も
の
で
も
な
く
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
的
両
義
性
は
音
楽
論
に
お
い
て
詳
細
に

論じ
ら
れ
て
い
る
。
『
告
自
』
第
十
巻
三
十
三
章
で
「
耳
の
快
楽
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
、
音
楽
に
お
け
る
情
動
と
理
性
の
関
係
、

およ
び
そ
の
関
係
に
よ
る
音
楽
の
宗
教
的
両
義
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
音
楽
の
宗
教
的
両
義
性
と
は
、
音
楽
が
救
い
へ

導
く
効
果
を
持
つ
か
、
あ
る
い
は
罪
へ
導
く
誘
惑
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
『
告
白
』
第
十
巻
二
十
九
章
以
下
で
、
神
へ
の

愛
か
ら
人
間
の
心
を
逸
ら
せ
る
こ
の
世
の
様
々
な
快
楽
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
℃
］
［
Q
o
b
O
”
刈
㊤
①
龍
゜
）
。
肉
の
快
楽
、
食
欲
の
快
楽
、
嗅
覚
の
快

楽
、
目
の
快
楽
と
並
ん
で
、
耳
の
快
楽
と
し
て
の
音
楽
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
自
分
の
経
験
か
ら
も
、
聖
書
の

言
葉
は
歌
わ
れ
な
い
よ
り
歌
わ
れ
る
方
が
よ
り
強
く
心
を
揺
り
動
か
し
、
よ
り
熱
烈
に
敬
慶
の
炎
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
と
言
う
（
旧
い
゜
。
b
。
噂

謬
㊤
）
。
し
か
し
心
を
動
か
す
の
は
歌
自
身
よ
り
む
し
ろ
歌
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
内
容
で
あ
る
と
言
う
。
歌
自
身
を
受
け
と
め
る
の
は

感覚
で
あ
る
が
、
歌
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
内
容
を
受
け
と
め
る
の
は
理
性
で
あ
る
と
言
う
。
感
覚
は
理
性
の
後
に
つ
い
て
従
わ
な
け

れ
ば
なら
な
い
の
に
、
感
覚
が
理
性
よ
り
先
走
り
、
理
性
を
導
こ
う
と
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
理
性
が
受
け
と
め
る
歌
の
意
味
内
容
よ
り
、

感覚
が
受
け
と
め
る
歌
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
心
動
か
さ
れ
る
と
き
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
と
言
う
（
℃
い
G
。
b
。
為
⑩
㌣
゜
。
8
）
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
内
的
理
性
と
外
的
感
覚
の
問
の
秩
序
の
転
倒
が
罪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
感
覚
を
抑
え
、
歌
自
身
で
な
く
歌

の

意
味内
容
に
注
意
を
向
け
る
た
め
に
、
教
会
か
ら
音
楽
を
取
り
去
り
、
詩
編
を
歌
う
の
で
な
く
声
の
調
子
の
変
化
を
抑
え
て
朗
読
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
も
生
じ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
教
会
に
お
け
る
音
楽
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
者
と
し
て
ア
ウ
グ

ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
（
℃
U
。
。
N
噛
。
。
O
O
）
、
上
述
の
『
詩
編
の
解
釈
の
た
め
に
マ
ル
ケ
リ
ヌ
ス
に
宛
て
た
手

紙
』
で
見
た
よ
う
に
、
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
も
歌
を
詩
編
の
特
性
と
し
て
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ほ
ど



歌
と
情
動
の
関
係
を
直
接
的
に
は
論
じ
ず
、
む
し
ろ
情
動
の
根
拠
を
、
聖
霊
が
詩
編
に
預
言
や
律
法
や
歴
史
を
告
げ
る
務
め
を
授
与
し
た

こ
と
の
中
に
置
い
て
い
る
。
他
方
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
教
会
に
お
け
る
音
楽
の
積
極
的
評
価
（
音
楽
の
救
済
的
効
果
）
と
否
定
的
評

価

（快楽
へ
の
危
険
）
の
間
で
揺
れ
な
が
ら
、
彼
自
身
が
経
験
し
た
音
楽
の
救
済
的
効
果
の
絶
大
さ
ゆ
え
に
、
教
会
に
お
け
る
音
楽
是
認

の方
へ
傾
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
告
白
』
第
九
巻
六
章
で
、
か
つ
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
が
教
会
の
賛
美
歌
を
聞
い
て
激
し
く
感

動
し
、
涙
を
流
し
、
神
の
言
葉
を
心
に
受
け
入
れ
た
と
告
白
し
て
い
る
（
℃
い
ω
b
。
為
①
㊤
）
。
ま
た
第
十
巻
三
十
三
章
で
、
音
楽
の
よ
う
な
感

覚
的

外
的
要因
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
な
い
強
い
人
と
自
分
を
対
比
し
、
自
分
の
よ
う
な
弱
い
精
神
の
持
ち
主
に
も
音
楽
に
よ
っ
て
敬
度
の

感情
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
告
白
し
て
い
る
（
剛
い
゜
。
b
。
”
°
。
O
O
）
。

　
ルタ
ー
は
以
上
の
よ
う
な
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
お
よ
び
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
情
動
理
解
を
学
び
な
が
ら
、
彼
独
自
の
情
動
理
解
を
彼
の
詩

編
講義
に
お
い
て
示
し
て
い
る
。

四

ルタ
ー
の
情
動
理
解

　
ルタ
ー
は
第
一
回
詩
編
講
義
の
グ
ロ
ッ
サ
序
文
の
冒
頭
で
、
パ
ウ
ロ
の
コ
リ
ン
ト
信
徒
へ
の
手
紙
一
、
一
四
章
一
五
節
の
「
わ
た
し
は

霊
に
よ
っ
て
詩
編
を
歌
い
、
理
性
に
よ
っ
て
も
詩
編
を
歌
お
う
」
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
「
霊
に
よ
っ
て
詩
編
を
歌
う

と
は
、
霊
的
な
献
身
と
情
動
に
よ
っ
て
詩
編
を
歌
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
だ
肉
だ
け
で
詩
編
を
歌
う
者
た
ち
に
反
対
し
て
言
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
肉
だ
け
で
詩
編
を
歌
う
者
た
ち
に
は
二
通
り
あ
る
。
第
一
は
散
漫
な
飽
き
た
心
で
、
た
だ
舌
と
口
だ
け
で
歌
う
者
た
ち
で
あ

る
。
第
二
は
た
し
か
に
喜
ば
し
い
献
身
的
な
心
で
歌
い
は
す
る
が
、
し
か
し
む
し
ろ
肉
的
に
楽
し
む
者
た
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
少
年
た

ルタ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
〈
情
動
〉
に
つ
い
て
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三



一
二
四

ち
が
よ
く
や
る
よ
う
に
、
神
へ
高
め
ら
れ
る
べ
き
霊
の
意
味
や
果
実
に
は
配
慮
し
な
い
で
、
声
、
音
、
楽
器
、
合
奏
を
楽
し
む
者
た
ち
で

あ
る
。　同

様
に
、
理
性
に
よ
っ
て
詩
編
を
歌
う
と
は
、
霊
的
理
解
に
よ
っ
て
詩
編
を
歌
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
も
同
じ
く
二

通り
の
者
た
ち
が
対
立
し
て
い
る
。
第
一
は
、
修
道
女
が
詩
編
を
読
む
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
分
が
詩
編
を
歌
っ
て
い
る
内
容
に
つ
い

て何
も
理
解
し
て
い
な
い
者
た
ち
で
あ
る
。
第
二
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
詩
編
を
キ
リ
ス
ト
抜
き
の
旧
約
の
歴
史
に
常
に
当
て
は
め
て
い

る
よ
う
に
、
詩
編
に
お
い
て
肉
的
理
解
を
持
つ
者
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
は
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
聖
書
を
理
解
す
る
た
め
に
、

彼
ら
の
理
性
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
。

　し
か
し
よ
り
多
く
の
場
合
、
霊
が
理
性
を
、
情
動
が
理
解
を
照
ら
す
。
否
、
逆
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
霊
は
照
ら
す
光
が
あ
る
と
こ
ろ

へ高
め
、
他
方
、
理
性
は
そ
の
場
所
を
情
動
に
示
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
霊
も
理
性
も
両
方
必
要
で
あ
る
。
た
だ
高
め
る
霊
の
方
が

よ
り
必
要
で
あ
る
」
（
壽
ω
レ
H
る
山
㊤
）
。

　
「
霊
に
よ
っ
て
」
す
な
わ
ち
「
霊
的
な
情
動
に
よ
っ
て
」
歌
う
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
と
き
、
同
時
に
、
霊
に
よ
ら
ず
に
「
肉
に
よ
っ
て
」

歌う
こ
と
が
反
対
さ
れ
る
。
「
肉
に
よ
っ
て
」
歌
う
を
、
ル
タ
ー
は
二
重
の
意
味
で
説
明
し
て
い
る
。
一
つ
は
「
単
に
舌
と
口
だ
け
で
」
歌

い
、
「
散
漫
な
飽
き
た
心
で
」
喜
び
無
し
に
歌
う
場
合
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
た
し
か
に
「
喜
ば
し
い
心
で
」
歌
う
が
、
し
か
し
肉
的
な
喜

び

であ
り
、
ち
ょ
う
ど
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
耳
の
快
楽
に
つ
い
て
、
歌
の
意
味
内
容
に
よ
ら
ず
歌
自
身
に
よ
っ
て
心
が
動
か
さ
れ
る
こ

と
を
罪
と
し
て
断
じ
て
い
る
場
合
に
当
た
る
。

　
他方
「
理
性
に
よ
っ
て
」
歌
う
と
は
、
歌
の
意
味
内
容
を
理
性
に
よ
っ
て
理
解
し
て
歌
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
詩
編
に
割
り
当
て
ら

。
れ
た
役
割
を
理
解
す
る
こ
と
を
勧
め
る
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
に
も
、
歌
の
意
味
内
容
を
理
解
し
て
歌
う
こ
と
を
勧
め
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に



も
合
致
し
た
歌
い
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
す
る
歌
い
方
と
し
て
、
修
道
女
の
歌
い
方
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
女
子
の
学
校
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

が
行
わ

れ
て

いな
か
っ
た
た
め
に
、
ラ
テ
ン
語
の
歌
詞
を
理
解
し
な
い
修
道
女
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
「
キ

リ
ス
ト
抜
き
」
に
歌
う
場
合
も
、
本
来
詩
編
が
言
お
う
と
し
て
い
る
意
味
内
容
か
ら
逸
脱
し
て
歌
う
ゆ
え
に
、
理
性
に
よ
ら
な
い
歌
い
方

と
し
て
批
判
さ
れ
る
。

　こ
の
パ
ウ
ロ
か
ら
の
引
用
文
で
は
、
教
会
の
た
め
に
は
霊
に
よ
っ
て
異
言
を
語
る
よ
り
、
理
性
に
よ
っ
て
預
言
を
語
る
方
を
よ
り
強
く

勧
め
て
い
る
。
し
か
し
ル
タ
ー
は
こ
の
解
説
の
最
後
で
、
「
霊
も
理
性
も
両
方
が
必
要
で
あ
る
が
、
霊
の
方
が
よ
り
必
要
で
あ
る
」
と
言
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
霊
に
よ
る
情
動
の
方
を
強
調
し
て
い
る
。

　
ルタ
ー
に
お
い
て
も
、
霊
に
よ
る
情
動
と
、
肉
に
よ
る
情
動
が
対
立
関
係
に
あ
り
、
前
者
が
勧
め
ら
れ
、
後
者
が
抑
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
情
動
の
両
義
性
に
つ
い
て
ル
タ
ー
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
歌
詞
を
理
解
す
る
理
性
よ
り
「
霊
の
方
が

よ
り
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
点
で
は
、
ル
タ
ー
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
上
に
情
動
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
自
ら
の
経
験
の
反
省
に
よ
っ
て
音
楽
の
宗
教
的
両
義
性
を
認
め
、
音
楽
の
使
用
に
慎
重
で
あ
る
の
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
聖
書

に
基
づ
く
信
仰
の
本
質
論
か
ら
情
動
の
必
然
性
を
論
じ
、
信
仰
か
ら
自
ず
と
温
れ
出
る
身
体
の
声
ま
た
音
楽
に
つ
い
て
積
極
的
に
論
じ
る
。

こ
の
点
で
ル
タ
ー
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
相
違
を
意
識
し
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
第
二
回
詩
編
講
義
の
詩
編
三
編
五
節
「
わ
た
し
は

わ
た
し
の
声
を
も
っ
て
主
に
呼
ば
わ
っ
た
」
に
つ
い
て
の
註
解
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
詩
編
註
解
』
に
お
い
て
、
こ
の
箇
所

の

「わ
た
し
の
声
」
を
、
人
間
に
向
け
ら
れ
た
響
き
と
し
て
の
「
身
体
の
声
」
で
な
く
、
神
に
向
け
ら
れ
た
純
粋
な
、
沈
黙
に
お
け
る
「
心

の声
」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
（
℃
い
G
。
9
置
）
。
こ
れ
に
対
し
ル
タ
ー
は
、
神
に
向
か
う
「
情
動
の
声
」
は
、
自
ら
の
心
の
う
ち
に
留
ま

り
え
ず
、
身
体
の
声
へ
ほ
と
ば
し
り
出
ざ
る
を
え
な
い
と
言
う
。
こ
こ
で
は
神
へ
の
呼
び
か
け
が
情
動
ゆ
え
に
身
体
の
声
や
音
楽
と
な
る

ルタ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
〈
情
動
〉
に
つ
い
て
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



一
二
六

こ
と
を
、
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
叫
び
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
論
じ
て
い
る
（
諺
壽
N
H
°
。
°
。
”
ω
O
－
H
°
。
P
O
）
。

五

音楽
に
よ
る
情
動

　
ルタ
ー
は
第
一
回
詩
編
講
義
の
詩
編
四
編
の
註
解
に
お
い
て
、
音
楽
に
よ
る
情
動
を
次
の
よ
う
に
称
賛
し
て
い
る
。
「
音
楽
の
本
性
は
、

悲し
ん
だ
、
無
気
力
な
、
鈍
っ
た
心
を
か
き
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
エ
リ
シ
ャ
は
、
自
分
が
預
言
へ
か
き
立
て
ら
れ
る
た
め

に
、
琴
の
奏
者
を
呼
び
出
し
た
（
列
王
下
三
・
一
五
）
。
そ
れ
ゆ
え
「
ム
ナ
ゼ
ア
ハ
」
は
本
来
「
刺
激
」
、
「
招
き
」
、
「
挑
発
」
、
い
わ
ば
「
霊

の

拍車
」
で
あ
り
、
「
刺
す
刺
激
」
、
「
奨
励
」
で
あ
る
。
詩
人
た
ち
の
英
雄
歌
も
、
ま
た
ギ
リ
シ
ア
人
が
「
エ
ビ
．
ニ
キ
ア
」
と
呼
ん
で
い
る

勝
利
歌も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
歴
代
誌
上
一
五
章
二
一
節
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
す
べ
て
に
お
い
て
、
怠
惰

な
心
が
駆
り
立
て
ら
れ
、
ま
た
燃
え
立
た
せ
ら
れ
て
、
眠
ら
ず
に
奮
闘
し
、
は
た
ら
き
へ
進
む
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら

す
べ
て
が
同
時
に
巧
み
な
音
楽
に
お
い
て
歌
わ
れ
る
な
ら
、
心
は
よ
り
激
し
く
、
ま
た
よ
り
鋭
く
燃
え
立
た
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

に
し
て
ダ
ビ
デ
は
こ
こ
で
こ
の
詩
編
を
「
駆
り
立
て
の
た
め
に
」
、
す
な
わ
ち
招
き
の
た
め
に
、
か
き
立
て
の
た
め
に
、
燃
え
立
た
せ
る
た

め
に
作
っ
た
。
彼
が
そ
う
し
た
の
は
、
彼
自
身
を
心
の
献
身
と
情
動
へ
か
き
立
て
る
た
め
の
何
か
を
持
つ
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
よ
り

鋭く
こ
う
な
る
た
め
に
、
彼
は
こ
れ
を
音
楽
的
な
も
の
に
お
い
て
し
た
」
（
毒
諺
ω
退
ρ
H
㎝
h
h
°
）
。

　こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
聖
書
を
論
拠
に
、
音
楽
の
宗
教
的
両
義
性
よ
り
も
宗
教
的
有
用
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
歴
史

上
に
は
音
楽
の
用
法
に
お
い
て
堕
落
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
音
楽
の
本
来
の
宗
教
的
は
た
ら
き
を
損
な
う
こ
と
を
ル
タ
ー
も
認
め
て
い

る
。
第
二
回
詩
編
講
義
の
詩
編
四
編
一
節
の
註
解
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
音
楽
の
称
賛
と
効
力
に
つ
い
て
は
、
他
の
者
た
ち



に
よ
っ
て
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
わ
た
し
は
あ
え
て
言
わ
な
い
。
た
だ
わ
た
し
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
音
楽
の
使
用
が
か
つ
て
は

神
聖
な
使
用
で
あ
り
、
神
的
事
柄
に
ふ
さ
わ
し
い
使
用
で
あ
っ
た
が
、
時
の
経
過
と
と
も
に
（
す
べ
て
の
事
柄
に
生
じ
た
よ
う
に
）
華
美

と
情
欲
に
仕
え
る
た
め
の
使
用
へ
堕
落
し
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
か
つ
て
音
楽
に
よ
っ
て
、
サ
ウ
ル
の

悪
霊も
追
い
払
わ
れ
（
サ
ム
エ
ル
上
一
六
・
二
三
）
、
ま
た
エ
リ
シ
ャ
に
も
預
言
者
の
霊
が
与
え
ら
れ
た
（
列
王
下
三
・
一
五
）
か
ら
で
あ

る
」
（
諺
奉
b
。
℃
H
①
b
。
”
竃
律
）
。
こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は
、
宗
教
史
上
実
際
に
は
音
楽
の
使
用
に
お
い
て
堕
落
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
が

ら
も
、
聖
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
に
基
づ
い
て
音
楽
本
来
の
宗
教
的
有
用
性
を
、
第
一
回
詩
編
講
義
と
同
様
、
第
二
回
詩
編
講
義
で
も

　
　
　
　
ハ
ユ

説
い
て
い
る
。

六
　
休
止と
情
動
の
高
ま
り

　と
こ
ろ
で
ル
タ
ー
に
お
け
る
音
楽
の
宗
教
的
有
用
性
は
、
声
や
音
を
も
っ
て
奏
で
ら
れ
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
音

楽
に
お
け
る
霊
の
は
た
ら
き
が
極
ま
る
と
こ
ろ
で
音
楽
が
休
止
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
音
楽
と
霊
の
関
係
の
逆
説
性
が
、
第
二

回
詩
編
講
義
の
詩
編
三
編
三
節
に
お
け
る
「
セ
ラ
」
の
註
解
で
論
じ
ら
れ
る
。
「
こ
の
節
の
終
わ
り
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
『
セ
ラ
』
が
置
か
れ
て

いる
。
こ
の
語
に
わ
れ
わ
れ
は
今
後
、
よ
り
頻
繁
に
出
合
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
一
度
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
」
（
諺
白
諺
卜
。
“

Hb。
8b。
α鵠
．
）
と
言
っ
て
、
「
セ
ラ
」
に
つ
い
て
の
諸
説
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
の
最
後
で
次
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
る
。
「
こ
う
し
て
こ
の
『
休

止
』
は
、
一
定
時
間
詩
編
を
歌
っ
て
い
る
者
に
、
動
く
霊
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
あ
る
顕
著
な
情
動
を
意
味
し
て
い
る
と
わ
た
し
は

大胆
に
推
測
す
る
。
霊
は
わ
れ
わ
れ
の
力
の
う
ち
に
な
い
の
で
、
霊
が
す
べ
て
の
詩
編
、
す
べ
て
の
節
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
持

ルタ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
〈
情
動
〉
に
つ
い
て
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
＝
一
七



一
二
八

た

れう
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
を
聖
霊
が
許
す
に
応
じ
て
、
霊
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
持
た
れ
う
る
。

そ
れ
ゆ
え
「
セ
ラ
」
は
詩
編
の
中
で
こ
ん
な
に
秩
序
な
し
に
、
い
か
な
る
理
由
も
な
し
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
置
か
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
セ
ラ
」
が
密
か
な
、
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
な
い
、
予
測
も
さ
れ
え
な
い
霊
の
動
き
を
指
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
霊
の

動き
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
そ
の
霊
の
動
き
は
、
詩
編
の
言
葉
が
止
む
こ
と
に
よ
る
静
か
な
休
止
し
た
心
を
求
め

る
。
そ
の
と
き
心
は
提
供
さ
れ
る
照
ら
し
や
引
き
起
こ
し
を
受
容
し
う
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
こ
の
節
で
は
、
被
造
物
は
も
ち
ろ
ん
、

怒
っ
た
神
が
受
け
止
め
ら
れ
る
、
あ
の
激
し
い
霊
の
試
練
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
詩
編
預
言
者
は
深
い
情
動
を
も
っ
て
そ
の
試
練

を
感
じ
ま
た
認
識
す
る
こ
と
へ
動
か
さ
れ
た
」
（
諺
奉
N
H
°
。
ρ
b
。
0
山
G
。
ど
G
。
）
。

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
セ
ラ
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
音
楽
用
語
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
が
さ
れ
な
が
ら
、
意
味
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ル

タ
ー
は
対
立
す
る
二
つ
の
説
を
挙
げ
て
検
討
す
る
。
ひ
と
つ
は
音
楽
の
連
続
の
中
で
の
永
遠
へ
の
高
揚
を
表
す
と
い
う
説
（
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ

ム

ス説
）
、
も
う
ひ
と
つ
は
音
楽
の
断
絶
と
し
て
の
休
止
を
表
す
と
い
う
説
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
説
）
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
の
両
説
を

結
び
つ
け
、
「
セ
ラ
」
が
情
動
の
究
極
の
高
ま
り
と
し
て
の
音
楽
の
休
止
を
表
す
と
解
釈
す
る
。
ま
た
情
動
の
内
容
を
、
「
怒
る
神
を
受
け

容
れる
試
練
」
と
す
る
。
そ
の
情
動
の
高
ま
り
を
も
た
ら
す
の
は
聖
霊
で
あ
り
、
ル
タ
ー
は
「
セ
ラ
」
を
、
試
練
を
も
た
ら
す
聖
霊
の
は

たら
き
を
表
す
も
の
と
し
て
、
音
楽
よ
り
む
し
ろ
神
学
の
用
語
と
し
て
、
あ
る
い
は
音
楽
と
神
学
を
つ
な
ぐ
語
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

七
　
情
動を
引
き
起
こ
す
聖
霊

ルタ
ー
は
情
動
が
聖
霊
の
は
た
ら
き
に
よ
る
こ
と
、
そ
れ
は
と
く
に
詩
編
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
情
動
、
聖
霊
、
詩
編
の
関



係を
と
く
に
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
彼
は
第
二
回
詩
編
講
義
を
始
め
る
に

　
　
　
　
　
　
お
り

当
た
り
そ
の
序
文
で
、
聴
講
者
に
向
か
っ
て
詩
編
の
す
べ
て
の
箇
所
を
正
当
に
解
釈
す
る
こ
と
の
困
難
さ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

いる
。
「
霊
は
わ
た
し
た
ち
を
常
に
生
徒
に
し
て
お
く
た
め
に
、
多
く
の
こ
と
を
自
ら
に
保
持
し
て
い
ま
す
。
霊
は
誘
う
た
め
に
、
た
だ
指

示し
ま
す
。
霊
は
情
動
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
、
多
く
の
こ
と
を
引
き
渡
し
ま
す
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
明
瞭
に
言
っ
た
よ
う
に
「
だ

れも
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
点
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
語
っ
た
者
は
け
っ
し
て
い
な
か
っ
た
」
（
℃
い
食
゜
。
b
。
b
。
）
の
で
す
。
む
し

ろ
た
だ
聖
霊
自
身
が
、
そ
れ
自
身
の
す
べ
て
の
言
葉
の
理
解
を
持
っ
て
い
ま
す
」
（
塁
b
。
”
H
ω
も
－
H
O
）
。
こ
こ
で
は
「
保
持
す
る
…
…
指

示
する
…
…
引
き
渡
す
」
と
い
う
霊
の
三
つ
の
は
た
ら
き
が
、
接
続
詞
や
副
詞
の
用
い
ら
れ
な
い
文
に
よ
っ
て
、
相
互
の
関
連
性
も
規
則

性
も
な
し
に
並
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
霊
自
身
の
絶
対
的
に
自
由
な
支
配
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
情
動
が
成
り
立
つ
の
は
、
霊
が
単

に

将
来起
こ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
指
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
引
き
渡
し
、
実
現
へ
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た

が
っ

て

情
動を
特
徴
と
す
る
詩
編
は
、
予
言
や
命
令
の
書
で
あ
る
よ
り
実
現
の
書
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ル
タ
ー
は
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
に
倣
っ

て

詩編
を
聖
書
の
他
の
書
か
ら
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
と
こ
ろ
で
こ
の
書
〈
詩
編
〉
は
、
わ
た
し
の
判
断
で
は
、
他
の
書
と
違
っ

た

語り
方
を
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
論
じ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
他
の
書
に
お
い
て
は
言
葉
と
模
範
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
ま
す
が
、
詩

編は
単
に
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
わ
た
し
た
ち
が
言
葉
を
満
た
し
模
範
に
倣
う
仕
方
を
も
実
行
を
も
引
き
渡
し
て
く
れ
る
か
ら
で
す
」

（

藷
旨
企
b
。
H
山
伊
届
）
。
聖
書
に
お
い
て
詩
編
を
他
の
書
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
、
詩
編
を
と
お
し
て
聖
霊
が
わ
た
し
た
ち
に
言
葉
を

も
情
動
を
も
備
え
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ど
の
よ
う
に
祈
っ
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
ず
に
い
る
わ
た
し
た
ち
に
代
わ
っ
て
、

聖
霊
が
詩編
を
と
お
し
て
祈
り
の
言
葉
を
も
情
動
を
も
与
え
て
く
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
（
跨
毒
b
。
”
H
α
》
H
O
）
。
詩
編
に
お
け
る
こ
の
よ
う

な
聖
霊
の
支
配
の
考
え
は
明
ら
か
に
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
か
ら
受
け
継
が
れ
た
と
見
な
さ
れ
う
る
。

ルタ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
〈
情
動
〉
に
つ
い
て
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



一
三
〇

　第
二
回
詩
編
講
義
の
詩
編
一
編
へ
の
註
解
の
最
後
に
、
詩
編
が
特
別
に
情
動
の
書
で
あ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
最
後

に

著名
な
教
父
と
り
わ
け
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
教
え
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ

の

情
動を
詩
編
の
情
動
に
一
致
さ
せ
、
適
合
さ
せ
る
よ
う
に
と
い
う
教
え
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
詩
編
は
情
動
の
言
わ
ば
格
闘
場
で
あ
り

訓練
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
霊
に
よ
ら
ず
に
詩
編
を
歌
う
者
は
、
果
実
な
し
に
歌
う
」
（
睾
諺
さ
。
”
①
b
。
矯
①
－
H
O
）
。
こ
こ

で言
わ
れ
て
い
る
詩
編
の
情
動
へ
の
一
致
や
適
合
と
は
、
詩
編
の
解
釈
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
知
性
に
よ
る
言
葉
の
理
解
に
留
ま

ら
ず
、
情
動
を
伴
っ
て
は
じ
め
て
真
の
解
釈
に
な
る
と
言
う
。
そ
の
解
釈
の
努
力
が
格
闘
を
連
想
さ
せ
、
ま
た
味
わ
う
べ
き
果
実
を
も
た

ら
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
単
に
理
解
だ
け
で
な
く
、
経
験
（
Φ
×
b
臼
同
Φ
9
冨
）
と
い
う
概
念
を
加
え
て
説
明

さ
れ
る
。
「
わ
た
し
た
ち
が
し
ば
し
ば
言
っ
た
よ
う
に
、
神
の
言
葉
を
理
解
す
る
た
め
に
は
経
験
が
必
要
で
あ
る
」
（
暑
諺
卜
。
”
嵩
゜
。
b
°
。
）
。

ルタ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
い
て
情
動
と
経
験
は
、
い
ず
れ
も
霊
の
は
た
ら
き
の
果
実
と
し
て
、
交
換
概
念
で
あ
る
。

八　
情
動
と
信
仰

　第
一
回
詩
編
講
義
と
第
二
回
詩
編
講
義
に
お
い
て
情
動
が
き
わ
め
て
強
調
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
両
講
義
の
間
に
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

れ
た

パウ
ロ
の
手
紙
に
つ
い
て
の
講
義
、
ま
た
後
年
行
わ
れ
た
詩
編
講
義
に
お
い
て
は
、
情
動
は
そ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

理由
を
考
察
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
音
楽を
本
質
的
構
成
要
素
と
す
る
詩
編
と
情
動
と
が
結
び
つ
く
こ
と
、
他
方
、
音
楽
と
直
接
関
わ
ら
な
い
パ
ウ
ロ
書
簡
の
解
釈
に
お
い

ては
、
情
動
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。



　と
こ
ろ
で
同
じ
詩
編
に
つ
い
て
の
講
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
五
三
二
年
以
降
に
行
わ
れ
た
詩
編
講
義
に
お
い
て
は
、
情
動
概
念
が
後

退し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
一
五
三
二
年
に
行
わ
れ
た
詩
編
五
一
編
講
義
で
は
、
初
期
の
詩
編
講
義
と
同
様
、
聖
霊
が
詩
編
の
著
者
で
あ

り
解
釈
者
で
あ
る
と
い
う
聖
霊
の
強
調
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
後
期
の
詩
編
講
義
で
は
聖
霊
論
か
ら
情
動
論
へ
の
展
開
が
見
ら
れ
な

い
。
詩
編
五
一
編
講
義
で
は
二
箇
所
の
み
で
情
動
へ
の
言
及
が
あ
る
が
、
一
方
は
神
の
「
意
向
」
の
意
味
で
（
馨
合
員
呂
。
。
b
恩
h
°
）
、

も
う
一
方
は
人
間
の
「
心
」
の
意
味
で
、
魂
、
知
性
、
意
志
な
ど
と
並
ん
で
情
動
が
言
わ
れ
て
い
る
（
謬
合
員
お
伊
嵩
自
）
。
い
ず
れ

に
お
い
て
も
初
期
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
詩
編
固
有
の
、
音
楽
と
結
び
つ
い
た
情
動
論
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
続
い
て
行
わ
れ
た
詩
編
四

五
編
講
義
では
、
既
け
9
¢
ω
と
い
う
語
は
】
度
だ
け
、
し
か
も
曽
窪
o
Φ
お
の
完
了
分
詞
と
し
て
「
病
に
冒
さ
れ
た
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て

いる
に
す
ぎ
な
い
（
謬
き
H
H
退
゜
。
ω
噂
巽
）
。
詩
編
講
義
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
情
動
概
念
の
後
退
の
理
由
は
何
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス

から
ル
タ
ー
に
至
る
ま
で
の
四
跨
Φ
9
湯
の
概
念
史
を
見
る
と
、
中
世
に
お
い
て
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
、
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ー

ル
の
フ
ー
ゴ
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ラ
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ェ
ル
ソ
ン
ら
神
秘
主
義
的
傾
向
を
持
っ
た
思
想
家
た
ち
に
お
い
て
既
け
o
言
ω
概
念
が
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
教
改
革
に
お
け
る
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
を
契
機
に
、
ル
タ
ー
が
神
秘
主
義
的
用
語
の
使
用
に
対
し
て
慎

重
にな
っ
た
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
農
民
戦
争
の
指
導
者
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
文
書
に
o
津
Φ
o
巳
ω
の
語
は
特
に
見
出
さ
れ
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
ル
タ
ー
に
お
け
る
四
臣
Φ
o
貯
ω
概
念
の
後
退
の
原
因
を
農
民
戦
争
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ルタ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
彼
の
後
期
に
な
る
ほ
ど
聖
書
固
有
の
概
念
に
集
中
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
初

期
に
お
け
る
情
動
の
概
念
が
、
後
期
に
お
い
て
信
仰
と
い
う
聖
書
固
有
の
概
念
へ
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
う
る
。

実
際
情
動
の

概念
は
初
期
か
ら
信
仰
を
説
明
す
る
補
完
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
後
期
に
情
動
概
念
が
信
仰
概
念
の
う
ち
に

取り
込
ま
れ
た
こ
と
を
表
す
も
の
と
し
て
、
ル
タ
ー
最
後
の
詩
編
講
義
で
あ
る
『
詩
編
九
〇
編
の
講
解
』
（
一
五
三
四
ー
三
五
年
講
義
、
一

ルタ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
〈
情
動
〉
に
つ
い
て
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
＝



＝
二
二

五四
一
年
出
版
）
の
中
の
一
文
が
注
目
さ
れ
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
聖
霊
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
心
の
真
実
な
信
仰
に
お
い
て
祈
り
、
「
あ
な

た
こ
そ
わ
た
し
た
ち
の
住
処
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
こ
の
教
師
に
、
わ
た
し
た
ち
は
従
っ
て
行
こ
う
。
こ
の
こ
と
を
だ
れ
も
信
仰
な
し

に
、
聖
霊
の
賜
物
な
し
に
、
心
か
ら
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
奉
お
臼
層
㎝
O
ω
弘
㊤
津
）
。
こ
こ
で
ル
タ
ー
は
聖
霊
と
心
の
真
実
な
信
仰

と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
聖
霊
に
よ
る
心
の
真
実
な
信
仰
こ
そ
、
彼
が
初
期
の
詩
編
講
義
で
強
調
し
た
情
動
に
他
な
ら
な
い
。
初

期
に
あ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
た
情
動
概
念
が
、
後
期
に
は
信
仰
概
念
へ
収
束
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
信
仰
概
念
の
内
容
の
豊
富
さ
と
、

厳格
な
聖
書
主
義
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
信
仰
概
念
の
内
容
の
豊
富
さ
は
、
彼
の
後
期
に
お
い
て
信
仰
概
念
の
う
ち
に
情
動
概
念
が
取

り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
進
展
し
た
。
も
と
よ
り
彼
に
と
っ
て
信
仰
は
十
字
架
の
死
と
い
う
困
難
な
事
柄
に
関
わ
る
ゆ
え
に
、

信仰
に
は
情
動
の
助
け
が
不
可
欠
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
第
二
回
詩
編
講
義
の
中
で
音
楽
と
の
か
か
わ
り
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て

いる
。
「
音
楽
自
身
に
本
性
上
、
魂
を
か
き
立
て
鼓
舞
す
る
力
が
あ
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
聖
霊
は
こ
の
よ
う
に
救
い
に
か
か
わ
る
必
須
の

事柄
に
お
い
て
は
、
音
楽
を
利
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
用
い
た
。
そ
う
し
た
の
は
生
を
打
ち
捨
て
死
を
希
求
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
な

の
で
、
歌
の
奨
励
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
を
よ
り
容
易
に
そ
の
方
向
へ
動
か
す
た
め
で
あ
っ
た
」
（
睾
＞
b
。
弘
ら
♪
O
－
H
O
）
、
「
詩
編
は
キ
リ

ス
ト
の
信
仰
者
た
ち
を
、
十
字
架
の
戦
い
へ
、
あ
る
い
は
勝
利
へ
強
く
鼓
舞
す
る
」
（
〉
毒
N
㍉
①
b
。
b
為
）
。
ル
タ
ー
が
言
う
信
仰
は
キ
リ

ス
ト
の
十
字
架
の
戦
い
へ
向
か
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
肉
を
本
性
と
す
る
人
間
に
と
っ
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
困
難
を
容
易
に
す

る
の
が
音
楽
で
あ
り
、
音
楽
に
よ
る
情
動
が
そ
の
困
難
を
乗
り
越
え
る
力
と
な
る
。
そ
れ
は
情
動
を
生
み
出
す
音
楽
が
そ
れ
ほ
ど
深
く
信

仰
の

本
質に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
、
音
楽
の
根
源
的
宗
教
性
に
基
づ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
「
音
楽
の
使
用
が
元
来
聖
な
る
、

神
的

事柄
に
適
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
翁
白
諺
b
。
℃
嵩
b
。
㍉
舞
）
と
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
お
い
て
音
楽
に
よ
る
情
動
は
信
仰
の
困
難
と
結

び
つき
、
信
仰
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
信
仰
の
困
難
は
試
練
で
あ
り
、
試
練
を
と
お
し
て
真
実
な
信
仰
は
保
た
れ
る
ゆ



え
に
、
試
練
は
信
仰
の
「
試
金
石
」
（
謬
α
ρ
①
①
P
H
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
う
し
て
信
仰
、
試
練
、
情
動
は
一
体
を
な
す
。
こ
こ
で
言
わ
れ

る
情
動
は
単
な
る
喜
び
で
も
、
悲
し
み
で
も
、
望
み
で
も
、
恐
れ
で
も
な
く
、
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
う
る
も
の
と
し
て
、
彼
の

信
仰
の多
様
な
内
実
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
信
仰
と
情
動
の
結
び
つ
き
が
、
彼
の
後
期
に
お
い
て
信
仰
概
念
へ
の
収
束
を
も
っ
て
実
現
し

た
。
そ
し
て
「
情
動
」
へ
の
収
束
で
な
く
、
「
信
仰
」
へ
の
収
束
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
聖
書
主
義
の
貫
徹
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
と
し
て
、
筆
諺
b
。
唱
H
ω
博
同
ω
嚇
睾
諺
b
。
℃
O
N
①
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

（1
）
　
今
井
晋
先
生
は
論
文
「
ル
タ
ー
に
お
け
る
「
ア
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス
」
　
　
　
　
　
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
、
零
諺
ρ
課
P
b
。
3
睾
諺
b
。
℃
H
。
。
噂
甲

　　
の
問
題
」
で
、
「
ル
タ
ー
の
場
合
帥
津
①
o
言
ω
（
馨
閃
け
）
と
い
う
概
念
　
　
　
　
　
H
9
垂
ρ
①
b
。
“
O
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
ル
タ
ー
の
著
作
か
ら
の

　　
は
…
…
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様
な
含
蓄
を
示
す
も
の
　
　
　
　
引
用
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
版
（
舜
）
お
よ
び
ワ
イ
マ
ー
ル
・
ア
ル
ヒ
ー

　　
と
い
え
る
。
情
意
、
情
意
の
動
き
、
情
動
、
情
念
、
情
感
、
激
情
、
　
　
　
　
フ
版
（
睾
諺
）
に
よ
り
、
数
字
で
順
に
巻
、
頁
、
行
を
示
す
。

　
　
情
熱
、
感
動
等
と
訳
し
う
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
要
す
る
に
　
　
　
（
5
）
　
国
且
ω
8
訂
巴
冨
費
o
Φ
目
凶
ロ
q
日
ぎ
ぎ
諾
日
器
富
叶
δ
ロ
Φ
日
b
ω
巴
日
♀

　　
一
義
的
固
定
的
な
訳
語
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
『
ア
　
　
　
　
昼
日
゜
四
世
紀
半
ば
に
著
さ
れ
た
本
書
が
、
一
五
一
五
年
に
ロ
イ
ヒ
リ

　　
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス
』
な
い
し
『
ア
フ
ェ
ク
ト
』
と
し
て
お
く
」
と
述
べ
　
　
　
　
ン
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
か
ら
ラ
テ
ン
語
へ
翻
訳
出
版
さ
れ

　
　
ら
れ
た
。
『
基
督
教
学
研
究
』
第
六
号
、
京
都
大
学
基
督
教
学
会
、
一
　
　
　
　
　
（
ψ
諺
夢
き
器
貯
ω
冒
与
盃
ヨ
O
ω
巴
日
o
匿
B
昌
看
2
餌
H
8
目
Φ

　
　
九
八
三
年
、
一
六
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閃
Φ
琴
三
ぎ
凶
昌
Φ
鵯
”
茸
き
ω
訂
け
ロ
9
↓
5
，
げ
貯
α
Q
Φ
p
臣
o
ヨ
羽
含
ω
－

（2
）
　
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
一
五
六
B
。
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
巨
㍉
目
α
）
、
さ
ら
に
一
五
一
六
年
に
は
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
に
よ
っ

（3
）
　
ロ
ー
マ
一
・
二
六
「
神
は
彼
ら
を
恥
ず
べ
き
情
欲
（
葺
①
昌
）
に
ま
　
　
　
　
て
ラ
テ
ン
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
へ
翻
訳
さ
れ
た
。
本
論
に
お
け
る
引
用

　　
か
せ
ら
れ
ま
し
た
」
、
コ
ロ
サ
イ
三
・
五
「
情
欲
（
暮
①
。
の
）
」
、
ー
テ
　
　
　
　
は
、
ミ
ー
ニ
ュ
版
ギ
リ
シ
ア
教
父
全
集
（
勺
○
）
に
よ
り
、
数
字
と
記

　　
サ
ロ
ニ
ケ
四
・
五
「
神
を
知
ら
な
い
異
邦
人
の
よ
う
に
情
欲
（
麸
O
。
の
）
　
　
　
　
号
で
、
巻
、
頁
、
段
落
を
示
す
。

　　
に
お
ぼ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
ル
タ
ー
が
一
五
二
八
年
刊
行
の
『
詩
編
へ
の
序
言
』
の
中
で
、
詩

（4
）
　
情
動
に
関
し
て
ル
タ
ー
が
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
　
　
　
　
編
を
「
小
聖
書
（
Φ
冒
固
①
凶
口
Φ
国
げ
冨
）
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
ア
タ
ナ

ルタ
ー
の
詩
編
解
釈
に
お
け
る
〈
情
動
〉
に
つ
い
て
（
竹
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
三
二



一
三
四

　　
シ
ウ
ス
の
こ
の
詩
編
理
解
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（7
）
　
本
論
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
ミ
ー

　　
ニ
ュ
版
ラ
テ
ン
教
父
全
集
（
勺
い
）
に
よ
り
、
数
字
で
巻
、
頁
を
示
す
。

（8
）
　
ル
タ
ー
の
時
代
に
お
い
て
、
ラ
テ
ン
語
学
校
に
通
う
の
は
男
子
の

　
　
み

であ
っ
た
。
ル
タ
ー
自
身
は
『
ド
イ
ツ
全
市
の
市
参
事
会
員
に
対

　
　
する
勧
告
』
（
一
五
二
四
年
）
の
中
で
「
少
女
（
ヨ
Φ
琶
巨
）
」
も
学
校

　
　
教育
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
建
議
し
て
い
る
。

（9
）
　
信
仰
と
音
楽
と
の
積
極
的
関
係
は
、
第
二
回
詩
編
講
義
の
詩
編
三

　
　編
六
節
の
註
解
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
覇
＞
N
℃
鼠
♪
N
山
H
）
。

（1
0
）
　
『
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
か
ら
ザ
ク
セ
ン
侯
プ
リ
ド
リ
ヒ
へ
の
献

　
　
呈
の

手紙
』
一
五
一
九
年
三
月
二
十
七
日
付
。

（1
1
）
　
統
計
上
、
情
動
に
関
す
る
語
⇔
藩
o
窪
ω
”
β
。
欝
0
9
β
鋤
頃
o
o
9
が

　
　
用

いら
れ
て
い
る
回
数
は
、
第
一
回
詩
編
講
義
で
は
二
三
〇
回
、
第

　　
二
回
詩
編
講
義
で
は
三
〇
一
回
、
ロ
ー
マ
書
講
義
で
は
七
三
回
で
あ

　　
る
。
た
だ
し
ロ
ー
マ
書
講
義
に
お
け
る
意
味
は
、
「
情
欲
」
も
含
む
「
心

　　
の
思
い
」
の
意
味
が
最
も
多
く
、
詩
編
講
義
に
お
け
る
よ
う
な
音
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　　
と
の
関
係
は
な
く
、
ま
た
解
釈
方
法
の
要
因
に
も
さ
れ
な
い
。

（1
2
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
流
れ
を
引
く
o
鵠
8
9
ω
の
概
念
史
に
つ

　　
い
て
は
、
O
自
臣
Φ
『
】
≦
①
冒
o
q
Φ
が
O
Φ
δ
げ
叶
①
噌
O
冨
昌
ρ
H
㊤
①
♪
O
o
b
O
肺


