
（
五
一
）

遠
国
に
遊
び
飢
え
け
む
子
を
待
て
る

父
が
藻
塩
の
身
も
こ
が
れ
つ
つ

藻
塩
（
も
し
お
）
と
は
古
代
の
製
塩
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
海

草
を
簀
の
上
に
積
み
、
塩
水
を
注
ぎ
か
け
て
塩
分
を
多
く
含
ま
せ
、

こ
れ
を
焼
い
て
水
に
溶
か
し
、
そ
の
上
澄
み
を
釜
で
煮
つ
め
て
塩

を
製
す
る
方
法
で
あ
る
（
日
本
国
語
大
辞
典
）。

風
の
な
い
夕
方
な
ど
は
、
海
辺
の
あ
ち
こ
ち
で
海
女
が
藻
を
焼

く
煙
が
立
ち
上
り
、
淡
路
島
松
帆
の
浦
の
名
物
と
な
っ
た
の
だ
ろ

う
。
松
帆
の
地
名
を
「
待
つ
」
に
か
け
、
焼
け
こ
げ
る
藻
を
心
は

も
ち
ろ
ん
「
身
も
」
と
た
と
え
、
い
つ
に
な
っ
て
も
姿
を
あ
ら
わ

さ
な
い
男
を
待
つ
女
、
お
そ
ら
く
は
海
女
自
身
の
切
な
い
思
い
を
、

定
家
が
代
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
あ
や
が
美
し
く
、

景
と
情
と
が
相
ま
っ
て
、
古
来
名
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
聖
書
に
も
、

来
ぬ
人
を
心
ま
ち
に
ま
ち
つ
づ
け
た
人
が
い
る
。
福
音
書
に
名
高

い
放
蕩
息
子
の
父
親
で
あ
る
。
父
親
が
毎
夜
、
子
を
待
ち
わ
び
て

い
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
ま
だ
遠
く
離
れ
て
い
た
の
に
、

父
親
は
息
子
を
み
つ
け
て
」（
ル
カ
の
福
音
書
一
五
・
二
○
新
共
同

訳
）
と
い
う
描
写
に
、
身
を
こ
が
れ
つ
つ
待
び
わ
び
て
い
た
男
の

姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
多
く
の
画
家
が
手
が
け
た
の
も
当
然

と
思
わ
れ
る
名
場
面
で
あ
る
。

こ
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な
ぎ
に

焼
く
や
藻
塩
の
身
も
こ
が
れ
つ
つ

権
中
納
言
定
家

（
五
二
）

救
は
れ
ん
汝
な
ん
ぢ
の
家
族
も
救
は
れ
ん

地
震
な

ゐ

に
ね
ざ
め
し
ピ
リ
ピ
牢
守

江
戸
時
代
の
花
柳
界
で
は
辻
占
売
り
が
「
淡
路
島
か
よ
う
千
鳥
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の
恋
の
辻
う
ら
」
と
呼
び
声
を
あ
げ
て
、
辻
占
（
運
勢
を
占
う
文

句
を
記
し
た
紙
片
）
を
売
り
歩
い
た
。
そ
の
本
歌
で
あ
る
こ
の
一

首
は
、
淡
路
島
か
ら
須
磨
へ
と
渡
っ
て
く
る
千
鳥
の
か
な
し
い
鳴

き
声
に
ね
む
ら
れ
な
い
須
磨
の
関
所
の
番
人
の
わ
び
し
さ
を
歌
っ

て
い
る
。

使
徒
行
伝
一
六
章
に
は
、
占
い
女
が
い
る
。
関
守
な
ら
ぬ
牢
守

が
い
る
。
千
鳥
の
声
な
ら
ぬ
地
震
の
ひ
び
き
が
き
こ
え
て
く
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
一
六
章
は
大
切
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
生
涯
の

弟
子
テ
モ
テ
に
洗
礼
を
さ
ず
け
た
後
、
マ
ケ
ド
ニ
ヤ
の
幻
に
し
た

が
っ
て
ピ
リ
ピ
の
町
に
赴
く
。
こ
こ
で
、
リ
デ
ィ
ア
と
そ
の
家
族

に
洗
礼
を
さ
ず
け
る
。

こ
の
町
で
占
い
女
た
ち
の
ざ
ん
言
を
受
け
て
、
パ
ウ
ロ
と
シ
ラ

ス
は
む
ち
打
た
れ
投
獄
さ
れ
る
。
そ
の
牢
の
番
人
が
地
震
を
き
っ

か
け
に
し
て
イ
エ
ス
を
信
じ
、
家
族
も
ろ
と
も
洗
礼
を
受
け
て
い

る
。一

六
章
に
は
占
い
を
、
占
星
術
を
、
あ
ら
ゆ
る
吉
兇
を
こ
え
た

力
強
い
救
い
の
宣
言
「
主
イ
エ
ス
を
信
ぜ
よ
、
然
ら
ば
汝
も
汝
の

家
族
も
救
は
れ
ん
」（
三
一
文
語
訳
・
以
下
断
り
な
き
は
す
べ
て
文

語
訳
）
が
高
ら
か
に
ひ
び
い
て
い
る
。

淡
路
島
か
よ
ふ
千
鳥
の
な
く
声
に
い
く

夜
ね
ざ
め
ぬ
須
磨
の
関
守

源
　
兼
昌

（
五
三
）

き
り
ぎ
り
す
神
の
日
の
出
に
飛
び
去
り
て

そ
の
在
り
所ど

を
ば
知
る
人
も
な
し

和
歌
の
世
界
で
は
き
り
ぎ
り
す
と
こ
お
ろ
ぎ
は
秋
虫
の
代
表
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
鳴
く
音
が
、
秋
か
ら
冬
に
入
る
情
を
う
た
う

か
ら
で
あ
ろ
う
。「
鳴
け
や
鳴
け
蓬
が
杣
の
き
り
ぎ
り
す
過
ぎ
ゆ
く

秋
は
げ
に
ぞ
悲
し
き
」（
曽
根
好
忠
）
や
、「
な
に
ゆ
ゑ
に
生
き
て

ゐ
る
か
と
問
ふ
ご
と
く
霜
夜
を
細
き
こ
ほ
ろ
ぎ
の
声
」（
安
田
章

生
）
な
ど
が
古
今
の
好
例
と
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

百
人
一
首
の
藤
原
良
経
の
歌
も
軈
さ
む
し
ろ
軋（
幅
の
狭
い
、
或

い
は
短
い
筵
）
に
軈
寒
し
軋
を
か
け
て
、
衣
を
双ふ
た

つ
で
な
く
ひ
と

つ
敷
く
、
か
な
わ
ぬ
恋
の
ひ
と
り
寝
を
歌
っ
た
、
調
べ
あ
る
歌
で

あ
る
。

ば
っ
た
・
き
り
ぎ
り
す
・
い
な
ご
な
ど
の
類
のgrasshopper

は
聖
書
に
九
種
類
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
移
ろ
う
季
節
の
情
を
歌

う
の
で
は
な
く
て
、
人
の
多
く
集
ま
り
た
ち
ま
ち
四
散
す
る
（
寒
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い
日
に
は
城
壁
の
間
に
身
を
ひ
そ
め
／
日
が
昇
る
と
飛
び
去
り
／

ど
こ
へ
行
く
の
か
だ
れ
も
知
ら
な
い
・
ナ
ホ
ム
三
・
一
七
新
共
同

訳
）
様
や
、
人
の
老
い
衰
え
行
く
（
蝗
も
そ
の
身
に
重
く
／
そ
の

嗜
欲
は
廃
る
・
伝
道
書
一
二
・
五
）
様
を
た
と
え
る
の
に
用
い
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
人
生
の
は
か
な
さ
の
向
う
に
神
の
不
変
の
堅
固

を
見
せ
よ
う
と
す
る
。

き
り
ぎ
り
す
鳴
く
や
霜
夜
の
さ
む
し
ろ
に

衣
か
た
し
き
ひ
と
り
か
も
寝
む

後
京
極
摂
政
前
太
政
大
臣

（
五
四
）

む
ら
さ
め
の
露
し
た
た
り
て
神
の
恵
み
の

霧
た
ち
の
ぼ
り
雨
と
ふ
り
つ
つ

寂
蓮
法
師
の
歌
は
、
村
雨
が
ひ
と
し
き
り
来
て
、
杉
の
葉
に
露

を
残
し
て
去
っ
て
行
っ
た
、
そ
の
露
が
ま
だ
乾
か
な
い
の
に
、
も

う
霧
が
立
ち
上
っ
て
い
る
と
、
視
覚
的
に
秋
の
夕
暮
れ
を
描
い
て

美
事
で
あ
る
。

法
師
が
こ
の
夕
暮
れ
に
見
た
の
は
単
な
る
自
然
の
美
だ
け
で
は

あ
る
ま
い
。
法
師
は
、
霧
と
い
う
細
か
い
水
滴
が
や
が
て
水
蒸
気

と
し
て
空
に
の
ぼ
り
、
雲
と
な
り
、
再
び
村
雨
と
な
っ
て
降
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
静
か
な
美
し
い
調
べ

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
自
然
の
中
に
秩
序
と
法
則
を
見
る

日
本
文
学
の
典
型
的
な
歌
と
い
え
よ
う
。

ヨ
ブ
も
ま
た
、
苦
し
み
と
悲
し
み
の
中
で
、
こ
の
秩
序
を
見
た

詩
人
で
あ
っ
た
。

神
は
水
の
し
づ
く
を
引
き
上
げ

そ
れ
が
神
の
霧
と
な
っ
て

雨
を
し
た
た
ら
せ
る

雨
雲
が
こ
れ
を
降
ら
せ

人
の
上
に
豊
か
に
注
ぐ
（
三
六
・
二
七
、
二
八
新
改
訳
）

雨
に
ぬ
れ
た
レ
バ
ノ
ン
の
杉
、
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
そ
の
葉
か
ら
立

ち
上
る
霧
は
、
ヨ
ブ
に
と
っ
て
は
、
神
の
代
理
を
す
る
も
の
、
神

の
さ
ば
き
と
神
の
め
ぐ
み
と
を
人
々
に
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

む
ら
さ
め
の
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
真
木
の
葉
に

霧
た
ち
の
ぼ
る
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

寂
蓮
法
師
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（
五
五
）

い
ま
言
ふ
な
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
涼
殿

す
ず
み
ど
の
の

窓
の
に
ほ
ひ
に
ま
ど
は
さ
れ
た
り

「
い
ま
来
む
」
は
当
時
の
会
話
語
で
、
シ
ー
・
ユ
ー
・
ス
ー
ン

「
す
ぐ
来
る
よ
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ス
ー
ン
を
信
用
し
た
が
、
す
ぐ

は
お
ろ
か
、
何
日
も
何
週
も
姿
を
見
せ
ず
、
代
り
に
長
月
（
陰
暦

九
月
）
の
月
が
、
空
に
あ
り
な
が
ら
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
と
い

う
、
待
ち
ぼ
う
け
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
大
事
め
か
し
て
詠
ん
だ
歌
で

あ
る
。

「
言
ひ
し
ば
か
り
に
」
が
こ
の
歌
の
男
女
の
中
の
微
妙
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
が
、
聖
書
に
も
待
ち
ぼ
う
け
の
場
面
、
こ
う
言
っ
た
ば

か
り
に
大
事
を
招
い
て
し
ま
っ
た
せ
り
ふ
が
あ
る
。
士
師
記
三
章

一
九
節
で
あ
る
。

左
利
き
の
エ
フ
デ
が
モ
ア
ブ
の
王
エ
グ
ロ
ン
に
貢
物
を
献
げ
る
。

そ
の
際
、
秘
密
の
知
ら
せ
を
仄
め
か
す
エ
フ
デ
に
エ
グ
ロ
ン
が

「
今
、
言
う
な
」（
新
改
訳
）
と
言
う
。
こ
れ
を
新
共
同
訳
は
「
黙

れ
」
口
語
訳
は
「
さ
が
っ
て
お
れ
」
と
訳
し
、
文
語
訳
は
解
説
的

に
「
王
人
払
い
を
命
じ
た
れ
ば
」
と
訳
す
。

こ
の
「
今
、
言
う
な
」
が
災
い
し
て
、
エ
グ
ロ
ン
は
屋
上
の
涼

し
い
部
屋
で
命
を
落
と
す
。
王
の
腹
か
ら
出
た
汚
物
（
新
共
同
訳
）

の
に
お
い
に
だ
ま
さ
れ
て
、
護
衛
の
兵
た
ち
は
王
が
涼
殿
で
用
を

足
し
て
い
る
と
思
い
、
ま
ち
ぼ
う
け
を
食
わ
さ
れ
る
。
そ
の
す
き

に
エ
フ
デ
は
王
宮
を
脱
出
す
る
。

い
ま
来
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に

長
月
の
有
明
の
月
を
待
ち
い
で
つ
る
か
な

素
性
法
師

（
五
六
）

名
に
し
負
ふ
シ
ャ
ロ
ン
の
野
花
と
見
る
ま
で
に

内
野
の
里
が
は
ぐ
く
み
し
娘こ

ら

こ
れ
も
ま
た
有
明
の
月
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
と
見
る
ま

で
に
」
と
い
う
、
見
立
（
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
）
を
技
巧
の
中
心
と

す
る
。
吉
野
の
里
一
面
に
降
り
敷
い
た
の
は
春
近
い
薄
雪
、
い
や
、

春
の
淡
雪
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
雪
の
白
さ
が
有
明
の
月
の
光
「
と

見
ま
が
う
ほ
ど
」
で
あ
る
と
詠
む
こ
の
歌
は
、
写
生
の
歌
で
も
、

言
葉
の
技
巧
の
歌
で
も
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
想
像
力
の
技
巧
、

見
立
に
よ
る
歌
で
あ
る
。

聖
書
に
も
、
読
者
の
想
像
力
を
「
と
見
る
ま
で
に
」
か
き
た
て

る
風
物
が
多
い
。
そ
の
ひ
と
つ
に
、
シ
ャ
ロ
ン
の
野
花
が
あ
る
。
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シ
ャ
ロ
ン
の
平
原
は
カ
ル
メ
ル
山
と
ヨ
ッ
パ
の
間
を
地
中
海
ぞ
い

に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
古
来
、
牛
（
歴
代
誌
下
二
七
・
二
五
）
羊

（
イ
ザ
ヤ
六
五
・
一
○
）
や
野
花
（
雅
歌
二
・
一
）、
つ
ま
り
、
豊

饒
と
美
で
世
界
に
知
ら
れ
た
平
原
で
あ
る
。

一
九
九
五
年
三
月
六
日
、
東
京
基
督
教
大
学
は
第
二
回
卒
業
生

を
送
り
出
し
た
。
福
音
を
携
え
て
世
界
に
出
で
立
つ
男
子
一
九
名

女
子
二
三
名
に
捧
げ
た
歌

レ
バ
ノ
ン
と
言
は
じ
内
野
の
香
柏
は
秀ほ
つ

枝
も
若
く
移
さ
れ
ん
と

すシ
ャ
ロ
ン
と
言
は
じ
内
野
に
生
ひ
し
野
花
あ
り
て
今
ふ
く
よ
か

に
匂
ひ
ぬ
る
か
な

の
ひ
と
つ
を
是
則
の
歌
に
見
立
て
て
詠
ん
で
み
た
。

朝
ぼ
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉
野

の
里
に
ふ
れ
る
し
ら
雪

坂
上
是
則

（
五
七
）

心
あ
さ
き
富
め
る
者
を
ば
針
の
穴
と

入
り
ま
ど
は
せ
る
天
国
の
門

白
菊
の
園
に
初
霜
が
降
っ
た
晩
秋
、
い
づ
れ
が
菊
か
い
づ
れ
が

霜
か
と
興
じ
て
い
る
属
目

し
ょ
く
も
く
の
歌
で
は
な
い
。
菊
の
白
い
美
を
印
象

的
に
伝
え
る
た
め
に
初
霜
の
う
い
う
い
し
い
白
さ
と
置
き
並
べ
る

技
巧
、
つ
ま
り
、
誇
張
法
と
い
う
謦
た
と
え
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
気
付

か
な
か
っ
た
正
岡
子
規
は
「
初
霜
が
置
い
た
位
で
白
菊
が
見
え
な

く
な
る
気
遣
無
之
候
」（「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」）
と
け
な
し
て
い

る
。聖

書
の
誇
張
法
の
好
例
は
イ
エ
ス
の
謦
話
に
あ
る
。
永
遠
の
命

を
求
め
て
イ
エ
ス
の
許
に
来
た
が
、「
己
の
如
く
汝
の
隣
を
愛
す
べ

し
。
汝
の
所
有
を
売
り
て
貧
し
き
者
に
施
せ
」
と
言
わ
れ
、
悲
し

み
つ
つ
立
ち
去
っ
た
富
め
る
若
者
の
姿
を
印
象
的
に
見
せ
て
い
る

の
が
「
富
め
る
者
の
神
の
国
に
入
る
よ
り
は
、
駱
駝
の
針
の
穴
を

通
る
か
た
反
っ
て
易
し
」（
マ
タ
イ
一
九
・
二
四
）
の
誇
張
法
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

共
（
有
財
）
産
主
義
に
挫
折
し
て
聖
書
に
赴
い
た
太
宰
治
は

「
私
の
最
初
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
り
、
最
後
の
モ
ッ
ト
ー
」（「
返
事
」）

と
隣
人
愛
の
教
え
に
心
を
深
く
し
た
が
、
結
局
は
イ
エ
ス
の
謦
話

を
「
駱
駝
が
針
の
穴
を
く
ぐ
る
と
は
、
そ
り
ゃ
無
理
な
。
出
来
ま

せ
ぬ
て
」（「
古
典
風
」）
と
心
浅
く
け
な
し
、
イ
エ
ス
の
許
を
去
っ

た
の
で
あ
る
。
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心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
は
つ
霜
の

置
き
ま
ど
は
せ
る
し
ら
ぎ
く
の
花

凡
河
内
躬
恒

（
五
八
）

月
明
き
瀬
戸
の
小
島
に
明
け
ぬ
る
を

真
夜
の
祈
り
と
ひ
た
に
思
ひ
き

現
代
人
は
満
月
に
は
嘆
声
を
あ
げ
る
が
、
新
月
・
上
弦
・
満

月
・
下
弦
と
い
う
月
の
満
ち
欠
け
を
眺
め
る
余
裕
を
持
た
な
い
。

ま
し
て
や
、
夜
毎
に
変
化
す
る
立
待
月
・
居
待
月
・
寝
待
月
な
ど

は
、
眺
め
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
名
称
す
ら
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

下
弦
の
月
を
宵
か
ら
観
賞
し
て
い
る
う
ち
に
、
夜
明
け
近
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
月
は
西
空
の
ど
こ
に
宿
を
と
る
つ
も
り
な
の
か

と
、
月
に
見
と
れ
て
夜
を
徹
し
た
感
動
を
こ
め
た
歌
で
あ
る
。

現
代
人
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
う
ひ
と
つ
は
、「
慎
み
て
目
を
覚

し
を
れ
」（
ペ
テ
ロ
前
書
五
・
八
）
の
徹
夜
の
祈
り
で
あ
る
。
中
世

の
信
仰
者
た
ち
は
、
仏
教
徒
に
せ
よ
基
督
教
徒
に
せ
よ
、
大
切
な

祝
日
の
前
夜
を
徹
夜
の
祈
りvigil

に
捧
げ
た
。
預
言
者
サ
ム
エ

ル
は
夜
通
し
主
に
叫
び
（
前
書
一
五
・
一
一
）、
キ
リ
ス
ト
は
「
神

に
祈
り
な
が
ら
夜
を
明
か
」（
ル
カ
六
・
一
二
）
し
た
。『
真
夜
の

祈
』（
新
地
書
房
）
を
残
し
た
ハ
ン
セ
ン
氏
病
者
の
玉
木
愛
子
（
一

八
八
七
〜
一
九
六
九
）
は
長
島
愛
生
園
で
夜
通
し
祈
っ
た
。
失
明

し
た
愛
子
は
そ
の
目
で
月
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
心
と
か

ら
だ
で
い
つ
も
月
の
満
ち
欠
け
を
楽
し
ん
で
い
た
。

明
け
易
し
真
夜
の
祈
り
と
思
ひ
し
に

は
し
ゃ
ぎ
て
問
へ
ば
無
月
と
答
へ
ら
る

夏
の
夜
は
ま
だ
宵
な
が
ら
明
け
ぬ
る
を

雲
の
い
づ
こ
に
月
や
ど
る
ら
む

清
原
深
養
父

（
五
九
）

生
る
れ
ば
死
ぬ
る
も
の
と
は
し
り
な
が
ら

な
ほ
持
た
ま
ほ
し
永
遠
の
い
の
ち
を

二
十
三
歳
で
没
し
た
道
信
（
九
七
一
〜
九
九
四
）
に
も
う
一
首

「
朝
顔
を
何
は
か
な
し
と
思
ひ
け
む
人
を
も
花
は
さ
こ
そ
見
る
ら

め
」
が
あ
る
。
人
は
花
を
槿
花
一
日
と
見
る
が
、
花
も
人
を
栄
華

一
日
と
見
る
と
巧
み
に
、
花
と
人
を
ひ
と
し
な
み
（
等
並
）
に
す

る
。
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百
人
一
首
の
道
信
の
歌
も
同
じ
巧
み
の
歌
で
あ
る
。
夜
明
け
は

必
ず
日
暮
れ
と
な
り
、
朝
別
れ
た
あ
な
た
に
必
ず
会
え
る
夜
が
来

る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
夜
明
け
は
や
は
り
恨
め
し
い
。「
明
け
ぬ

れ
ば
暮
る
る
」
の
論
理
と
事
実
が
、「
な
ほ
恨
め
し
き
」
の
心
理
と

ゆ
め
と
に
か
ら
ま
っ
て
、
別
れ
の
辛
さ
と
逢
う
の
楽
し
さ
を
深
め

る
。私

た
ち
の
人
生
の
根
本
に
於
て
も
、
生
死
の
論
理
と
心
理
と
が

絡
ま
り
あ
う
。
生
ま
れ
れ
ば
必
ず
死
ぬ
人
間
を
大
日
経
は
軈
生
者

必
滅
軋
と
喝
破
し
、
伝
道
の
書
は
軈
空
の
空
、
空
の
空
な
る
哉
、

都
て
空
な
り
軋
と
歌
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
人
間
は
永

遠
を
希
求
し
、
そ
の
「
人
の
心
に
永
遠
を
お
も
ふ
の
思
念
お
も
ひ

」（
三
・

一
一
）
を
神
が
お
与
え
に
な
る
。
だ
が
、
永
遠
の
思
念
だ
け
で
は

十
分
で
は
な
い
、
聖
書
は
生
と
死
の
論
理
と
心
理
の
絡
み
あ
い
を

解
く
に
は
も
う
ひ
と
つ
軈
罪
軋
と
い
う
事
実
が
必
要
だ
と
説
く
。

「
罪
に
よ
っ
て
死
が
入
っ
た
」（
ロ
マ
書
五
・
一
二
新
改
訳
）
か
ら

で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
こ
の
罪
と
死
の
鉄
鎖
を
砕
く
べ
く
、
十
字
架

に
か
け
ら
れ
る
。

明
け
ぬ
れ
ば
暮
る
る
も
の
と
は
し
り
な

が
ら
な
ほ
恨
し
き
朝
ぼ
ら
け
か
な

藤
原
道
信
朝
臣

（
六
〇
）

木
に
て
罪
を
お
か
せ
し
を
と
こ
耕
や
し
て

を
み
な
孕
み
て
苦
を
ば
味
は
ふ

下
句
で
文、
と
踏
み
、
、

を
掛
け
、
上
句
で
生
野
、
、

と
行
く
、
、

を
旅
の
縁
で

つ
な
ぎ
、
歌
枕
大
江
山
で
は
じ
め
、
歌
枕
天
の
橋
立
で
終
え
る
巧

み
の
歌
で
あ
る
。
小
式
部
内
侍
一
五
歳
の
歌
と
き
け
ば
、「
踏
み
」

で
母
恋
し
と
言
い
「
文
」
で
母
の
世
話
に
は
な
ら
ぬ
と
言
う
、
そ

の
若
さ
の
矛
盾
が
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
十
年
も

生
き
る
こ
と
な
く
天
折
し
た
と
知
っ
た
う
え
で
、「
生
く
の
の
道
の

遠
け
れ
ば
」
と
朗
め
ば
、
長
き
生
涯
を
生
き
た
し
の
思
い
が
読
む

者
の
心
に
哀
切
に
ひ
び
く
。

旧
約
聖
書
も
掛
詞
や
縁
語
や
歌
枕
を
駆
使
す
る
。
神
は
語
呂
合

せ
の
中
に
そ
の
姿
を
垣
間
見
せ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

創
世
記
最
初
の
詩
に
は
女
イ
シ
ャ
・
男
イ
シ
ュ
の
語
呂
合
せ
「
深

く
眠
る
イ
シ
ュ
よ
り
取
り
し
イ
シ
ャ
こ
そ
わ
が
骨
の
骨
わ
が
肉
の

肉
」（
二
・
二
三
）
が
あ
る
。
ま
た
日
本
語
の
枕
詞
、
垂
乳
根
の

、
、
、
、

母

の
感
慨
に
も
似
た
エ
バ
の
命
名
「
苦
し
み
の
中
に
妻
を
ば
ハ
バ
と

呼
ぶ
す
べ
て
の
ハ
イ
の
母
な
れ
ば
な
り
」（
三
・
二
○
）
に
も
語
呂

合
せ
が
あ
る
。
更
に
、
ヘ
ブ
ル
語
の
エ
ー
ツ
（
木
）
と
エ
ツ
ェ
ブ

（
苦
）
と
に
は
、
意
味
と
音
と
の
二
重
の
縁
が
あ
る
。
人
の
苦
し
み
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は
木
に
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
苦
よ
り
人
を
救
う
べ
く
、
イ
エ
ス
は

木
に
か
か
ら
れ
た
。
聖
書
は
木
に
始
ま
り
木
に
終
わ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
に
こ
そ
世
界
大
の
掛
詞
、
生
死
と
永
遠
の
縁
語

が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

大
江
山
い
く
の
の
道
の
遠
け
れ
ば

ま
だ
ふ
み
も
見
ず
あ
ま
の
橋
立

小
式
部
内
侍

（
六
一
）

し
の
の
め
の
シ
オ
ン
の
丘
に
し
の
ぶ
れ
ど

あ
ま
り
て
な
ど
か
タ
マ
ル
こ
ひ
し
き

軛し
の
ぶ
軋
を
忍
ぶ
（
古
く
は
し
の
ふ
と
読
ん
だ
）
と
書
け
ば
我

慢
す
る
、
隠
れ
る
の
意
と
な
り
、
慕
ぶ
（
ま
た
は
偲
ぶ
）
と
書
け

ば
、
は
な
れ
て
い
る
人
を
ひ
そ
か
に
思
う
の
意
と
な
る
。
源
ひ
と

し
朝
臣
の
歌
は
両
意
を
含
み
、
野
原
に
茂
る
丈
の
低
い
茅
に
忍
ぶ

男
の
姿
と
、
そ
の
忍
ぶ
恋
心
と
が
、
序
詞
で
あ
る
上
句
か
ら
ひ
し

ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

ダ
ビ
デ
王
の
長
男
ア
ム
ノ
ン
は
忍
ぶ
恋
の
男
で
あ
っ
た
。
そ
の

様
子
を
サ
ム
エ
ル
後
書
一
三
章
か
ら
引
用
し
よ
う
。

そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ダ
ビ
デ
の
子
ア
ブ
シ
ャ
ロ
ム
に
、

タ
マ
ル
と
い
う
名
の
美
し
い
妹
が
い
た
が
、
ダ
ビ
デ
の
子
ア
ム

ノ
ン
は
彼
女
を
恋
し
て
い
た
。
ア
ム
ノ
ン
は
妹
タ
マ
ル
の
た
め

に
、
苦
し
ん
で
、
わ
づ
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
（
新
改
訳
）。

異
母
妹
と
の
結
婚
は
当
時
は
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、

ソ
ロ
モ
ン
を
十
男
と
す
る
王
家
で
は
、
ア
ム
ノ
ン
と
タ
マ
ル
の
結

婚
に
は
王
位
継
承
権
が
か
ら
み
、
困
難
で
あ
っ
た
。
悶
々
と
眠
れ

ぬ
ア
ム
ノ
ン
は
、
明
け
方
の
陽
の
光
に
色
ど
ら
れ
、
し
の
の
め
の

シ
オ
ン
の
丘
に
忍
び
、
し
の
の
め
の
よ
う
に
美
し
い
タ
マ
ル
を
偲

ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
忍
び
切
れ
ぬ
ア
ム
ノ
ン
は
処
女
タ

マ
ル
を
犯
す
。
そ
し
て
王
家
の
悲
劇
が
始
ま
る
。
ち
な
み
に
、
し

の
の
め
は
古
来
「
忍
ぶ
」
の
序
詞
で
あ
る
。

浅
茅
生
の
小
野
の
し
の
は
ら
し
の
ぶ
れ
ど

あ
ま
り
て
な
ど
か
人
の
こ
ひ
し
き

参
議
　
　
等

（
六
二
）

し
ら
つ
ゆ
に
風
の
ふ
き
し
く
野
に
散
れ
る

小
く
圓
き
ぞ
神
の
真
菜
な
る
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秋
の
野
に
白
く
降
り
た
露
が
光
っ
て
い
る
。
吹
き
し
き
る
風
に

打
た
れ
て
野
に
散
る
白
露
は
止
め
糸
か
ら
外
れ
た
白
玉
で
あ
る
と

う
た
う
こ
の
歌
は
、
露
を
う
つ
く
し
と
し
て
、
玉
に
た
と
え
る
日

本
の
美
学
の
伝
統
の
中
に
あ
る
。
日
本
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
、「
秋

風
に
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
露
の
世
を
誰
か
草
は
の
う
へ
と
の
み
見
ん
」

（
明
石
中
宮
）
の
昔
か
ら
「
今
朝
の
朝
の
露
ひ
や
び
や
と
秋
草
や
す

べ
て
幽
け
き
寂
滅
の
光
」（
伊
藤
左
千
夫
）
の
今
に
到
る
、
露
を
は

か
な
し
と
見
る
伝
統
が
あ
る
。

聖
書
は
露
を
軈
ほ
ろ
び
の
光
軋
と
見
な
い
。
創
世
記
の
昔
か
ら

「
天
の
露
と
地
の
肥
沃
」（
二
七
・
二
八
）
と
対
に
し
て
軈
恵
み
の

露
軋
を
讃
え
る
。
こ
の
露
が
、
や
が
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
心
に
刻
み

つ
け
ら
れ
る
。

朝
に
お
よ
び
て
露
営
の
四
囲
に
お
き
し
が
、
そ
の
お
け
る
露

乾
く
に
あ
た
り
て
曠あ
ら

野の

の
表
に
霜
の
ご
と
き
小
ち
ひ
さ
き
圓
き
者
地
に

あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
孫
ひ
と
び
と

こ
れ
を
見
て
此
は
何
ぞ
や
と
互
に

言
ふ
。（
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
六
・
一
三
〜
一
五
）

軛何
ぞ
や
軋
を
ヘ
ブ
ル
語
で
マ
ン
と
言
う
。
以
来
、
こ
の
露
の
恵

み
は
マ
ナ
真
菜
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
は
か
な
い
露
を
恵
み
に
変
え

た
曠
野
の
奇
跡
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
一
首
の
下
句
を
「
圓
き
に
叫

ぶ
こ
は
何
ぞ
や
と
」
読
み
か
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
ら
つ
ゆ
に
風
の
ふ
き
し
く
秋
の
野
は

つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り
け
る

文
屋
朝
康

（
六
三
）

イ
ゼ
ベ
ル
の
つ
る
ぎ
逃
れ
て
思
ひ
入
る

荒あ
ら

野の

の
お
く
に
え
に
し
だ
の
糧

人
の
道
が
す
た
れ
果
て
た
こ
の
世
を
遁
れ
よ
う
と
出
家
遁
世
を

思
い
（
立
っ
て
、
山
に
）
入
っ
た
が
、
そ
の
奥
山
で
も
妻
を
恋
う

鹿
の
声
を
き
い
た
。
西
行
の
出
家
に
さ
そ
わ
れ
る
よ
う
に
山
に
入

っ
た
俊
成
は
二
十
七
歳
だ
っ
た
。
し
か
し
、
鹿
に
さ
そ
わ
れ
て
か
、

す
ぐ
こ
の
世
に
戻
っ
た
。
六
十
三
歳
で
改
め
て
出
家
し
た
と
い
う
。

エ
リ
ヤ
は
バ
ア
ル
の
預
言
者
た
ち
を
殺
し
た
。
バ
ア
ル
を
信
じ

る
王
ア
ハ
ブ
は
、
バ
ア
ル
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
も
た
ら
し
た
妻
イ
ゼ

ベ
ル
に
こ
の
こ
と
を
告
げ
た
。
イ
ゼ
ベ
ル
は
エ
リ
ヤ
を
殺
す
と
宣

言
し
た
。
こ
れ
を
恐
れ
て
エ
リ
ヤ
は
ベ
エ
ル
・
シ
ェ
バ
に
逃
れ
た
。

「
一
日
い
ち
に
ち

程ぢ

ほ
ど
曠あ
ら

野の

に
入
往
き
て
金
雀
花
の
下
に
坐
し
其
身
の
死
な

ん
こ
と
を
求
め
」（
列
王
紀
略
上
一
九
・
四
）
た
。

え
に
し
だ
の
木
陰
で
彼
は
パ
ン
と
水
を
与
え
ら
れ
、
四
十
日
歩

い
て
神
の
山
ホ
レ
ブ
に
着
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
風
神
で
も
雷
神
で
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も
火
神
で
も
な
い
、
真
の
神
の
静
か
な
細
い
声
を
聞
き
、
イ
ス
ラ

エ
ル
を
敵
と
偶
像
と
か
ら
救
う
仕
事
を
与
え
ら
れ
る
。

鹿
の
声
に
よ
っ
て
俗
世
に
戻
っ
た
俊
成
、
神
の
声
に
よ
っ
て
世

を
導
い
た
エ
リ
ヤ
、
い
づ
れ
も
「
え
に
し
だ
」
と
叫
び
た
い
。

ラ
テ
ン
語
のgenista

が
オ
ラ
ン
ダ
経
由
で
日
本
に
来
て
エ
ニ

ス
タ
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
を
「
縁
」（
え
に
し
）
に
か
け
て
軈
え
に

し
だ
軋
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
金
雀
花
で
あ
る
。

世
の
な
か
よ
道
こ
そ
な
け
れ
思
ひ
入
る

山
の
お
く
に
も
鹿
ぞ
鳴
く
な
る

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

（
六
四
）

朝
ぼ
ら
け
ヨ
ル
ダ
ン
の
川
き
り
流
れ

あ
ら
は
れ
わ
た
る
十
二
の
石
塚

軍
書
に
も
歌
書
に
も
名
高
い
山
城
国
宇
治
川
の
夜
明
け
、
朝
日

が
金
色
に
染
め
た
霧
の
晴
れ
間
の
川
瀬
川
瀬
に
、
氷
魚
ひ

お

を
捕
る
べ

く
仕
掛
け
た
網
代
木
が
見
え
て
く
る
。
宇
治
川
の
美
し
い
冬
を
詠

ん
だ
叙
景
歌
の
裏
か
ら
、
宇
治
十
帖
じ
ょ
う
（
源
氏
物
語
の
最
後
の
十
帖
）

の
主
人
公
、
薫
と
大
君
、
つ
い
で
浮
舟
と
の
悲
恋
の
物
語
が
聞
こ

え
て
く
る
。

パ
レ
ス
チ
ナ
の
四
季
を
通
じ
て
流
れ
る
ヨ
ル
ダ
ン
川
は
、
イ
ス

ラ
エ
ル
の
唯
一
の
川
で
あ
る
が
故
に
、
歴
史
の
多
く
の
物
語
を
秘

め
て
流
れ
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
を
逃
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
は

こ
の
川
を
渡
り
、
ヨ
ル
ダ
ン
西
岸
の
乳
と
蜜
の
流
れ
る
地
を
取
っ

た
が
、
そ
の
渡
河
の
様
子
は
ヨ
シ
ュ
ア
記
三
章
と
四
章
に
詳
し
い
。

契
約
の
箱
を
か
つ
い
で
民
が
川
を
渡
り
お
え
た
と
き
、「
ヨ
ル
ダ

ン
川
の
真
中
で
、
祭
司
た
ち
の
足
が
堅
く
立
っ
た
そ
の
所
か
ら
十

二
の
石
を
取
り
、
そ
れ
を
持
っ
て
来
て
、
あ
な
た
が
た
が
今
夜
泊

ま
る
宿
営
地
に
そ
れ
を
据
え
よ
」（
四
・
三
新
改
訳
）
と
の
神
の
言

が
与
え
ら
れ
た
。
後
の
世
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
ら
が
こ
の
石
塚
を

指
し
て
、
父
た
ち
に
「
こ
れ
ら
の
石
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
す

か
」
と
尋
ね
る
の
で
あ
っ
た
。

湯
浅
半
月
に
『
十
二
の
石
塚
』（
一
八
八
五
）
と
い
う
日
本
近
代

史
上
最
初
の
個
人
創
作
詩
集
が
あ
る
。
古
き
皮
袋
に
新
し
き
酒
を

盛
ろ
う
と
し
た
わ
が
敬
愛
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
詩
人
の
試
み
で
あ

る
。朝

ぼ
ら
け
宇
治
の
川
霧
た
え
だ
え
に

あ
ら
は
れ
わ
た
る
瀬
瀬
の
あ
じ
ろ
木

権
中
納
言
定
頼
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（
六
五
）

偶
像
を
さ
せ
も
が
露
と
立
た
し
め
て

あ
は
れ
数あ

ま

多た

の
民
ほ
ろ
び
た
り

佳よ

く
萌も

え
る
の
で
佳
萌
草

よ

も

ぎ

と
呼
ば
れ
る
こ
の
菊
科
多
年
草
は
、

若
葉
を
摘
ん
で
餅
に
入
れ
る
か
ら
軈
も
ち
ぐ
さ
軋、
ま
た
乾
し
て
灸

治
療
に
用
い
る
か
ら
軈
も
ぐ
さ
軋
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

副
詞
の
さ
し
も
（
あ
れ
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
）
に
通
わ
せ
て
軈
さ

し
も
ぐ
さ
軋
と
い
う
風
雅
な
名
も
あ
る
。

七
世
紀
半
ば
、
鎌
足
の
忌
日
に
維
摩
経
を
興
福
寺
で
講
じ
る
維

摩
会
（
ゆ
い
ま
ゑ
）
と
い
う
法
事
が
始
め
ら
れ
た
。
基
俊
は
、
息

子
で
あ
る
興
福
寺
の
僧
光
覚
を
そ
の
講
師
に
す
る
と
の
約
束
を
一

族
の
氏
長
者
忠
道
か
ら
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
空
約
束
と
な
っ

た
の
を
恨
み
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
。

あ
れ
ほ
ど
（
さ
し
も
）
約
束
し
て
（
契
り
お
き
し
）
下
さ
っ
た

の
に
、
そ
れ
を
命
の
露
と
た
よ
り
に
し
て
き
た
の
に
、
息
子
は
講

師
に
な
れ
な
か
っ
た
。
甘
露
の
お
約
束
は
は
か
な
い
つ
ゆ
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
と
、
恨
み
の
丈
を
言
葉
の
限
り
に
尽
く
し
て
い
る
。

聖
書
は
そ
の
十
戒
の
第
二
戒
に
「
何
の
偶
像
を
も
彫
む
べ
か
ら

ず
」（
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
○
章
）
と
固
く
戒
め
て
い
る
。
そ
れ
な
の

に
諸
国
の
民
は
、
太
陽
を
大
河
を
バ
ー
ル
を
ア
シ
ュ
ラ
を
拝
み
、

そ
の
さ
せ
も
が
露
を
命
と
し
て
亡
ん
で
い
っ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
す

ら
も
、
唯
一
の
己
が
神
を
デ
ラ
フ
ィ
ム
と
彫
ん
で
（
創
世
記
三
一
）、

流
離
捕
囚
、
興
亡
離
散
の
歴
史
を
始
め
る
の
で
あ
っ
た
。

契
り
お
き
し
さ
せ
も
が
露
を
命
に
て

あ
は
れ
こ
と
し
の
秋
も
い
ぬ
め
り

藤
原
基
俊

（
六
六
）

わ
た
の
は
ら
こ
き
い
で
て
み
れ
ば
天
地
あ
め
つ
ち

の

神
の
大
道
お
ほ
ぢ

に
ま
が
ふ
お
ほ
み
ず

聖
書
が
日
本
に
伝
来
し
た
の
は
す
で
に
百
三
十
余
年
の
昔
と
な

っ
た
。
そ
の
間
、
多
く
の
日
本
人
が
聖
書
に
感
動
し
、
イ
エ
ス
の

言
葉
に
霹
靂

へ
き
れ
き

を
感
じ
た
。
或
る
者
は
そ
の
喜
び
を
、
他
の
者
は
そ

の
悔
い
改
め
を
表
現
す
る
の
に
、
い
づ
れ
も
七
五
の
調
、
和
歌
に

依
っ
て
い
る
。
そ
の
一
人
、
大
西
祝
は
じ
め
（
一
八
六
四
〜
一
九
○
○
）

の
歌世

の
中
は
何
は
せ
ず
と
も
難
波
江
の

よ
し
あ
し
の
み
は
わ
け
て
ゆ
か
な
ん
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は
、
嘘
も
方
便
式
の
情
況
倫
理
を
越
え
た
聖
書
（
例
え
ば
十
戒
）

の
明
晰
さ
峻
厳
さ
に
打
た
れ
、
一
番
大
切
な
も
の
は
善
悪
の
区
別

で
あ
る
と
悟
り
、
そ
れ
を
日
本
文
学
の
技
巧
、
序
詞
や
語
呂
合
せ

に
依
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
「
古

き
皮
袋
に
新
し
き
酒
を
」（
日
本
語
で
福
音
を
）
盛
る
酒
祝
歌

さ
か
ほ
か
い

の
試

み
と
呼
び
、
内
野
一
人
百
首
を
そ
の
ひ
と
つ
と
自
負
し
て
い
る
。

法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
藤
原
忠
道
の
歌
は
「
海
上
遠
望
」

と
い
う
題
を
与
え
ら
れ
て
詠
ん
だ
題
詠
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
が
う

（
区
別
し
に
く
い
）
と
い
う
語
に
示
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
一
門
の
氏

長
者
の
雄
大
な
海
の
歌
に
匹
敵
す
る
も
の
を
聖
書
に
探
せ
ば
、
神

は
人
の
到
り
え
ぬ
所
に
入
り
人
の
な
し
え
ざ
る
事
を
な
し
給
う
と

す
る
詩
篇
七
十
七
篇
十
九
節
に
求
め
え
よ
う
。

な
ん
ぢ
の
大
道
は
海
の
な
か
に
あ
り
、

な
ん
ぢ
の
徑
は
お
ほ
み
ず
の
な
か
に
あ
り

わ
た
の
原
こ
ぎ
い
で
て
み
れ
ば
ひ
さ
か
た
の

雲
居
に
ま
が
ふ
沖
つ
し
ら
浪

法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣

（
六
七
）

夜
を
こ
め
て
鳥
の
な
く
ね
に
主
を
否
み
し

心
の
水
の
乱
れ
知
り
た
り

清
少
納
言
の
歌
は
中
国
の
故
事
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
斉
の
宰
相

孟
嘗
君
は
敵
を
逃
れ
凾
谷
関
に
来
た
。
日
暮
れ
に
閉
じ
鶏
鳴
と
と

も
に
開
く
こ
の
関
所
に
着
い
た
の
は
軈
夜
を
篭
め
る
軋
頃
、
つ
ま

り
、
ま
だ
夜
が
明
け
な
い
で
い
る
時
刻
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
鶏
の

鳴
き
真
似
の
上
手
な
家
来
が
軈
鳥
の
そ
ら
ね
を
は
か
り
軋
見
事
に

関
を
脱
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

軛逢
坂
の
関
軋
を
越
え
る
と
は
、
男
女
が
契
り
を
結
ぶ
こ
と
の
婉

曲
表
現
で
あ
る
。
昨
日
は
鶏
の
声
に
追
立
て
ら
れ
て
失
礼
し
た
が

今
日
は
是
非
、
と
求
め
る
男
に
女
が
肘
鉄
砲
を
食
ら
わ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。

聖
書
（
マ
タ
イ
二
六
章
）
で
は
、
そ
ら
ね
な
ら
ぬ
本
物
の
鶏
の

鳴
く
音
が
人
の
心
の
乱
れ
や
弱
み
を
露
呈
す
る
。
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の

祈
り
を
終
え
た
キ
リ
ス
ト
が
捕
ら
え
ら
れ
た
。「
死
ぬ
べ
き
こ
と
あ

り
と
も
汝
を
否
ま
ず
」
と
誓
っ
た
ペ
テ
ロ
は
、
主
の
身
を
案
じ
中

庭
に
居
た
。
女
中
の
一
人
が
、
イ
エ
ス
と
一
緒
に
い
た
ペ
テ
ロ
を

見
た
と
証
言
す
る
。
ペ
テ
ロ
は
こ
れ
を
否
む
。
同
じ
証
言
が
二
度

三
度
つ
き
つ
け
ら
れ
、
ペ
テ
ロ
が
二
度
三
度
、「
我
そ
の
人
を
知
ら
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ず
」
と
否
定
し
た
折
し
も
、
鶏
が
鳴
く
。
英
語
で
は
鶏
鳴
は
ク
ッ

ク
ア
ド
ゥ
ド
ル
ド
ゥ
、W

hat
did

you
do?

お
前
は
な
ん
て
こ
と

を
し
た
の
だ
、
と
聞
こ
え
る
と
い
う
。

夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ね
は
は
か
る
と
も

よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ

清
少
納
言

（
六
八
）

も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
思
へ
心
お
ご
り

主
を
あ
ざ
む
き
し
サ
ピ
ラ
ア
ナ
ニ
ヤ

軛あ
は
れ
軋
は
日
本
文
学
の
中
心
句
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
人
の
心

の
様
ざ
ま
な
思
い
、
喜
び
と
悲
し
み
、
讃
美
と
嘆
き
、
愛
情
と
愛

憎
、
願
い
と
諦
め
な
ど
を
表
わ
す
感
動
詞
や
形
容
動
詞
と
し
て
し

き
り
に
用
い
ら
れ
る
。
行
尊
は
高
名
な
天
台
修
験
者
、
一
二
歳
で

出
家
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
美
し
さ
を
の
み
賞
美
さ
れ
て
き
た
山

桜
に
、
ひ
と
り
山
に
篭
る
わ
が
身
を
映
し
て
、
喜
び
も
悲
し
み
も

分
け
合
お
う
と
呼
び
か
け
る
折
お
り
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

聖
書
の
軈
あ
わ
れ
軋
は
感
動
詞
で
は
な
い
。
ま
た
、軈
あ
わ
れ

む
軋軈
あ
わ
れ
み
軋
は
賞
美
や
喜
び
を
意
味
す
る
動
詞
や
名
詞
で
は

な
い
。「
す
べ
て
の
人
の
中
で
一
番
哀
れ
な
者
」（
コ
リ
ン
ト
前
書

一
五
・
一
九
新
改
訳
）
と
否
定
的
に
、
ま
た
、
人
を
あ
わ
れ
む
神

の
「
あ
わ
れ
み
」（
創
世
記
一
九
・
一
六
他
）
と
肯
定
的
に
用
い
ら

れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

使
徒
行
伝
五
章
に
ア
ナ
ニ
ヤ
と
サ
ッ
ピ
ラ
の
夫
婦
が
登
場
す
る
。

使
徒
の
働
き
を
支
え
る
た
め
地
所
を
売
っ
た
が
、
代
金
の
一
部
を

隠
し
、
残
り
を
献
げ
た
。
そ
の
た
め
、
貪
欲
の
罪
で
は
な
く
て
聖

霊
を
欺
い
た
罪
に
よ
っ
て
、
ア
ナ
ニ
ヤ
は
聖
霊
に
打
た
れ
て
死
ん

だ
。
そ
れ
か
ら
三
時
間
た
っ
て
、
サ
ッ
ピ
ラ
も
ま
た
聖
霊
を
欺
き
、

聖
霊
に
打
た
れ
て
死
ん
だ
。
ア
ナ
ニ
ヤ
は
軈
恵
み
軋
を
、
サ
ッ
ピ

ラ
は
軈
美
軋
を
意
味
す
る
と
き
く
と
、
ま
す
ま
す
あ
わ
れ
で
な
ら

な
い
。

も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
思
へ
山
ざ
く
ら

花
よ
り
ほ
か
に
知
る
人
も
な
し

前
大
僧
正
行
尊

（
六
九
）

ジ
ュ
ベ
ル
ム
ー
サ
燃
え
て
つ
き
ざ
る
火
の
柴
は

い
ま
ひ
と
た
び
の
顧
み
の
山
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藤
原
忠
平
の
諡
い
み
な
（
死
後
の
お
く
り
な
）
を
貞
信
公
と
言
う
。
宇

多
上
皇
の
伴
を
し
て
遊
ん
だ
嵯
峨
の
小
倉
山
で
、
上
皇
が
そ
の
子

醍
醐
天
皇
に
こ
の
紅
葉
を
見
せ
た
い
と
望
ん
だ
と
き
、
忠
平
が
応

え
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
天
皇
の
お
で
か
け
「
い
ま
ひ
と
た
び
の

み
ゆ
き
」
と
言
え
ば
、
紅
葉
す
ら
色
あ
せ
ず
待
つ
と
歌
い
、
君
主

の
威
光
と
紅
葉
の
美
を
詠
ん
だ
名
歌
と
さ
れ
て
い
る
。

旧
約
聖
書
の
民
が
「
い
ま
ひ
と
た
び
の
」
と
待
ち
望
ん
で
い
る

も
の
は
神
の
「
か
え
り
み
」
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
天
地
創
造
の

神
の
最
大
の
恵
み
は
顧
み
に
あ
る
。

ヨ
セ
フ
は
エ
ジ
プ
ト
で
死
ぬ
と
き
、「
神
は
必
ず
あ
な
た
が
た
を

顧
み
て
く
だ
さ
る
か
ら
、
そ
の
と
き
、
あ
な
た
が
た
は
私
の
遺
体

を
こ
こ
か
ら
携
え
上
」（
創
世
記
五
○
・
二
五
新
改
訳
）
れ
と
イ
ス

ラ
エ
ル
に
命
じ
た
。
こ
う
し
て
出
エ
ジ
プ
ト
の
大
業
が
始
ま
っ
た
。

四
○
歳
の
モ
ー
セ
は
羊
を
追
い
な
が
ら
シ
ナ
イ
山
、
現
在
ジ
ュ

ベ
ル
・
ム
ー
サ
（
モ
ー
セ
の
山
・
二
二
八
五
米
）
と
呼
ば
れ
る
山

に
来
た
。
神
の
使
い
が
「
現
わ
れ
た
。
柴
の
中
の
火
の
炎
で
あ
っ

た
」（
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
・
二
新
改
訳
）。
モ
ー
セ
は
こ
こ
で
顧
み

る
神
に
会
い
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
顧
み
る
心
」（
使
徒
七
・
二
三

新
改
訳
）
が
起
こ
っ
た
。
小
倉
山
の
紅
葉
が
君
主
の
威
光
の
徴
な

ら
、
シ
ナ
イ
山
の
燃
え
る
柴
は
神
の
顧
み
の
徴
で
あ
る
。

をを

ぐ
ら
や
ま
峰
の
紅
葉
こ
こ
ろ
あ
ら
ば

い
ま
ひ
と
た
び
の
み
ゆ
き
ま
た
な
む

貞
信
公

（
七
〇
）

天
に
あ
る
更
に
勝
れ
る
ふ
る
さ
と
の

春
告
花

は
る
つ
ぐ
る
は
な
は
宇う

内だ
い

を
見
守
る

貫
之
が
な
じ
み
に
し
て
い
た
初
瀬
の
宿
の
女
主
人
が
、
何
ケ
月

ぶ
り
か
に
そ
こ
を
訪
ね
た
貫
之
に
、
お
忘
れ
に
な
っ
た
の
か
と
皮

肉
る
。
そ
れ
に
応
え
て
、
梅
の
枝
を
手
に
貫
之
が
詠
ん
だ
の
が
こ

の
歌
で
あ
る
。
古
里
の
心
の
梅
は
昔
の
ま
ま
だ
が
、
そ
ん
な
皮
肉

を
言
う
あ
な
た
の
心
は
ど
う
か
と
、
こ
れ
ま
た
皮
肉
に
答
え
て
い

る
。こ

う
し
た
皮
肉
な
背
景
は
知
ら
な
く
と
も
、
故
郷
の
花
の
変
わ

ら
ぬ
香
を
歌
っ
た
歌
と
し
て
な
つ
か
し
く
愛
さ
れ
て
い
る
。

地
上
の
故
郷
よ
り
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
故
郷
が
あ
る
と
聖
書
は

言
う
。
パ
ウ
ロ
は
ヘ
ブ
ル
書
で
先
祖
の
族
長
た
ち
を
偲
ん
だ
後

「
し
か
し
、
事
実
、
彼
ら
は
、
さ
ら
に
す
ぐ
れ
た
故
郷
、
す
な
わ
ち

天
の
故
郷
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
」（
一
一
・
一
五
、
一
六
新
改
訳
）

と
記
す
。
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日
本
の
故
郷
の
花
は
貫
之
の
梅
で
あ
り
、
友
則
の
「
春
の
日
に

し
づ
心
な
く
散
る
」
桜
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聖
書
の
天
の
故
郷
に

咲
い
て
い
る
の
は
巴
旦
杏

は
た
ん
き
ょ
う

、
ヘ
ブ
ル
語
で
シ
ャ
ー
ケ
ー
ド
と
呼
ば

れ
る
あ
め
ん
ど
う
春
告
花
で
あ
る
。
幻
に
そ
の
枝
を
目
に
し
た
エ

レ
ミ
ヤ
に
主
は
「
わ
た
し
の
こ
と
ば
を
実
現
し
よ
う
と
、
わ
た
し

は
見
張
っ
て
い
る
（
シ
ャ
ー
カ
ー
ド
と
音
を
か
え
る
と
軈
見
張
る

軋
を
意
味
す
る
）」（
一
・
一
二
新
改
訳
）
と
応
じ
る
。
歴
史
を
見

張
る
創
造
主
の
姿
が
、
ア
ー
モ
ン
ド
の
花
を
神
の
宇
宙
計
画
の
シ

ン
ボ
ル
に
ま
で
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は

花
ぞ
む
か
し
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る

紀
貫
之

（
七
一
）

夕
さ
れ
ば
血
の
門
柱

か
ど
ば
し
ら

お
と
づ
れ
て

滅
ぼ
す
者
が
風
と
過
ぎ
越
す

「
お
と
づ
れ
る
」
と
い
う
動
詞
は
、
訪
問
す
る
と
か
手
紙
を
書
く

意
味
の
ほ
か
、
昔
は
音
を
立
て
る
意
味
に
用
い
た
。「
音
を
立
て
る

意
味
か
ら
、
戸
を
た
た
く
こ
と
の
印
象
が
強
く
な
り
、
訪
問
の
意

に
な
っ
た
」（『
国
文
学
の
発
生
』
折
口
信
夫
）
の
で
あ
る
。

宵
闇
の
中
で
門
前
の
稲
葉
を
さ
や
さ
や
鳴
ら
す
秋
風
が
、
や
が

て
門
扉
を
た
た
き
生
垣
を
鳴
ら
し
、
山
荘
に
吹
き
込
ん
で
来
る
。

そ
の
様
子
が
耳
に
き
こ
え
目
に
見
え
る
よ
う
だ
。
夕
の
さ
わ
や
か

さ
と
秋
の
さ
わ
や
か
さ
を
重
ね
た
故
の
名
歌
と
さ
れ
て
い
る
。

音
が
耳
に
き
こ
え
目
に
見
え
て
く
る
光
景
が
聖
書
に
も
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
の
王
パ
ロ
は
貴
重
な
労
働
力
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を

出
国
さ
せ
な
か
っ
た
。
神
は
血
の
川
水
、
蛙
、
ぶ
よ
、
あ
ぶ
、
疫

病
、
腫
物
、
雹
、
い
な
ご
、
暗
黒
と
九
つ
の
災
害
を
与
え
た
が
、

パ
ロ
の
心
は
か
た
く
な
だ
っ
た
。
そ
の
心
を
砕
い
た
最
後
の
災
害

は
パ
ロ
の
家
か
ら
家
畜
小
屋
に
及
ぶ
初
子
の
死
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
て
許
さ
れ
た
出
エ
ジ
プ
ト
の
記
念
と
し
て
過
越
の
祭
が
制
定
さ

れ
た
。
今
も
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は
生
ま
れ
た
て
の
小
羊
の
血
を
門
の

鴨
居
と
柱
に
ぬ
り
「
主
が
そ
の
戸
口
を
過
ぎ
越
さ
れ
、
滅
ぼ
す
者

が
あ
な
た
が
た
の
家
に
入
」（
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
二
・
二
四
）
ら
な

か
っ
た
夕
を
感
謝
し
て
祝
う
と
い
う
。

夕
さ
れ
ば
門
田
の
稲
葉
お
と
づ
れ
て

あ
し
の
ま
ろ
や
に
あ
き
風
ぞ
吹
く

大
納
言
経
信
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（
七
二
）

雲
に
包
ま
れ
引
き
上
げ
ら
れ
て
死
者
も
生
者
も

主
の
日
の
末
に
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ

「
瀬
が
早
い
た
め
に
岩
に
遮
ら
れ
る
滝
川
と
お
な
じ
よ
う
に
、
た

と
え
一
度
は
別
れ
別
れ
に
な
っ
て
も
、
行
末
は
か
な
ら
ず
ま
た
逢

お
う
と
思
う
。」（
安
東
次
男
）

こ
れ
は
単
な
る
自
然
の
情
景
で
な
く
恋
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、

ま
た
単
な
る
恋
歌
で
も
な
い
。
皇
位
を
奪
わ
れ
院
に
遷
さ
れ
た
崇

徳
の
嘆
き
や
政
治
的
不
満
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。「
早
み
」「
せ
か

る
る
」「
わ
れ
て
も
」
と
三
つ
の
動
詞
の
連
打
が
、
崇
徳
院
の
心
を

よ
く
ひ
び
か
せ
て
い
る
。

初
代
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
た
ち
も
、
使
徒
行
伝
に
あ
る
よ
う
に
、
迫

害
さ
れ
て
嘆
き
、
追
放
の
身
を
か
こ
っ
た
り
し
た
。
し
か
し
彼
ら

は
、「
わ
れ
て
も
末
に
会
わ
ん
」
と
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
望
み
を
か

け
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
群
の
ひ
と
つ
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
者

た
ち
を
パ
ウ
ロ
は
、「
兄
弟
た
ち
よ
。
眠
っ
て
い
る
人
々
に
つ
い
て

は
無
知
で
い
て
も
ら
い
た
く
な
い
。
望
み
を
持
た
な
い
外
の
人
々

の
よ
う
」（
第
一
テ
サ
ロ
ニ
ケ
四
・
一
三
口
語
訳
）
に
悲
し
む
な
と

は
げ
ま
し
て
か
ら
、
そ
の
再
会
の
様
を
、
死
ん
だ
人
び
と
が
「
よ

み
が
え
り
」
生
き
残
っ
た
人
び
と
と
「
雲
に
包
ま
れ
て
」「
引
き
上

げ
ら
れ
」「
空
中
で
主
に
会
い
」
い
つ
ま
で
も
「
主
と
共
に
い
る
」

と
望
み
に
み
ち
た
動
詞
を
五
つ
重
ね
て
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
は

私
の
愛
誦
聖
句
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

瀬
を
早
み
岩
に
せ
か
る
る
滝
川
の

わ
れ
て
も
末
に
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ

崇
徳
院

（
七
三
）

造
り
主
の
姿
に
倣な
ら

ふ
人
と
な
り
ぬ

鏡
に
か
す
み
立
た
ず
も
あ
ら
な
む

桜
前
線
は
何
週
間
か
か
け
て
日
本
列
島
を
北
上
す
る
が
、
吉
野

山
の
桜
は
外
山
（
人
里
近
い
麓
の
山
）
か
ら
奥
山
へ
と
数
日
か
け

て
上
っ
て
行
く
。
だ
か
ら
、
高
砂
の
尾
上
（
高
い
山
の
峯
）
の
桜

は
「
咲
き
に
け
り
」
の
詠
嘆
に
ふ
さ
わ
し
い
有
終
の
美
を
呈
す
る
。

匡
房
は
そ
の
美
し
さ
を
「
立
た
ず
も
あ
ら
な
む
」、
隠
さ
な
い
で
ほ

し
い
と
外
山
の
か
す
み
に
訴
え
て
い
る
。
す
な
お
な
気
持
が
格
調

高
く
ひ
び
い
て
く
る
。

耳
を
す
ま
せ
ば
、
聖
書
か
ら
も
「
立
た
ず
も
あ
ら
な
む
」
の
切

実
な
訴
え
が
聞
こ
え
て
く
る
。
パ
ウ
ロ
は
コ
リ
ン
ト
の
教
会
の
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人
々
に
向
か
っ
て
、
私
た
ち
は
来
る
べ
き
神
の
御
国
の
姿
の
「
今
、

鏡
に
お
ぼ
ろ
に
映
っ
た
も
の
」
を
見
て
い
る
が
、
や
が
て
再
臨
の

時
に
は
「
顔
と
顔
と
を
合
わ
せ
て
見
る
」（
第
一
コ
リ
ン
ト
一
三
・

一
二
新
改
訳
）
と
言
う
。

コ
リ
ン
ト
産
の
鏡
は
銅
な
ど
金
属
の
表
面
を
磨
い
た
も
の
で
、

手
入
れ
を
怠
た
れ
ば
、
お
ぼ
ろ
な
映
像
が
ま
す
ま
す
か
す
む
も
の

で
あ
っ
た
。
私
た
ち
二
十
世
紀
末
の
日
本
の
教
会
も
、
霊
的
な
意

味
で
、
来
る
べ
き
御
国
と
自
ら
の
姿
と
を
鏡
に
映
し
て
見
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
そ
の
鏡
の
か
す
ま
ぬ
よ
う
祈
り
た
い
。
私
た
ち
が

「
鏡
の
よ
う
に
主
の
栄
光
を
う
つ
し
出
す
」（
第
二
コ
リ
ン
ト
三
・

一
八
新
共
同
訳
）
日
を
望
み
つ
つ
「
造
り
主
の
姿
に
倣
う
新
し
い

人
」（
コ
ロ
サ
イ
三
・
一
○
新
共
同
訳
）
と
な
る
よ
う
祈
り
た
い
。

高
砂
の
尾
上
の
さ
く
ら
咲
き
に
け
り

外
山
の
か
す
み
立
た
ず
も
あ
ら
な
む

前
中
納
言
匡
房

（
七
四
）

母
の
胎
に
宿
り
し
夜
を
ば
呪
ひ
て
よ
り

暁
ば
か
り
憂
き
も
の
は
な
し

月
が
天
に
有
り
な
が
ら
夜
が
明
け
る
頃
の
有
明
の
月
に
冷
た
い

女
の
仕
打
ち
を
隠
し
て
、
あ
の
朝
の
別
れ
以
来
、
夜
明
け
が
つ
ら

く
な
っ
た
と
か
こ
つ
歌
で
あ
る
。

聖
書
に
は
「
暁
ば
か
り
憂
き
も
の
は
な
し
」
と
、
男
女
の
恋
の

苦
し
み
を
う
た
っ
た
歌
は
な
い
。
し
か
し
、
聖
書
を
神
と
人
と
の

相
聞
歌
集
と
見
れ
ば
、「
暁
ば
か
り
」
の
嘆
き
が
聞
こ
え
て
来
な
い

で
も
な
い
。

神
の
恵
み
の
下
に
栄
え
て
い
た
族
長
ヨ
ブ
は
突
然
、
家
畜
を
奪

わ
れ
穀
物
を
焼
か
れ
、
七
人
の
息
子
と
三
人
の
娘
を
一
緒
に
大
風

に
失
っ
た
。
そ
の
上
、
自
分
の
身
体
全
体
も
悪
性
の
腫
物
に
お
お

わ
れ
、
妻
か
ら
は
「
神
を
の
ろ
っ
て
死
に
な
さ
い
」
と
の
の
し
ら

れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
ヨ
ブ
は
口
を
開
き
「
私
の
生
ま
れ

た
日
は
滅
び
う
せ
よ
。
男
の
子
が
胎
に
宿
っ
た
と
言
っ
た
そ
の
夜

も
」（
三
・
三
新
改
訳
）
と
呪
い
、「
暁
の
ま
ぶ
た
の
あ
く
の
を
見

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
」（
三
・
九
新
改
訳
）
と
つ
ぶ
や
く
の
で
あ

っ
た
。

だ
が
、
神
は
忍
耐
強
か
っ
た
。
ヨ
ブ
と
理
を
尽
く
し
て
問
答
す

る
。
こ
の
問
答
を
私
は
相
聞
（
あ
い
ぎ
こ
え
）
と
と
る
。
こ
の
長

い
相
聞
の
末
に
ヨ
ブ
は
「
私
は
た
だ
手
を
口
に
あ
て
る
ば
か
り
で

す
」（
四
○
・
四
新
改
訳
）
と
信
頼
の
声
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
ヨ
ブ

に
主
の
恵
み
と
族
長
の
栄
え
と
が
回
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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有
明
の
つ
れ
な
く
み
え
し
わ
か
れ
よ
り

暁
ば
か
り
憂
き
も
の
は
な
し

壬
生
忠
岑

（
七
五
）

食く
ら

ふ
者
よ
り
湧
き
出
で
に
け
る
食
物
く
ひ
も
の

は

士
師
が
な
め
た
る
獅
子
の
死
屍
の
蜜

謎
か
け
謎
と
き
は
、
平
安
時
代
こ
の
か
た
日
本
文
芸
の
刺
激
的

な
一
項
で
あ
っ
た
。
枕
草
子
の
冒
頭
「
春
は
曙
」
な
る
一
文
は

「
春
は
？
」
と
尻
上
り
に
問
う
て
、
間
を
置
き
、「
曙
」
と
答
え
る

ナ
ゾ
の
仕
立
て
を
と
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

列
樹
の
歌
も
謎
か
け
謎
と
き
の
仕
立
て
で
あ
る
。
柵
（
し
が
ら

み
）
と
は
、
流
れ
て
く
る
も
の
を
せ
き
と
め
る
た
め
に
川
の
中
に

杭
を
立
て
、
そ
れ
に
柴
や
竹
を
か
ら
ま
せ
た
も
の
で
あ
る
。
秋
深

い
山
中
の
川
に
散
り
紅
葉
が
た
ま
っ
て
い
た
。
誰
か
が
か
け
た
柵

か
と
近
寄
っ
て
み
る
と
、
柵
で
は
な
く
、
た
ま
っ
た
ま
ま
流
れ
ず

に
い
る
紅
葉
で
あ
っ
た
。
そ
の
光
景
を
「
風
が
か
け
た
柵
」
と
は

何
か
と
軽
妙
に
問
い
「
流
れ
も
あ
へ
ぬ
紅
葉
」
と
華
や
か
に
答
え

て
い
る
。

旧
約
聖
書
士
師
記
一
四
章
に
、
名
高
い
サ
ム
ソ
ン
の
謎
が
あ
る
。

若
獅
子
を
手
で
殺
し
た
サ
ム
ソ
ン
は
帰
り
途
、
そ
の
死
体
か
ら
蜂

蜜
を
と
っ
て
た
べ
た
。
祝
宴
の
際
サ
ム
ソ
ン
は
賞
品
を
か
け
て
謎

を
出
す
。

食
べ
る
者
か
ら
食
べ
物
が
出
た

強
い
者
か
ら
甘
い
も
の
が
出
た

答
え
ら
れ
な
か
っ
た
客
達
は
彼
の
妻
を
お
ど
し
て
、
涙
仕
掛
で
答

を
得
さ
せ
る
。
宴
の
七
日
目
、
日
没
前
に
客
達
は
答
え
る
。

蜂
蜜
よ
り
甘
い
も
の
は
何
か

ラ
イ
オ
ン
よ
り
強
い
者
は
何
か
（
新
共
同
訳
）

山
川
に
風
の
か
け
た
る
し
が
ら
み
は

流
れ
も
あ
へ
ぬ
も
み
ぢ
な
り
け
り

春
道
列
樹
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[Abstract in English]

An Anthology of Christian Tanka Poems
Based on the Ogura Anthology

H. Shimizu

The Ogura Anthology of one hundred waka poems, or tanka poems as they are now

called, has been a best-seller in every century since its compilation in the 13th century

by Fujiwara-no-Teika (1162–1241 ad).

A waka consists of two parts, the upper hemistitch with three lines in a pattern of 5-

7-5 syllables and the lower hemistitch with two lines of seven syllables each. In the

beginning of the 17th century, a memory game of cards based on the Ogura Anthology

was devised. A group of players is given a set of one hundred cards, each card containing

only the second half (the lower hemistitch) of one of the poems. The players are divided

into two groups which sit on the opposite side of a tatami (woven straw) mat. Each

group spreads its own fifty cards on the tatami mat. The game also requires a reader

who keeps another set of one hundred cards with a complete waka printed on each card

and who reads each waka one-by-one. Both sides listen carefully to the reader. As soon

as the reader begins to recite a poem, the players try to be the first to match that poem

with the corresponding card lying on the tatami mat. It must be remembered that the

card on the tatami-mat has only the second half of the poem printed on it. Each side

tries to get the most “matches,” and thus the most cards. A sharp player who knows by

heart every waka in the Okura Anthology can pick up the correct card as the first

syllable is read or even as the first sound in that syllable is pronounced.

It could be said that the Ogura Anthology and its associated card game symbolize

the Japanese mind and imagination. It is my desire to make a Biblical/Christian version

of each and every waka in the Ogura Anthology and, in this way, to contextualize the

Biblical stories into the form of Japanese literature.

For several years I have been publishing my Christian versions of these poems in this

journal, Christ and the World. This 1996 issue contains the third set of poems. My goal

is to create and publish Christian versions of all one hundred waka (or tanka).
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To illustate my procedure, let us consider the first waka of this third volume. This

waka happens to have been composed by Teika himself.

ko nu hi to o For one who comes not

ma tsu ho no u ra no I yearn; as, at Matsuho,

yuu na gi ni In the evening calm,

ya ku ya mo shi o no The salt-weeds are burnt aglow,

mi mo ko ga re tsu tsu. So parch’d am I for desire.

(Translated by Haruo Miyata)

In the fourth line we see the Japanese phrase, “mo shi o.” We may note that mo (sea-

weeds) + shio (salt) is an ancient way of salt-making, a well-known scene at Masuho

Shore on Awaji island. “Ma tsu ho” implies “to wait for some one.” Matsuho Shore, thus,

means the Waiting Shore. The women divers were yearning (that is, burning) for their

lovers who had not yet shown up. Their hearts were just like the smoke of the Waiting

Shore.

Teika’s waka reminds me of a New Testament figure, the father of the prodigal son in

Luke 15. This father, when his son “was yet a great way off, saw him, and had compas-

sion, and ran, and fell on his neck and kissed him.” Here is my Christian version.

en go ku ni For his son who went

a so bi u e ke mu To a far country, only

ko o ma te ru To idle away

chi chi ga mo shi o no His time and starve, the father’s 

mi mo ko ga re tsu tsu. Parch’d heart burned as the salt-weeds.
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