
Ⅰ
　
序

ヨ
ナ
書
は
十
二
小
預
言
書
の
第
五
番
目
の
書
で
あ
り
、
最
も
異
常
な
預
言
的
物
語
と
い
う
点
で
他
の
小
預
言
書
と
異
な
っ
て

い
る
。
神
の
使
信
を
伝
え
に
ニ
ネ
ベ
に
行
く
こ
と
を
拒
否
し
て
タ
ル
シ
シ
ュ
に
向
か
う
預
言
者
の
旅
は
異
常
現
象
に
満
ち
て
い

る
。
暴
風
、
大
き
な
魚
（
そ
の
中
で
ヨ
ナ
は
歌
を
作
る
）、
陸
に
戻
さ
れ
て
か
ら
ニ
ネ
ベ
に
行
き
宣
教
し
た
と
こ
ろ
、
ニ
ネ
ベ
の

人
た
ち
の
大
量
回
心
が
起
こ
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
ヨ
ナ
書
二
章
の
祈
り
の
詩
は
ヨ
ナ
自
身
の
も
の

か
ど
う
か
、
又
、
ヨ
ナ
書
二
章
が
、
そ
し
て
特
に
祈
り
の
詩
が
ど
の
よ
う
な
文
学
的
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
特
徴

を
そ
な
え
て
い
る
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
使
信
・
神
学
的
課
題
を
与
え
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
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Ⅱ
　
本
文
の
文
脈
上
の
位
置
│
詩
文
型
と
散
文
型
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
ヨ
ナ
書
の
統
一
性
の
問
題

ヘ
ブ
ル
語
原
典
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ナ
書
二
章
は
邦
訳
の
一
章
十
七
節
か
ら
始
ま
り
、
し
た
が
っ
て
二
章
十
節
は
原
典
で
は
二
章

十
一
節
と
な
る
。
新
共
同
訳
は
ヘ
ブ
ル
語
聖
書
の
通
り
で
あ
る
。
邦
訳
二
章
二
節
か
ら
九
節
の
詩
の
部
分
は
い
く
つ
か
の
困
難

な
問
題
を
提
起
す
る
。
即
ち
詩
文
型
と
散
文
型
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
ヨ
ナ
書
の
統
一
性
の
問
題
で
あ
る
。
学
者
た
ち
は
次
の
よ

う
な
点
を
指
摘
す
る
。
盧
こ
の
詩
の
内
容
は
個
人
の
詩
で
あ
る
が
、
詩
文
の
続
き
か
ら
考
え
る
と
当
然
魚
の
腹
に
呑
み
込
ま
れ

た
ヨ
ナ
の
、
救
い
を
求
め
て
の
悔
い
改
め
の
詩
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
盪
ま
た
詩
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
感
謝
の
詩
な
ら
ば
当

然
、
二
章
十
節
の
魚
の
腹
か
ら
の
解
放
の
後
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
蘯
こ
の
詩
は
詩
篇
の
各
所
と
の
並
行
が
見
ら
れ
、
詩

篇
か
ら
の
断
片
的
な
編
集
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
盻
用
語
法
か
ら
言
っ
て
も
、
散
文
の
部
と
詩
の
部
の
用
語
は
著
し
く
異
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
こ
の
詩
は
散
文
よ
り
も
古
い
も
の
で
あ
る
か
新
し
い
も
の
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
著
者
か
ま
た
は
後

代
の
編
集
者
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る漓
。
ヨ
ナ
書
二
章
は
十
九
世
紀
か
ら
二
○
世
紀
の
か
な
り
の
年
ま

で
ヨ
ナ
書
本
来
の
も
の
で
は
な
く
て
、
あ
と
の
時
代
に
加
筆
さ
れ
た
と
の
見
解
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
詩
を
除
去

し
た
方
が
物
語
の
一
貫
性
が
明
ら
か
に
回
復
さ
れ
る
と
言
う
人
も
い
る滷
。
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
見
解
が
最
も
受
け
入
れ
や
す

い
見
解
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
散
文
と
詩
文
が
交
ざ
る
異
な
る
類
型
を
用
い
た
文
学
の
成
立
は
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
語
に
は
詩
文
と

散
文
が
あ
る
。
海
の
歌
（
出
エ
ジ
プ
ト
十
五
章
）、
モ
ー
セ
の
歌
（
申
命
記
三
二
章
）、
デ
ボ
ラ
の
歌
（
士
師
記
五
章
）、
ダ
ビ
デ

の
詩
（
サ
ム
エ
ル
記
蠡
二
二
章
）
は
散
文
の
中
に
あ
る
詩
で
あ
る
。
ヤ
コ
ブ
と
モ
ー
セ
の
遺
言
（
創
世
記
四
九
章
、
申
命
記
三

三
章
）
や
バ
ラ
ム
の
託
宣
（
民
数
記
二
三
章
│
二
四
章
）
は
散
文
と
区
分
し
て
あ
る
。
ヨ
ナ
書
二
章
三
〔
二
〕
│
十
〔
九
〕
節

は
散
文
か
ら
詩
文
へ
劇
的
に
変
化
し
て
い
る澆
。
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そ
れ
よ
り
む
し
ろ
ヨ
ナ
書
全
体
が
詩
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ヨ
ナ

書
は
詩
文
の
作
品
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
全
体
が
韻
律
的
言
語
に
よ
る
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ヨ
ナ
の
詩
（
二
章
三
〔
二
〕

│
十
〔
九
〕
節
）
と
「
散
文
の
」
物
語
は
詩
文
と
散
文
の
区
別
と
い
う
「
高
揚
さ
れ
た
言
語
」
に
よ
る
程
度
の
差
な
の
で
あ
る
。

ヨ
ナ
書
は
物
語
と
叙
情
詩
の
間
を
動
い
て
い
る
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う潺
。
そ
れ
ゆ
え
後
の
編
集
者
の
挿
入
の
跡
を
こ
こ
に
認
め

る
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ヨ
ナ
の
詩
の
部
分
は
ヨ
ナ
書
理
解
の
本
質
的
部
分
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
。

多
く
の
学
者
の
解
釈
は
魚
の
腹
に
呑
ま
れ
た
こ
と
を
、
ヨ
ナ
の
不
幸
の
極
限
と
考
え
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
捕
囚
の
比
喩
と
見
た

り
、
ま
た
魚
と
レ
ビ
ヤ
タ
ン
や
竜
（
ヨ
ブ
記
四
一
章
、
詩
篇
七
四
・
十
三
│
十
四
、
イ
ザ
ヤ
書
二
七
・
一
、
五
一
・
九
等
）
の

イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て
い
る
が潸
、
魚
は
主
が
備
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
一
〔
一
・
十
七
〕
節
）。
魚
は
ヨ
ナ
救
出
の
「
摂
理
の
道

具
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
海
に
投
げ
込
ま
れ
「
よ
み
の
腹
」
に
落
ち
込
ん
だ
こ
と
、「
深
淵
」
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
神
の

審
き
な
の
で
あ
っ
て
、
魚
は
救
い
の
恵
み
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
魚
の
腹
は
し
た
が
っ
て
ヨ
ナ
に
と
っ
て
悔
い
改
め
と
感
謝
の

場
所
で
あ
り
、
使
命
に
向
か
っ
て
出
発
を
「
誓
う
」（
二
・
十
〔
九
〕
節
）
場
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
詩
は
ま
さ
に
こ

の
位
置
に
あ
る
の
が
内
容
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅲ
　
言
語
と
内
容
に
つ
い
て
の
解
釈

Ａ
　
一
〔
一
・
十
七
〕
│
二
〔
二
・
一
〕
節
及
び
十
一
〔
十
〕
節
の
散
文
の
言
語
と
内
容

新
し
い
ペ
リ
コ
ー
ペ
（
短
章
句
）
が
二
・
一
〔
一
・
十
七
〕
か
ら
始
ま
り
、
二
・
十
一
〔
十
〕
と
共
に
終
わ
る
。
一
節
│
二
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節
の
散
文
の
内
容
を
調
べ
よ
う
。

一
〔
一
・
十
七
〕
節
。l/dG:gD;hw:hy“ˆm'y“w"

ˆm'y“w"
はhnm

の
ピ
エ
ル
形
（hN:mi

）
の
未
完
了
形
で
ワ
ー
ウ
継
続
法
と
な
っ
て
い
る
。hN:mi

（
ピ
エ
ル
形
）
は
「
割
り
当
て
る
」

「
備
え
る
」「
任
命
す
る
」「
提
供
す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
ダ
ニ
エ
ル
書
一
・
五
、
十
、
ヨ
ブ
記
七
・
三
で
は
「
割
り
当
て

ら
れ
た
」「
割
り
当
て
た
」「
定
め
た
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
神
は
ろ
ば
（
民
数
記
二
二
・
二
二
│
三
五
）、
獅
子
（
士
師

記
十
四
章
）、
雌
ろ
ば
（
サ
ム
エ
ル
記
蠢
九
章
）
を
備
え
ら
れ
た
。hN:mi

は
そ
れ
を
通
し
て
成
就
す
る
媒
介
を
必
要
と
す
る
行
為

で
あ
る
。
神
は
「
大
き
な
魚
」
を
備
え
る
と
こ
と
よ
り
も
、
ヨ
ナ
に
教
訓
を
与
え
る
た
め
に
適
切
な
状
況
を
与
え
た
と
言
え
る
。

動
物
が
物
語
の
中
で
導
入
さ
れ
る
時
、
望
ま
れ
た
目
的
を
果
た
す澁
。
大
き
な
魚
は
バ
ア
ル
神
話
の
海
の
怪
獣
か
ら
引
き
出
さ
れ

た
と
い
う
人
も
い
る
が澀
、
こ
れ
に
は
説
得
す
る
だ
け
の
証
拠
が
な
い
。

ˆm'y“w"

は
二
・
一
〔
一
・
十
七
〕
の
他
に
、
ヨ
ナ
書
四
・
六
（
と
う
ご
ま
）、
四
・
七
（
一
匹
の
虫
）、
四
・
八
（
焼
け
つ
く
よ

う
な
東
風
）
に
出
て
来
て
、
主
な
い
し
、
神
が
主
語
と
な
っ
て
い
る
。
一
章
の
登
場
人
物
の
多
く
が
水
夫
た
ち
で
あ
っ
た
が
、

水
夫
た
ち
と
行
動
の
場
所
が
船
の
上
（
四
│
十
五
節
）
と
陸
（
十
六
節
）
か
ら
海
に
変
わ
り
、
今
や
焦
点
が
ヨ
ナ
と
魚
に
移
る
。

神
は
出
来
事
の
コ
ー
ス
を
決
め
る
お
方
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
お
ら
れ
る
。

二
・
十
一
〔
十
〕
の
後
で
三
・
一
│
三
ａ
の
命
令
は
、
一
・
一
│
三
の
は
じ
め
の
召
し
を
こ
だ
ま
し
て
、
新
し
い
ペ
リ
コ
ー

ペ
（
短
章
句
）
を
始
め
る
。
新
し
い
所
（
陸
）
で
、
ヨ
ナ
を
通
し
て
、
主
の
も
と
も
と
の
意
図
の
完
成
と
い
う
目
的
を
も
っ
た

ペ
リ
コ
ー
ペ
で
あ
る
。l/dG:gD;

のl/dG:

はgD;

とD

とG

で
子
音
の
逆
転
の
語
呂
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
。D

G
¦G
D

。
四
・
六

で
はlXe

とlXeh'l]

が
、
四
・
七
で
はt['l'/T

とt/l['“B'

が
語
呂
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
し
、
四
・
八
で
はj'Wr

とtyviyrIj'“

が

R
H¦ ¦H¦ R

で
子
音
の
逆
転
の
語
呂
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る潯
。
魚
は
海
に
投
げ
込
ま
れ
た
ヨ
ナ
を
救
う
道
具
と
し
て
主
に
備
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
言
葉
づ
か
い
は
正
確
で
あ
る
。
主
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
ら
れ
る
。
魚
は
単
に
主
の
言
わ
れ
る
こ
と
を
行
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な
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
二
・
十
一
〔
十
〕
節
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る潛
。

gD;h'y[em]Bihn:/y
yhiy“w"

hn:/y

（
ヨ
ナ
）
は
ヤ
ロ
ブ
ア
ム
二
世
（
紀
元
前
七
八
六
│
七
四
六
年
）
の
繁
栄
の
治
世
の
間
に
生
き
た

ア
モ
ス
の
同
時
代
人
と
し
て
事
実
列
王
記
蠡
十
四
章
二
五
節
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ヨ
ナ
は
八
世
紀
の
預
言
者
で

あ
る
。t/lylehv;løv]W

µymiy:hv
løv]

（
三
日
三
晩
）。
ヨ
ナ
が
魚
の
中
に
い
た
と
い
う
主
張
に
意
義
が
あ
る
。
こ
れ
は
二
重
の
力

が
あ
る
。
慣
用
法
的
に
、
こ
れ
は
三
日
間
で
、
四
十
日
四
十
夜
（
創
世
記
七
・
四
）
の
よ
う
に
時
間
の
期
間
を
強
調
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
生
き
て
い
る
者
の
地
か
ら
シ
ェ
オ
ル
へ
の
旅
（
あ
る
い
は
逆
も
ま
た
同
じ
）
は
三

日
間
か
か
る
と
い
う
一
種
の
民
間
の
観
念
や
陳
腐
な
決
ま
り
の
表
現
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ラ
ン
デ
ス
は
シ
ェ
オ
ル
へ
の

旅
の
モ
チ
ー
フ
が
こ
の
詩
の
中
の
下
界
へ
の
言
及
の
意
図
的
な
響
き
と
し
て
、
著
者
ヨ
ナ
の
用
語
の
選
択
の
背
後
に
あ
る
こ
と

を
示
す
た
め
に
、
こ
の
説
得
力
の
あ
る
証
拠
を
あ
げ
て
い
る濳
。

二
〔
二
・
一
〕
節
。wyh;løa,“hw:hy“Îla,hn:/y

lLeP't]YIw"

ヨ
ナ
が
「
彼
の
神
、
主
」
に
祈
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
一
・
九
で
ヨ
ナ
が
創
造
主
で
あ
り
、
主
権
者
で
あ
り
神
で
あ
る
主

を
告
白
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
。
ヨ
ナ
が
祈
り
を
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
誰
に
向
か
っ
て
祈
る
か
は
重
要
で
あ
る
。
ヨ
ナ
が
祈
っ

た
こ
と
に
言
及
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
も
な
い
と
三
〔
二
〕
節
か
ら
の
詩
は
突
然
何
の
導
入
も
な
く
、

押
し
入
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
て
て
加
え
て
、
ヤ
ー
ウ
ェ
が
ま
だ
ヨ
ナ
の
神
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
起
こ
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
は
、
ヨ
ナ
が
今
ま
で
知
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
確
信
を
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
主
は

ご
自
分
の
願
わ
れ
た
通
り
に
行
動
さ
れ
る
お
方
で
あ
る
。
ヨ
ナ
の
逃
亡
と
そ
れ
に
続
い
た
環
境
は
ヨ
ナ
の
信
仰
と
少
し
も
矛
盾

し
な
か
っ
た
。
ヨ
ナ
に
は
今
や
少
な
く
と
も
考
え
る
時
間
が
あ
る
。
船
長
に
起
こ
さ
れ
て
か
ら
の
船
上
の
出
来
事
は
狂
乱
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
ヨ
ナ
は
嵐
の
海
に
投
げ
込
ま
れ
た
。
ヨ
ナ
は
溺
れ
、
海
の
中
に
沈
ん
だ
。
し
か
し
何
か
が
ヨ
ナ
を
包
ん
で
い

た
。
そ
れ
が
魚
で
あ
る
こ
と
を
ヨ
ナ
は
感
じ
て
い
た
。
と
に
か
く
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
ヨ
ナ
は
死
な
な
い
こ
と
が
明
ら
か

19



で
あ
る
と
感
じ
た
。
魚
の
内
部
か
ら
感
謝
の
祈
り
を
さ
さ
げ
る
力
は
、
魚
の
中
の
状
況
は
全
く
の
苦
痛
と
か
恐
慌
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

h
g:D

;h
'
y[

eM
]m
i

中
世
の
多
く
の
注
釈
者
は
、
も
し
ヨ
ナ
が
魚
の
中
で
祈
り
の
う
ち
に
三
日
を
過
ご
し
た
と
す
る
な
ら
、

hg:D;h'y[eM]mi
（
魚
の
腹
の
中
か
ら
）
よ
り
む
し
ろ
、hg:D;h'y[em]Bi

（
魚
の
腹
の
中
で
）
と
読
む
べ
き
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
そ
れ

で
彼
ら
は
こ
の
詩
を
感
謝
の
賛
美
と
し
て
読
み
、
三
〔
二
〕
ｂ
│
十
〔
九
〕
節
の
動
詞
を
過
去
の
出
来
事
を
表
わ
し
て
い
る
も

の
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。
イ
ブ
ン
・
エ
ズ
ラ
は
、
強
力
な
合
理
主
義
者
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
を
批
判
し
た
。
イ
ブ
ン
・
エ
ズ

ラ
は
、
こ
の
詩
の
中
で
、
祈
っ
て
い
る
時
ヨ
ナ
が
絶
望
的
な
状
態
に
い
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
こ
の
詩
の
中
か
ら
証
拠
を
上

げ
て
読
者
に
「
預
言
的
完
了
」
は
し
ば
し
ば
現
在
形
を
反
映
す
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
の
で
あ
る潭
。
事
実
、
ヨ
ナ
の
本
文

は
年
代
に
お
い
て
の
、
こ
の
ご
ま
か
し
小
細
工
を
支
持
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
一
〔
一
・
十
七
〕
節
のgD'h'y[eB]

（
魚
の
腹
の
中

で
）
と
二
〔
一
〕
節
のhg:D;h'y[em]

（
魚
の
腹
か
ら
）
の
繰
り
返
し
は
、
明
ら
か
に
ヨ
ナ
の
魚
の
中
で
の
滞
在
の
時
と
ヨ
ナ
の
こ

の
詩
の
作
詩
と
に
同
時
性
を
持
た
せ
る
工
夫
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る澂
。

魚
に
つ
い
て
一
〔
一
・
十
七
〕
節
に
はgD;
（
男
性
形
）
で
あ
る
が
、
二
〔
一
〕
節
で
はhg:D;

（
女
性
形
）
が
使
わ
れ
て
い
る
。

一
節
の
男
性
形
（
ダ
ー
グ
）
と
異
な
っ
て
、
な
ぜ
女
性
形
（
ダ
ー
ガ
ー
）
の
魚
に
し
た
の
か
、
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
大
き
な

魚
は
神
の
救
い
の
手
段
で
あ
る
こ
と
は
テ
キ
ス
ト
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
烏
か
ら
す
が
神
に
よ
っ
て
救
い
の
手
段
を
エ
リ
ヤ

に
運
ぶ
た
め
に
送
ら
れ
た
よ
う
に
（
列
王
記
蠢
十
七
章
）、
大
き
な
魚
は
ヨ
ナ
を
溺
死
か
ら
救
い
上
げ
る
た
め
に
送
ら
れ
た
。
用

い
ら
れ
て
い
る
語
が
こ
の
こ
と
を
完
全
に
確
か
に
す
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
名
前
を
持
っ
て
い
る
（
ラ
ハ
ブ
、
レ
ビ
ヤ
タ
ン
等
）

深
淵
の
怪
獣
で
は
な
く
、
親
し
い
あ
り
ふ
れ
た
魚
で
あ
る
。
実
際
に
女
性
形
が
一
度
用
い
ら
れ
て
い
る
（
二
〔
一
〕
節
）。
そ
れ

は
た
ぶ
ん
筆
者
の
意
図
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ラ
ビ
た
ち
は
こ
の
微
妙
な
差
異
を
取
り
あ
げ
、
こ
の
物
語
に
あ
る

細
目
を
付
加
し
た
。
貧
し
い
ヨ
ナ
に
い
く
ら
か
の
光
明
を
与
え
る
た
め
に
魚
の
腹
に
真
珠
が
あ
っ
た
。
魚
の
目
は
窓
の
よ
う
で
、
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そ
れ
を
通
し
て
「
山
々
の
根
元
」（
七
〔
六
〕
節
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
た潼
。
一
〔
一
・
十
七
〕
節
の
ヨ
ナ
を
救
助
す
るgD;

と

十
一
〔
十
〕
節
の
ヨ
ナ
を
吐
き
出
すgD;

は
男
性
形
で
、
ヨ
ナ
を
包
む
魚
をhg:D;

と
し
た
の
は
経
験
者
で
あ
る
著
者
ヨ
ナ
の
気

持
ち
を
よ
く
伝
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ヨ
ナ
を
呑
み
込
ん
だ
「
大
き
な
魚
」
は
、
こ
こ
で
は
、
ま
さ
に
抱
き
、
養
い
、
許

す
「
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
」
的
な
も
の
と
し
て
、
心
の
傷
を
い
や
し
、
再
生
の
た
め
の
活
力
を
与
え
る
媒
介
と
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。「
魚
（
女
性
形
）
の
腹
の
中
か
ら
」
と
は
、
逆
境
の
現
実
の
中
に
あ
る
主
の
保
護
を
感
じ
と
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

の
祈
り
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

十
一
〔
十
〕
節
　
詩
文
が
終
わ
り
再
び
散
文
に
帰
る
。hv;B;Y"h'Îla,hn/yÎta,aq

eY:w"gD;l'hwhy“rm,a
OYw"

（
主
は
魚
に
命
じ
ヨ
ナ
を

陸
地
に
吐
き
出
さ
せ
た
）。
魚
は
こ
の
度
は
男
性
形
（gD;

）
で
あ
る
。「
命
じ
る
」
は
「
言
う
」（rm'a;

）
で
あ
る
が
、
天
地
創
造

に
お
け
る
「
神
は
仰
せ
ら
れ
た
」
と
同
じ
で
あ
る
。
主
は
魚
に
ヨ
ナ
を
呑
み
込
ま
せ
る
こ
と
を
命
ず
る
と
共
に
、
吐
き
出
す
こ

と
を
命
ず
る
。
魚
に
対
す
る
主
の
支
配
と
魚
の
道
具
性
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
選
ん
だ
預
言
者
ヨ
ナ
を
必
要
と
し
、
与
え

た
使
命
に
徹
底
的
に
立
た
し
め
よ
う
と
す
る
主
の
意
志
（
そ
れ
は
い
つ
く
し
み
と
き
び
し
さ
の
神
の
意
志
、
ロ
ー
マ
十
一
・
二

二
）
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

Ｂ
　
詩
の
文
学
的
構
造
と
真
正
性
の
問
題

三
〔
二
〕
節
ｂ
│
十
〔
九
〕
節
の
中
で
言
語
と
語
彙
が
散
文
か
ら
詩
に
変
わ
る
。
三
〔
二
〕
節
ｂ
│
十
〔
九
〕
節
は
前
後
が

散
文
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
ヨ
ナ
の
祈
り
の
詩
を
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
に
し
、
中
心
部
を
構
成
し
て
、
前
後
の
散
文
が
詩
の
部
分
を
イ

ン
ク
ル
ジ
オ
（
散
文
│
詩
文
│
散
文
）
に
し
て
い
る
。
聖
書
の
ヘ
ブ
ル
語
の
散
文
の
物
語
は
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
に
詩
を
編
み

込
ん
で
い
る
。
五
書
と
前
預
言
者
そ
し
て
歴
代
誌
は
し
ば
し
ば
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
詩
を
散
文
の
間
に
編
み
込
ま
せ
て
い
る
。
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散
文
の
文
脈
の
中
で
の
時
折
の
詩
の
引
用
は
、
旧
約
聖
書
物
語
の
文
体
の
通
常
の
側
面
で
あ
る
こ
と
を
お
ぼ
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
に
ヨ
ナ
書
か
ら
ヨ
ナ
の
祈
り
の
詩
を
後
代
の
加
筆
だ
と
し
て
切
り
取
る
広
範
な
傾
向

を
許
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ヨ
ナ
の
祈
り
の
詩
の
真
正
性
・
権
威
性
を
疑
う
決
定
は
、
三
つ
の
根
拠
の
う
ち
の
一
つ

か
そ
れ
以
上
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
三
つ
の
根
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
漓
こ
の
詩
は
継
続
性
を
失
う
こ
と
な
く
本
書

か
ら
ス
ッ
ポ
リ
切
り
取
ら
れ
て
も
よ
い
と
い
う
事
実
、
滷
本
書
の
残
り
の
部
分
の
主
題
と
詩
の
主
題
に
は
一
致
が
な
い
と
い
う

仮
定
、
澆
悲
惨
の
文
脈
の
中
に
お
け
る
感
謝
の
詩
の
不
適
切
性
で
あ
る
。

盧
切
り
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
聖
書
の
引
用
章
句
の
一
節
や
ペ
リ
コ
ー
ペ
（
短
章
句
）
の
真
正
性
を
疑
う
合
法
的
な

試
金
石
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
。
文
脈
の
一
貫
性
に
影
響
し
な
い
で
一
つ
の
ペ
リ
コ
ー
ペ
を
切
り
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

は
真
正
性
に
と
っ
て
の
有
効
な
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
対
は
、
つ
ま
り
、
ペ
リ
コ
ー
ペ
を
切
り
取
っ
て
も
文
脈
の
一
貫

性
に
影
響
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
真
正
性
に
反
対
す
る
有
効
な
議
論
で
は
な
い
。
除
去
で
き
る
す
べ
て
の
文
学
的
部
分
の
大

部
分
は
加
筆
で
は
な
く
て
、
本
文
に
元
々
あ
る
も
の
で
あ
る
。
可
能
性
と
蓋
然
性
の
混
同
が
聖
書
の
文
学
批
評
の
中
で
加
筆
で

あ
り
う
る
も
の

、
、
、
、
、
、

は
加
筆
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、

と
考
え
る
傾
向
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ナ
の
詩
は
加
筆
で
あ
り
う
る
。

し
か
し
、
ヨ
ナ
の
詩
の
加
筆
で
あ
る
可
能
性
は
、
ヨ
ナ
の
詩
の
加
筆
で
あ
る
証
拠
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

盪
ヨ
ナ
の
詩
の
主
題
の
ヨ
ナ
書
の
残
り
の
部
分
の
主
題
と
の
一
致
の
欠
如
に
関
し
て
二
つ
の
こ
と
が
言
え
る
。
第
一
に
歴
史

的
賛
美
と
一
つ
の
顕
著
な
嘆
き
の
歌
（
詩
一
三
七
）
を
除
い
て
、
そ
の
内
容
が
明
白
に
特
定
の
歴
史
的
状
況
に
詩
を
縛
る
も
の

は
殆
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
感
謝
の
詩
は
特
に
非
特
定
で
あ
る
。
詩
篇
の
性
質
は
適
用
が
一
般
的
で
あ
る
。
第
二
に
感
謝
の
詩

は
そ
の
適
用
に
お
い
て
一
般
的
だ
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
厳
格
な
制
限
の
中
で
、
ヨ
ナ
の
詩
は
、
そ
の
同
じ
類
型
の

感
謝
の
詩
と
同
じ
よ
う
に
、
ヨ
ナ
書
の
残
り
の
部
分
と
主
題
的
に
大
層
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
ラ
ン
デ
ス
は
、
こ
の
詩
は
ヨ

ナ
書
全
体
に
絶
対
必
要
で
、
し
た
が
っ
て
、
十
中
八
九
原
作
で
あ
る
と
説
得
的
に
論
じ
た潘
。
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蘯
こ
の
詩
自
体
は
感
謝
の
詩
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
誇
示
す
べ
き
模
範
で
あ
る
。
感
謝
詩
は
し
ば
し
ば
五
つ
の
部
分
の
構
造
を
示

し
て
い
る
。

感
謝
詩
の
構
造
　
ヨ
ナ
書
二
・
三
〔
二
〕
│
十
〔
九
〕
節

漓
詩
の
序
文
　
三
〔
二
〕
節

滷
過
去
の
悩
み
の
描
写
　
四
〔
三
〕
│
七
〔
六
〕
節
ａ

澆
神
に
助
け
を
求
め
る
訴
え
　
八
〔
七
〕
節

潺
神
が
提
供
し
た
救
助
へ
の
言
及
　
七
〔
六
〕
節
ｂ

潸
賛
美
の
誓
い
と
／
あ
る
い
は
あ
か
し
　
九
〔
八
〕
│
十
〔
九
〕
節

Ｂ
・
Ｗ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
「
こ
の
詩
篇
は
、
文
脈
か
ら
い
え
ば
明
ら
か
に
場
ち
が
い
で
あ
る
。
魚
の
腹
の
中
か
ら
助
け
を

求
め
て
叫
ぶ
な
ら
（
つ
ま
り
、
嘆
き
の
歌
な
ら
ば
）
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
す
で
に
体
験
し
た
解
放
を
感
謝
す
る

と
い
う
の
は
不
可
解
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、
こ
の
感
謝
詩
は
後
代
の
挿
入
だ
と
主
張
す
る澎
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
謝
と
嘆
き
の

経
験
と
は
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
は
な
か
ろ
う
か
。
嘆
き
の
状
況
か
ら
の
脱
出
の
経
験
、
救
い
出
さ
れ
る
経
験

か
ら
感
謝
は
歌
と
な
っ
て
ほ
と
ば
し
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ヨ
ナ
書
に
お
い
て
、
神
が
備
え
た
魚
が
ヨ
ナ
を
死
か
ら
救
っ

た
。
ヨ
ナ
は
海
を
漂
流
し
て
い
た
ら
、
溺
死
し
た
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ナ
は
魚
に
呑
み
込
ま
れ
て
生
か
さ
れ
た
。
時
間
の
経
過
と
共

に
、
魚
の
中
で
、
ヨ
ナ
は
主
の
自
分
へ
の
忠
実
さ
に
関
し
て
心
の
変
化
を
経
験
し
た
。
ヨ
ナ
は
自
分
が
死
ぬ
こ
と
を
主
は
望
ん

で
お
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
。
今
や
ヨ
ナ
は
自
分
が
生
き
て
い
て
、
息
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
時
間
が
経
つ
に
つ

れ
て
自
分
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
り
始
め
た
。
こ
の
詩
は
こ
の
事
実
に
対
し
て
雄
弁
な
証
し
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
詩
は
こ
の
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

も
し
、
こ
の
詩
が
ヨ
ナ
書
に
な
か
っ
た
ら
、
何
が
欠
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
四
つ
の
も
の
が
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
漓
神
の
命
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令
が
二
度
目
に
ヨ
ナ
に
臨
ん
だ
時
、
そ
の
命
令
に
従
わ
せ
た
、
ヨ
ナ
の
経
験
し
た
部
分
的
な
心
の
変
化
が
表
現
さ
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
詩
は
九
〔
八
〕
│
十
〔
九
〕
節
の
誓
い
を
も
カ
バ
ー
し
て
い
る
の
で
、
神
の
命
令
へ
の
服
従
の
原
因
を
述
べ
て
い

る
。
滷
救
助
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
ヨ
ナ
の
継
続
す
る
感
謝
の
心
へ
の
注
目
が
実
質
的
に
除
去
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
澆
魚
の

中
で
の
ヨ
ナ
の
旅
の
こ
と
は
語
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ナ
の
祈
り
の
事
実
は
、
魚
の
中
で
の
彼
の
心
と
身
体
の
状
態
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
。
潺
本
書
の
主
要
な
神
学
的
強
調
点
が
弱
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
デ
ス
が
論
ず
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
本
書

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
本
質
の
一
部
を
と
ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
は
あ
わ
れ
み
の
神
で
あ
り
、
罰
す
る
よ
り
も
赦
し
を
願
う
愛

の
神
（
ヨ
ナ
四
・
二
参
照
）
で
あ
る
。
こ
の
詩
を
通
し
て
片
意
地
な
ヨ
ナ
は
受
け
る
に
値
し
な
い
主
の
救
い
を
告
白
し
て
い
る
。

四
章
で
は
こ
の
詩
と
は
対
照
的
に
ヨ
ナ
は
ニ
ネ
ベ
の
人
々
が
受
け
る
に
値
し
な
い
主
の
救
い
に
我
慢
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
詩
は
恵
み
を
必
要
と
し
て
い
る
個
人
個
人
へ
の
主
の
配
慮
に
つ
い
て
の
中
心
的
陳
述
を
提
供
し
て
い
る澑
。

Ｃ
　
三
〔
二
〕
│
十
〔
九
〕
節
の
詩
の
私
訳

三
〔
二
〕
私
は
苦
し
み
の
う
ち
か
ら
主
に
呼
ば
わ
る
と
、

主
は
私
に
答
え
ら
れ
た
。

私
が
よ
み
の
腹
か
ら
助
け
を
求
め
て
叫
ぶ
と
、

あ
な
た
は
私
の
声
を
聞
か
れ
た
。

四
〔
三
〕
あ
な
た
は
私
を
深
み
の
中
に
、
海
の
真
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
。

潮
の
流
れ
が
私
を
囲
み
、

あ
な
た
の
波
と
大
波
は
皆
、
私
の
上
を
越
え
て
い
っ
た
。
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五
〔
四
〕
私
は
言
っ
た
「
私
は
あ
な
た
の
目
の
前
か
ら
追
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
再
び
私
は
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
を
仰
ぎ
見
た
い
の
で
す
」
と
。

六
〔
五
〕
水
は
私
を
め
ぐ
っ
て
の
ど
を
絞し

め
つ
け
、
深
淵
は
私
を
取
り
囲
み
、

海
草
が
私
の
頭
に
絡か
ら

み
つ
い
た
。

七
〔
六
〕
私
は
山
々
の
基
も
と
い
ま
で
く
だ
っ
た
。
地
は
そ
の
か
ん
ぬ
き
と
共
に
永
久
に
私
の
上
に
あ
っ
た
。
し
か
し
私
の
神
、
主

よ
、
あ
な
た
は
私
の
い
の
ち
を
穴
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

八
〔
七
〕
私
の
魂
が
私
の
う
ち
に
弱
っ
て
い
る
と
き

私
は
主
を
思
い
起
こ
し
、

私
の
祈
り
は
あ
な
た
に
至
り
、
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
に
達
し
た
。

九
〔
八
〕
む
な
し
い
偶
像
に
心
を
寄
せ
る
者
は
、
そ
の
忠
節
を
捨
て
る
。

十
〔
九
〕
し
か
し
私
は
感
謝
の
声
を
あ
げ
て
、

あ
な
た
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
、
私
の
誓
い
を
果
た
そ
う
。

救
い
は
主
に
あ
る
。

Ｄ
　
詩
の
言
語
と
内
容

三
〔
二
〕
節
　
ヨ
ナ
は
苦
し
み
の
中
で
神
に
訴
え
る
。
そ
し
て
神
は
ヨ
ナ
の
訴
え
を
聞
か
れ
る
。
こ
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
く
、

第
一
行
は
、
一
人
称
（
私
）
の
訴
え
で
あ
る
。
第
二
行
で
は
、
前
半
部
が
一
人
称
に
よ
る
訴
え
で
あ
る
が
、
後
半
部
で
は
神
を

直
接
に
出
し
、「
あ
な
た
は
私
の
声
を
聞
か
れ
た
」
と
な
る
。
こ
こ
で
は
論
理
的
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
神
は
ヨ
ナ
の
訴
え
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に
「
答
え
ら
れ
た
」。
そ
れ
か
ら
ヨ
ナ
の
声
を
「
聞
か
れ
た
」。
普
通
の
順
序
と
し
て
は
、
神
は
ヨ
ナ
の
訴
え
に
答
え
る
前
に
、

ヨ
ナ
の
声
を
聞
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
情
景
が
あ
る
程
度
の
型
の
変
化
を
要
求
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
型

の
変
化
は
語
順
転
換
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
第
一
行
は
、
読
者
に
ヨ
ナ
に
と
っ
て
す
べ
て
が
順
調
で
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
第
二
行
は
、
読
者
の
目
が
魚
と
魚
の
腹
を
不
必
要
に
凝
視
す
る
こ
と
か
ら
そ
ら
し
て
、
読
者
の
目
を
シ
ェ
オ

ル
（
よ
み
）
に
向
け
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
〔
二
〕
節
は
詩
篇
十
八
・
七
〔
六
〕
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

私
は
苦
し
み
の
中
に
主
を
呼
び
求
め
、

助
け
を
求
め
て
わ
が
神
に
叫
ん
だ
。

主
は
そ
の
宮
で
私
の
声
を
聞
か
れ
、

御
前
に
助
け
を
求
め
た
。
私
の
叫
び
は
、
御
耳
に
届
い
た
。

ynInE['“Y"w"

に
つ
い
て
。hn:[;

は
神
が
訴
え
に
積
極
的
に
答
え
る
時
に
使
わ
れ
、[m'v;

は
神
が
同
じ
く
好
意
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
。hn:[;

と[m'v;

の
二
つ
の
動
詞
は
並
行
行

へ
い
こ
う
ぎ
ょ
う
の
中
で
対つ
い

を
な
し
て
い
る
。
著
者
は
、
完
了
形
か
ら
ワ
ー
ウ
継

続
法
未
完
了
形
に
変
え
て
い
る
。
重
大
な
時
に
こ
の
完
了
形→

ワ
ー
ウ
継
続
法
未
完
了
形
へ
の
変
化
が
繰
り
返
し
出
て
来
て
、

ヨ
ナ
の
運
命
の
主
要
な
変
化
が
行
動
の
順
序
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
。

三
〔
二
〕
節
　
私
が
主
に
呼
ば
れ
る
と
（
完
了
形
）、
主
は
私
に
‾答
‾え
‾ら
‾れ
‾た
（
未
完
了
形
）

四
〔
三
〕
節
　
あ
な
た
は
私
を
海
の
真
中
に
‾投
‾げ
‾入
‾れ
‾ら
‾れ
‾た
（
未
完
了
形
）。
潮
の
流
れ
が
‾私
‾を
‾囲
‾み
（
未
完
了
形
）

七
〔
六
〕
節
　
私
は
く
だ
っ
た
（
完
了
形
）
…
…
あ
な
た
は
わ
た
し
の
い
の
ち
を
穴
か
ら
‾引
‾き
‾上
‾げ
‾ら
‾れ
‾た
（
未
完
了
形
）

八
〔
七
〕
節
　
私
は
主
を
思
い
起
こ
し
（
完
了
形
）、
私
の
祈
り
は
あ
な
た
に
‾至
‾り
（
未
完
了
形
）。

l/av]ˆf,B,mi

に
つ
い
て
。l/av]

（
シ
ェ
オ
ル
、
よ
み
）
は
、
旧
約
聖
書
で
は
地
の
中
に
あ
る
暗
い
死
者
の
住
居
で
あ
り
、
神
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と
生
命
か
ら
絶
た
れ
て
、
死
者
が
た
だ
影
の
よ
う
な
存
在
を
続
け
る
所
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
怪
物
の
よ
う

に
口
、
あ
ご
、
腹
、
手
を
も
ち
、
呑
み
込
も
う
と
し
て
待
ち
受
け
て
い
る
（
箴
言
一
・
十
二
）。
よ
み
の
「
腹
」（ˆf,B,

）
は
魚
の

「
腹
」（y[em]

）
と
文
字
が
異
な
り
、「
内
部
」
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
よ
み
の
最
奥
部
で
あ
る
。
詩
篇
八
八
・
二
〔
一
〕
│
十

四
〔
十
三
〕
は
シ
ェ
オ
ル
が
望
み
を
放
棄
し
た
と
こ
ろ
で
、
希
望
の
回
復
に
な
る
祈
り
を
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
を
例

証
し
て
い
る濂
。
シ
ェ
オ
ル
の
腹
か
ら
ヨ
ナ
は
願
う
。
こ
こ
に
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
（
皮
肉
）
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
地
上
の
最
果

て
の
地
に
行
く
こ
と
を
求
め
て
神
か
ら
逃
げ
る
こ
と
を
求
め
た
ヨ
ナ
が
、
正
気
に
な
っ
て
、
造
り
主
に
宇
宙
の
最
も
低
い
所
に

届
い
て
下
さ
る
よ
う
に
お
願
い
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。[w"v

;

の
ピ
エ
ル
形
の[W"v

i

（
助
け
を
求
め
る
）
は
、
聖
書
の
詩
の
中

で
は
時
折[m'v

;

（
聞
く
）
と
い
う
動
詞
と
対
を
な
し
て
い
る
（
詩
一
八
・
四
二
〔
四
一
〕、
ヨ
ブ
一
九
・
七
、
ハ
バ
ク
ク
一
・

二
）。著

者
は
、
よ
み
の
た
だ
中
か
ら
、
神
に
呼
ば
わ
り
、
神
は
そ
れ
に
お
答
え
に
な
る
。
詩
篇
一
八
・
五
〔
四
〕
│
七
〔
六
〕
と

深
い
関
係
が
あ
る潦
。

死
の
綱
は
私
を
取
り
巻
き
、
滅
び
の
川
は
、
私
を
恐
れ
さ
せ
た
。

よ
み
の
綱
は
私
を
取
り
囲
み
、
死
の
わ
な
は
私
に
立
ち
向
か
っ
た
。

私
は
苦
し
み
の
中
に
主
を
呼
び
求
め
、
助
け
を
求
め
て
わ
が
神
に
叫
ん
だ
。

主
は
そ
の
宮
で
私
の
声
を
聞
か
れ
、
御
前
に
助
け
を
求
め
た
私
の
叫
び
は
、
御
耳
に
届
い
た
。

四
〔
三
〕
節
「
深
み
の
中
に
」（hl;Wxm]

）
と
「
海
の
真
中
に
」（µyMiy"bb'l]bi

）
は
二
者
択
一
の
慣
用
表
現
で
あ
る
。
ど
ち

ら
の
詩
的
言
い
回
し
も
等
し
く
有
効
で
あ
る
。
両
方
と
も
原
典
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
り
、
両
方
と
も
こ
の
詩
と
共
に
伝
達
さ
れ
て

き
た
。
文
法
と
韻
律
は
ど
ち
ら
か
一
つ
が
実
際
に
歌
わ
れ
た
こ
と
を
要
求
す
る
と
言
う
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
一
方
と
せ
ず
に
、
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こ
の
両
方
が
元
の
も
の
だ
と
す
る
と
、
後
者
のµyMiy"bb'l]bi

はhl;Yxm]

に
対
し
て
説
明
的
同
格
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
詩

篇
一
三
二
・
二
の
「
そ
れ
は
ひ
げ
に
、
ア
ロ
ン
の
ひ
げ
に
流
れ
て
」
と
い
う
よ
う
に
重
複
で
は
な
く
、
前
の
こ
と
ば
を
、
後
の

こ
と
ば
が
詳
細
に
説
明
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
詩
の
中
で
三
・
二
の
韻
律
を
破
る

の
は
こ
の
節
の
前
半
の
み
で
あ
る
。

ynIkeyliv]T'w"
はËl'v;

の
ヒ
フ
ィ
ル
形
で
ワ
ー
ウ
継
続
法
未
完
了
形
二
人
称
男
性
単
数
プ
ラ
ス
一
人
称
単
数
接
尾
辞
で
「
そ
し
て

あ
な
た
は
私
を
投
げ
入
れ
ら
れ
た
」
で
あ
る
。hl;Wxm]

は
神
が
奇
し
い
わ
ざ
を
す
る
所
（
詩
一
○
七
・
二
四
「
彼
ら
は
主
の
み

わ
ざ
を
見
、
深
い
海
で
そ
の
奇
し
い
わ
ざ
を
見
た
」）
で
あ
る
。
海
の
深
み
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
敵
が
投
げ
込
ま
れ
る
（
ネ
ヘ
ミ
ヤ

九
・
十
一
、
出
エ
ジ
プ
ト
十
五
・
五
）。
罪
人
た
ち
（
ヨ
ナ
二
・
四
〔
三
〕）、
そ
し
て
罪
（
ミ
カ
七
・
十
九
）
を
海
の
深
み
に
投

げ
込
ま
れ
る
。
神
は
罪
人
を
暗
い
所
、
深
い
淵
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
（
詩
八
八
・
七
〔
六
〕）。
神
は
又
、
罪
人
を
そ
こ
か
ら

連
れ
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
詩
六
八
・
二
三
〔
二
二
〕〕。「
わ
た
し
は
海
の
底
か
ら
連
れ
帰
る
」。
こ
れ
ら
を
観
察
し
て
み
る
と
、

ヨ
ナ
の
苦
し
み
は
水
夫
た
ち
の
行
動
の
結
果
で
は
な
く
、
ま
た
呑
み
込
む
ヤ
ム
（
海
の
神
）、
カ
ナ
ン
万
神
の
力
強
い
神
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
悩
み
は
、
明
ら
か
に
神
か
ら
来
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
散
文
の
部
分
で
のlWf

（
投
げ
込
む
）
で
な
く
（
ヨ
ナ
一
・
十
二
、
十
五
）、Ël'v;

の
ヒ
フ
ィ
ル
形
動
詞
の
使
用
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
明

ら
か
に
他
の
と
こ
ろ
で
使
用
し
た
語
彙
ご

い

の
拡
大
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
の
内
的
一
貫
性
と
文
体
を
持
っ
て
い
る
。
語
彙
ご

い

の
選

択
の
観
点
か
ら
、
こ
の
詩
は
逐
語
的
に
本
書
の
残
り
の
部
分
と
相
互
依
存
す
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
主
題
的
に
相
互
関
係

が
あ
る
と
言
え
る澳
。

µyMiy"

は
「
海
」
で
あ
る
が
、
カ
ナ
ン
の
混
沌
の
神
ヤ
ム
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。rh;n:

「
潮
の
流
れ
」
は
、
原
始
の
海

と
関
係
す
る
地
下
の
大
水
の
こ
と
で
、
川
の
こ
と
で
は
な
い
（
詩
二
四
・
二
、
四
六
・
五
、
九
三
・
三
、
八
九
・
二
六
）。
ウ
ガ

リ
ト
の
用
法
で
は
エ
ル
（
神
）
の
住
居
で
あ
る
二
つ
の
大
洋
（
テ
ホ
ー
ム
、
ヨ
ナ
二
・
六
〔
五
〕
に
も
出
て
来
る
）
ま
た
海
と
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並
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る澣
。
著
者
は
六
〔
五
〕
節
で
は
「
深
淵
」（µ/hT]

）
を
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
（
創
一
・
二
）。
そ

れ
で
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
マ
ー
ト
は
著
者
は
地
中
海
の
よ
う
な
海
の
こ
と
で
は
な
く
、
怪
物
的
深
み
、
古
代
の
伝
説
の
中
で
、
す

べ
て
を
呑
み
込
む
竜
テ
ィ
ア
マ
ト
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
考
え
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
人
間
の
魂
を
脅
か

す
最
も
極
端
な
苦
し
み
の
象
徴
に
な
っ
た
と
言
う澡
。

六
〔
五
〕
節
に
もµyIm'

（
水
）
とµyOhT]

（
深
淵
）
の
対
の
語
が
出
て
来
る
。
ま
たynIbeb]sOy“

の
繰
り
返
し
を
見
る
。ynIbeb]sOy“

は

bb's;

の
ポ
エ
ル
形
未
完
了
形
三
人
称
男
性
単
数
プ
ラ
ス
人
称
接
尾
辞
一
人
称
単
数
で
あ
る澤
。
聖
書
の
証
拠
は
こ
の
ポ
エ
ル
形
は

脅
迫
的
行
為
よ
り
も
む
し
ろ
保
護
的
行
為
を
伝
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
神
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
荒
野
で
目
的
も
な
く
、
放

浪
し
て
い
る
時
、
彼
ら
を
い
だ
き
、
世
話
を
さ
れ
る
（
申
命
記
三
二
・
十
）。
詩
篇
三
二
・
十
で
は
「
主
に
信
頼
す
る
者
に
は
、

恵
み
が
、
そ
の
人
を
取
り
囲
む
」
と
あ
る
。
ヨ
ナ
は
溺
れ
て
も
、
神
は
ヨ
ナ
か
ら
死
を
撃
退
さ
れ
る
。
こ
の
詩
人
は
特
に
慣
用

的
な
比
喩
的
表
現
の
使
い
方
が
巧
み
で
あ
る
。

Wrb;[;yl'[;ÚyL,g"w“ÚyrEb;v]miÎlK;

（
あ
な
た
の
波
と
大
波
は
皆
、
私
の
上
を
越
え
て
い
っ
た
）。
こ
れ
は
詩
篇
四
二
・
八
〔
七
〕

を
想
起
さ
せ
る
。「
波
」（rb;v]mi

）
は
「
破
る
も
の
」
の
意
味
で
あ
る
。「
大
波
」（lG"

）
は
「
こ
ろ
が
る
」（ll'G:

）
の
派
生
語
で

あ
る
。
ヨ
ナ
が
海
中
で
翻
弄
さ
れ
る
有
様
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
句
は
詩
篇
四
二
・
八
〔
七
〕
の
後
半
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
ヨ
ナ
の
詩
は
、
旧
約
の
中
で
ひ
と
り
、
深
い
水
の
比
喩
的
表
現
を
一
貫
し
て
、
支
配
的
に
使
っ
て
い
る
。

五
〔
四
〕
節
　
詩
人
の
困
難
な
状
況
が
心
理
的
苦
悩
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
五
〔
四
〕
節
の
文
頭
に
は
「
私
」（ynIa'“

）

が
来
て
、
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
言
っ
た
」（yTir“m'a;

）
は
「
思
っ
た
」（
新
共
同
訳
）
と
も
訳
さ
れ
う
る澹
。
し
か
し
「
言
っ
た
」

の
方
が
罪
の
告
白
と
信
仰
の
告
白
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ynIa'“w"

（
接
続
詞
プ
ラ
ス
第
一
人
称
単
数
代
名
詞
）
は
十
〔
九
〕
節
に
も
出
て
来
る
。
十
〔
九
〕
節
で
は
、
詩
人
の
誓
い
と
神
へ
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の
誓
約
を
告
げ
る
句
を
導
入
し
て
い
る
。
こ
の
代
名
詞
の
二
つ
の
誓
言
は
二
組
み
の
感
性
と
知
覚
・
理
解
を
は
さ
む
。
一
つ
は

絶
望
そ
し
て
救
い
、
二
つ
目
は
、
感
謝
そ
し
て
光
明
を
投
げ
か
け
る
。
ま
た
五
〔
四
〕
節
で
は
、
自
分
の
苦
境
を
静
か
に
考
え

て
い
る
が
、
十
〔
九
〕
節
で
の
神
の
干
渉
の
故
に
大
声
の
感
謝
で
終
わ
る
と
い
う
雰
囲
気
と
対
照
的
で
あ
る
。

Úyn<y[edg<N<mi
（
あ
な
た
の
目
の
前
か
ら
）
と
い
う
句
と
神
の
宮
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
と
い
う
概
念
（「
ど
う
し
て
再
び
あ
な

た
の
聖
な
る
宮
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
」）
は
、
本
質
的
、
文
字
通
り
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
隠
喩
的
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
二
つ
の
表
現
は
死
の
別
離
を
含
蓄
し
て
い
る
。

Ëa'

に
つ
い
て
。
聖
書
本
文
中
のËa'

（
し
か
し
、
確
か
に
、
し
か
し
な
が
ら
）
よ
り
ビ
ブ
リ
ア
・
ヘ
ブ
ラ
イ
カ
・
シ
ュ
ツ
ッ

ト
ガ
ル
テ
ン
シ
ア
の
批
判
的
脚
注
で
はËyae

（
ど
う
し
て
）
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
テ
オ
ド
ー
シ
ョ
ン
訳
ギ
リ
シ
ャ
語
聖
書
は

p
w
'"

（
ど
う
し
て
）
の
読
み
を
採
用
し
て
い
る
。
テ
オ
ド
ー
シ
ョ
ン
の
訳
がËyae

と
す
る
唯
一
の
証
拠
で
あ
る
が
、
こ
の
節
の

並
行
法
は
元
のËa'

の
回
復
を
推
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
新
共
同
訳
は
校
訂
・
修
正
し
たËyae

（
ど
う
し
て
）
を
採
用
し

て
「
ど
う
し
て
生
き
て
再
び
聖
な
る
神
殿
を
見
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
。」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、
詩
人
は
、
感
謝
の
表
現

の
た
め
の
適
切
な
順
序
に
つ
い
て
悩
む
の
に
、
そ
ん
な
に
論
理
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。Ëa'

の
方
が
詩
人
が
直
面
し

て
い
る
状
況
と
全
く
一
致
し
て
い
る
感
情
的
内
容
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
又
、
ヨ
ナ
は
神
の
宮
へ
の
再
訪
の
願
い
を

宣
言
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
深
淵
の
中
で
の
殆
ん
ど
絶
望
的
な
状
況
の
中
で
、
祈
り
の
中
で
主
に
立
ち
返
る
決
意
を
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
新
英
訳
聖
書
（
Ｎ
Ｅ
Ｂ
）
は
「
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
を
再
び
見
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
」
と
否
定
的
断
定
に

訳
し
て
い
る
が
、
校
訂
・
修
正
し
な
い
本
来
の
文
脈
か
ら
言
え
ば
新
改
訳
二
版
の
訳
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。「
し
か
し
、

も
う
一
度
、
私
は
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
を
仰
ぎ
見
た
い
の
で
す
。」
新
改
訳
第
一
版
（
一
九
七
四
年
）
は
新
共
同
訳
と
殆
ん
ど
同

じ
訳
を
し
、Ëyae

（
ど
う
し
て
）
を
と
り
、「
ど
う
し
て
、
私
は
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
を
再
び
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。」
と
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訳
し
た
。

πysi/a

はπs'y:

の
ヒ
フ
ィ
ル
形
未
完
了
形
で
、
こ
れ
は
次
に
続
く
動
詞
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
行
為
に
継
続
性
を
与
え
る
。

fyBih'
（fb'n:

の
ヒ
フ
ィ
ル
形
、
不
定
法
連
語
形
）
は
、
神
を
見
つ
め
よ
う
と
い
う
人
間
（
出
エ
ジ
プ
ト
三
・
六
）、
神
の
「
姿
」

（
民
十
二
・
八
）
を
「
仰
ぎ
見
る
」
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

Úv,d“q
;lk'yhe

（
聖
な
る
宮
）
が
地
上
に
あ
る
時
は
、
神
の
聖
な
る
所
は
エ
ル
サ
レ
ム
（
詩
七
九
・
一
）
で
あ
る
が
、
天
に
も

見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
詩
十
一
・
四
、
ミ
カ
一
・
二
、
お
そ
ら
く
ハ
バ
ク
ク
二
・
二
○
）。
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ナ
が
そ
の
運

命
を
嘆
く
時
、
詩
人
は
必
ず
し
も
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
を
考
え
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

六
〔
五
〕
節
　
六
〔
五
〕
節
で
詩
人
は
も
う
一
度
自
分
の
苦
し
み
を
表
現
す
る
方
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
六
〔
五
〕
節
は
四

〔
三
〕
節
に
匹
敵
す
る
。
詩
人
の
状
態
の
漸
進
的
な
悪
化
を
詳
述
す
る
四
〔
三
〕
節
と
調
和
す
る
。

四(

三)

ａ
　
あ
な
た
は
私
を
深
み
の
中
に
、
海
の
　
　
　
六(

五)

ａ
　
水
は
私
の
の
ど
を
絞し

め
つ
け

真
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た

四(

三)

ｂ
　
潮
の
流
れ
が
私
を
囲
み
　
　
　
　
　
　
　
　
六(

五)

ｂ
　
深
淵
は
私
を
取
り
囲
み

四(

三)

ｃ
　
あ
な
た
の
波
と
大
波
は
皆
私
の
上
を
　
　
　
六(

五)

ｃ
　
海
草
が
私
の
頭
に
絡か
ら

み
つ
い
た

越
え
て
い
っ
た

こ
の
並
行
は
四
〔
三
〕
節
と
六
〔
五
〕
の
第
二
詩
行
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
同
じ
動
詞
の
形ynIbeb]sOy“

を
共
有

し
、
ヘ
ブ
ル
語
で
は
通
常
対
に
な
っ
て
い
るrh;n:

とµ/hT]

を
共
有
し
て
い
る
。
四
〔
三
〕
節
で
は
、
大
き
な
海
の
波
を
特
徴

と
し
て
い
る
が
、
六
〔
五
〕
節
で
は
水
没
し
た
ヨ
ナ
、
絡
み
つ
く
海
草
の
下
で
息
苦
し
く
な
っ
て
い
る
ヨ
ナ
に
焦
点
を
当
て
て

い
る
。
六
〔
五
〕
節
に
は
も
う
一
度
低
い
悲
し
み
の
調
子
が
あ
る
。
ヨ
ナ
は
七
〔
六
〕
節
の
は
じ
め
に
至
る
ま
で
下く
だ

り
続
け
る
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の
で
あ
る濆
。

vp,n<

は
元
来
「
喉の
ど

」（
イ
ザ
ヤ
五
・
十
四
、
詩
六
九
・
二
〔
一
〕）
で
あ
る
の
で
、「
喉の
ど

を
し
め
つ
け
」
と
生
命
の
最
大
の
危
機

に
至
る
。πWs

（
海
草
）
は
死
の
綱
（
詩
十
八
・
四
、
五
）
と
も
言
え
る
。yv

aOrl]v
Wbj;

（
私
の
頭
に
絡
み
つ
い
た
）
は
ヨ
ナ

が
深
く
海
中
に
沈
ん
だ
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
に
は
ヨ
ナ
が
経
験
し
た
危
険
の
高
ま
り
に
匹
敵
す
る
喉の
ど

か
ら
頭
へ

の
進
展
が
あ
る
。µ/hT]

（
テ
ホ
ー
ム
）
は
聖
書
で
は
原
始
の
海
の
詩
的
用
語
で
あ
る
。µ/hT]

は
普
通µyOm'

（
マ
イ
ム
）、µy:

（
ヤ

ー
ム
）
と
対
を
な
し
て
い
る
。

yvaOrl]vWbj;πWs

（
私
の
頭
に
絡
み
つ
い
た
）
は
聖
書
の
中
で
は
容
易
に
類
似
の
も
の
が
な
い
象
徴
で
あ
る
。vb'j;

と
い
う

動
詞
は
頭
飾
り
を
作
る
た
め
に
布
を
き
つ
く
す
る
と
い
う
動
作
を
表
わ
す
。
し
ば
し
ばvb;j;

は
人
間
の
身
体
に
医
療
的
な
湿
布

を
当
て
た
り
、
傷
を
し
ば
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
る
。
そ
し
て
時
々
（
例
え
ば
ヨ
ブ
四
○
・
十
三
）
は
暗
黒
に
お
い
て
高

ぶ
る
者
の
顔
を
お
お
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
死
に
言
及
す
る
。
こ
の
動
詞
の
両
義
の
適
用
は
興
味
を
そ
そ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ

は
、
ヨ
ナ
の
刑
罰
を
ま
た
、
潜
在
的
に
贖
罪
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
六
〔
五
〕
節
の
ヨ
ナ
の
詩
の
中
に
、
出
エ
ジ
プ
ト
十
五
・
四
│
五
の
「
海
の
歌
」
に
あ
る
象
徴
と
順
序
が
逆
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
見み

い
出
す
。「
海
の
歌
」
で
はµy:/

πYsÎµy"→
tmo/hT]→

tlø/xm]

と
動
く
。
ヨ
ナ
の
歌
で
はhl;Wxm]

（
四
〔
三
〕
節
）

→
µ/hT]→

πWs

と
動
い
て
い
る澪
。

七
〔
六
〕
節
　
七
〔
六
〕
節
の
最
初
の
二
詩
行
は
ヨ
ナ
の
苦
し
み
の
描
写
を
締
め
括
る
。
ヨ
ナ
はµyrIh;ybex]q

il]

（
山
々
の
基

ま
で
）
く
だ
っ
た
。
ヨ
ナ
は
自
分
が
死
ん
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
詩
は
同
じ
仮
定
の
上
に
作
ら
れ
て
い
る
。「
山
々
の
基
」（µyrIh;

ybex]q
i

）
と
「
地
の
か
ん
ぬ
き
」（h;yj,rIb]

）
は
死
に
関
す
る
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
と
旧
約
の
象
徴
表
現
で
あ
る
。
マ
タ
イ
十
六
・
十

八
の
「
ハ
デ
ス
の
門
」（p

uvla
i

a
{dou

）
は
旧
約
聖
書
の
陰
喩
を
借
り
て
い
る
。ybex]q

il]

（
基
に
）
は
六
〔
五
〕
節
のyv

iaOrl]
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（
私
の
頭
に
）
の
反
対
語
で
あ
る
故
に
詩
人
が
選
ん
だ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
死
線
を
彷
徨
し
た
ヨ
ナ
の
経
験
の
象
徴
的

表
現
と
見
て
よ
い
。dr"y:

（
く
だ
る
）
とhl;[;

（
の
ぼ
る
）
は
大
き
な
対
照
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ル
語
の≈r<a,

の
意
味
の
一
つ
は
「
地

の
底
」（
地
下
）
で
あ
る
（
イ
ザ
ヤ
二
六
・
一
九
、
エ
レ
ミ
ヤ
十
七
・
十
二
│
十
三
、
詩
七
一
・
二
○
）。ybex]q

il]

（
基
に
）
に

つ
い
て
、
お
そ
ら
くywEx]q

'l]

（
果
て
ま
で
）
と
読
め
、
ま
た
、µyrIh;

（
山
々
）
の
あ
と
に
置
け
、
と
い
う
マ
ソ
ラ
本
文
の
校
訂

は
魅
力
的
で
は
な
い
。

µl;/[l]ydI['“b'h;yj,rIb]

新
共
同
訳
は
新
改
訳
の
「
か
ん
ぬ
き
が
い
つ
ま
で
も
私
の
上
に
あ
り
ま
し
た
」
の
代
わ
り
に
「
地
は

わ
た
し
の
上
に
永
久
に
扉
を
閉
ざ
す
」
と
意
訳
し
て
い
る
。

yh;løa,“hw:hy“yY"j'tj'v'mil['T'w"
（
し
か
し
私
の
神
、
主
よ
、
あ
な
た
は
私
の
い
の
ち
を
穴
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
）。
ヨ
ナ
の

救
助
は
き
わ
ど
い
時
に
来
る
。l['T'
はhl;[;

の
ヒ
フ
ィ
ル
形
未
完
了
形
二
人
称
男
性
単
数
で
「
引
き
上
げ
る
」
の
意
で
あ
る
。

tj'v
'

（
穴
）
は
旧
約
で
は
墓は
か

と
か
死
者
の
領
域
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
言
葉
は
比
喩
的
に
死
自
体
か
ら
の
救
い
を
描
写

す
る
。
ヨ
ナ
は
単
に
危
機
か
ら
助
命
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
ヨ
ナ
は
実
際
に
墓は
か

か
ら
運
び
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
私
の
神
、

主
よ
」
と
い
う
直
接
の
呼
び
か
け
は
（
詩
七
・
二
〔
一
〕、
四
〔
三
〕、
十
三
・
四
〔
三
〕、
十
八
・
二
九
〔
二
八
〕）
ヨ
ナ
二
・

二
〔
一
〕
節
の
魚
の
腹
の
中
に
い
る
時
の
ヨ
ナ
の
祈
り
の
対
象
者
で
あ
るwyh;løa,“hwhy“

（
彼
の
神
、
主
）
と
結
び
つ
け
る
工
夫

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
ヨ
ナ
は
主
へ
の
専
心
の
献
身
を
示
し
、
他
の
神
々
に
向
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
で

あ
る濟
。

八
〔
七
〕
節
　
八
〔
七
〕
節
で
ヨ
ナ
は
、
彼
の
嘆
き
を
更
新
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
苦
し
み
の
間
に
口
び
る
が
神
へ
の

祈
り
を
発
す
る
や
否
や
い
か
に
救
助
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
を
思
い
出
し
て
い
る
。
八
〔
七
〕
節
は
五
〔
四
〕
節
と
七
〔
六
〕
節

で
経
験
し
た
苦
悩
の
全
て
を
反
映
し
て
い
る
。
ヨ
ナ
は
こ
と
ば
を
発
す
る
二
つ
の
動
詞
（
五
〔
四
〕
節
のyTir“m'a;

〔
私
は
言
っ
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た
〕
と
八
〔
七
〕
節
のyTir“k'z:

〔
私
は
思
い
起
こ
す
〕）
とËv

,d“q
;
lk'yheÎla,

（
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
に
）
の
繰
り
返
し
（
五

〔
四
〕
節
と
八
〔
七
〕
節
）
の
中
に
、
自
分
の
下
降
と
上
昇
を
は
さ
ん
で
い
る
。

yvip]n"yl'[;πFe['t]hiB]

（
私
の
魂
が
私
の
う
ち
に
弱
っ
て
い
る
と
き
）。πFe['t]hi

はπf'[;

の
ヒ
ツ
パ
エ
ル
形
不
定
形
連
語
形
で

「
弱
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。yTir“k;z:hwhy“Îta,

（
主
を
思
い
起
こ
す
）。
ひ
と
た
び
ヨ
ナ
は
自
分
が
い
か
に
絶
望
的
で
あ
る
か

を
悟
る
と
、
神
に
向
か
っ
た
。「
主
を
思
い
起
こ
す
」
こ
と
は
、
単
に
過
去
の
こ
と
を
客
観
的
に
想
起
す
る
の
で
は
な
く
、
神
が

遠
い
と
思
わ
れ
て
い
た
時
に
、
神
の
御
名
を
呼
び
、
神
の
前
で
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

Úv,d“q
;lk'yheÎla,ytiL;piT]Úyl,aea/bT;w"

（
私
の
祈
り
は
あ
な
た
に
至
り
、
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
に
達
し
た
）。
ひ
ど
い
苦
し
み

に
い
る
嘆
願
者
の
祈
り
を
主
が
聞
こ
う
と
し
て
い
る
側
面
が
注
意
を
引
く
。Úyl,ae

（
あ
な
た
に
）
とÚv

,d“q
;lk'yheÎla,

（
あ
な

た
の
聖
な
る
宮
に
）
は
同
義
的
同
格
表
現
で
あ
る
。
聖
な
る
宮
（
詩
一
八
・
七
〔
六
〕
参
照
）
は
礼
拝
者
の
主
と
の
接
触
の
第

一
の
場
所
で
あ
る
。

九
〔
八
〕
節
　µyrIM]v

'm]

（
心
を
寄
せ
る
者
）
はlv

'm;

の
ピ
エ
ル
形
分
詞
複
数
で
あ
る
が
、
マ
ソ
ラ
本
文
の
批
判
的
脚
注
で

はyrEmv
m

（
複
数
連
語
形
）
あ
る
い
はµyrIm]V

øh
（
カ
ル
形
分
詞
複
数
プ
ラ
ス
冠
詞
、
そ
の
守
る
者
た
ち
）
が
提
案
さ
れ
て
い

る
。
ヨ
ナ
は
偶
像
の
無
用
性
に
つ
い
て
弾
劾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
の
救
う
力
（
十
〔
九
〕
節
ｂ
参
照
）
を
た
た
え
る
。

aw“v;Îyleb]h'

は
「
む
な
し
い
偶
像
」
を
直
訳
的
に
は
「
虚
無
の
空
し
さ
」
で
あ
る
。
類
似
の
意
味
の
二
つ
の
名
詞
を
属
格
で
結
ん

で
、
時
に
最
上
級
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
す
一
つ
の
例
で
あ
る
。
む
な
し
い
偶
像
に
助
け
を
求
め
る
人
々
は
愚
か
で
あ
る
。
偶
像

は
無
能
を
表
わ
す
ば
か
り
で
は
な
い
。
偶
像
礼
拝
は
主
へ
の
信
仰
の
欠
如
を
示
す
。

µD;s]j'

に
つ
い
て
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
第
一
の
解
釈
で
は
契
約
の
忠
節
（ds,j,

）
は
契
約
の
創
始
者
で
あ
る
神
（
出
エ
ジ
プ

ト
二
○
・
六
等
）
と
、
契
約
を
与
え
ら
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
両
方
の
相
互
の
義
務
で
あ
っ
た
の
で
、
他
の
神
々
を
持
つ
こ
と
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に
よ
っ
て
契
約
の
第
一
戒
を
破
っ
た
者
は
主
へ
の
忠
節
を
捨
て
た
（bz"[;

）
と
す
る
。
協
会
訳
、
Ｒ
Ｓ
Ｖ
、
新
共
同
訳
は
「
主
へ

の
忠
節
」
の
意
味
で
訳
し
て
い
る
。
第
二
の
解
釈
は
「
彼
ら
へ
の
ヘ
セ
ド
」
と
訳
す
べ
き
だ
と
す
る
。
新
改
訳
は
「
自
分
へ
の

恵
み
を
捨
て
ま
す
」
と
訳
す
。
偶
像
を
拝
す
る
者
は
必
然
的
に
主
か
ら
の
ヘ
セ
ド
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
と
解
釈
す
る
。
第
一

の
例
で
はµd;s]j'

は
礼
拝
者
の
忠
節
に
言
及
し
、
第
二
の
例
で
は
神
が
神
に
信
頼
を
寄
せ
る
者
た
ち
に
与
え
る
恵
み
に
言
及
し

て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
う
ち
、
前
者
の
解
釈
の
方
が
好
ま
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
も
し
、
こ
の
節
が
十
〔
九
〕
節
と
対
照
を
作

る
な
ら
、
ヨ
ナ
は
こ
こ
で
偶
像
を
礼
拝
す
る
者
た
ち
は
苦
し
み
の
時
に
、
偶
像
が
実
に
い
か
に
無
力
で
あ
る
か
を
発
見
し
、
そ

の
結
果
彼
ら
は
も
は
や
自
分
た
ち
の
考
え
て
い
た
神
々
に
対
し
て
忠
誠
や
愛
を
示
さ
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
を
礼
拝
す
る
者
は
い
つ
も
主
が
信
頼
で
き
る
、
頼
り
に
な
る
御
力
で
あ
る
こ
と
を
見
つ
け
る
の
で
あ

る濕
。十

〔
九
〕
節
　
二
つ
の
動
詞hj;b]z“a,
（
犠
牲
を
さ
さ
げ
よ
う
）
とhm;Lev'a'“

（
果
た
そ
う
）
が
願
望
形
で
、
ヨ
ナ
の
約
束
は
す

ぐ
に
実
現
出
来
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
十
〔
九
〕
節
は
神
が
ヨ
ナ
の
苦
し
み
の
訴
え
に
答
え
ら
れ
た
（
三
〔
二
〕

節
）
こ
と
を
実
現
し
た
。
三
〔
二
〕
節
と
十
〔
九
〕
節
は
そ
の
間
に
あ
る
も
の
を
包
ん
で
い
る
。

Ël;Îhj;B]z“a,hd;/T
l/q

B]ynIa'“w"

（
し
か
し
私
は
感
謝
の
声
を
あ
げ
て
、
あ
な
た
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
よ
う
）。
十
〔
九
〕
節
はynIa'“w"

（
し
か
し
私
は
）
で
始
ま
り
、
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
、
九
〔
八
〕
節
と
の
対
照
を
際
立
た
せ
て
い
る
。hd;/T

は
「
感

謝
」
で
、
元
来
は
告
白
、
賛
美
の
こ
と
で
あ
る
。
礼
拝
儀
式
に
お
け
る
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
犠
牲
」
の
儀
式
に
つ
な

が
る
。
こ
の
犠
牲
は
神
の
慈
愛
を
得
る
た
め
で
な
く
、
す
で
に
示
さ
れ
た
慈
愛
に
対
す
る
感
謝
の
犠
牲
で
あ
る
。

hm;Lev'a'“yTir“dæn:rv,a'“

（
私
の
誓
い
を
果
た
そ
う
）。
感
謝
は
責
任
を
生
む
。
そ
こ
で
「
私
の
誓
い
を
果
た
す
」
こ
と
が
必
然
と

な
る
。
ヨ
ナ
が
こ
の
「
誓
い
」
を
た
て
た
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
言
及
が
な
い
。
一
章
十
六
節
の
「
人
々
」
の
中
に
は
当
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然
ヨ
ナ
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
は
「
主
の
前
を
離
れ
た
」（
一
・
三
、
十
）
こ
と
の
悔
い
改
め
と
、
救
わ
れ
た
感
謝
に
基

づ
い
て
、
主
の
使
命
に
立
つ
こ
と
の
誓
い
で
あ
ろ
う
。「
果
た
す
」（µl'v;

）
は
全
う
す
る
こ
と
で
、
契
約
維
持
、
平
和
、
救
い
、

健
康
を
意
味
す
る
シ
ャ
ー
ロ
ー
ム
と
同
根
の
動
詞
で
あ
る
。

hwhyl'ht;[;Wv
y“

（
救
い
は
主
に
あ
る
）
は
二
つ
の
点
で
主
を
ほ
め
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
、
主
が
何
を
し
て
下
さ
っ
た
か
を

思
い
起
こ
し
て
、
救
い
主
と
し
て
の
主
の
み
わ
ざ
を
高
め
る
。
第
二
に
唯
一
の
救
い
主
と
し
て
の
主
の
立
場
を
高
め
る
。
こ
う

し
て
ヨ
ナ
の
祈
り
の
詩
は
信
仰
告
白
を
も
っ
て
終
わ
る
。
こ
の
信
仰
告
白
の
応
答
で
あ
る
か
の
よ
う
に
よ
う
にhwhyl'

のhwhy

（
主
）
が
十
一
〔
十
〕
節
で
行
動
を
起
こ
さ
れ
る
。
そ
の
詩
か
ら
散
文
の
切
り
換
え
の
文
学
的
表
現
の
巧
み
さ
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

Ⅳ
　
ヨ
ナ
書
二
章
の
文
学
形
態
的
分
析

Ａ
　
韻
律
の
区
分

ヨ
ナ
書
二
章
一
〔
一
章
十
七
〕
節
か
ら
十
一
〔
十
〕
節
は
韻
律
の
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
散
文
・
詩
文
・
散
文
の
順
序
で
あ

る
が
、
散
文
に
も
詩
の
韻
律
が
あ
る
。
韻
律
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

1

〔1:17

〕s

hn:/yÎta][
'løb]lil/dG:gD…hw:hy“ˆm'y“w"

（2:4)

t/lylehv;løv]W
µymiy:hv;løv]gD;h'y[em]bihn:/y

yhiy“w"

（4:3)
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2

〔1

〕s

hg:D;h'y[eM]miwyh;løa,“hwhy“Îla,hn:/y
lLeP't]YIw"

（2:2:2)

3

〔2

〕s

dnInE['“Y"w"hw:hy“Îla,ylihr:x;miytiar:q
;

（2:3

）

yli/q
T;[]m'v;yTi[]W"vil/av]ˆf,B,mi

（2:3

）

4

〔3

〕s

ynIbeb]sOy“rh;n:w“µyMiy"bb'l]Bihl;Wxm]ynIkeyliv]T'w"

（2:2:2

）

Wrb;[;yl'[;ÚyL,g"w“Úyr<B;v]miÎlK;

（2:3

）

5

〔4

〕s

ÚynEy[edg<N<miyTiv]r"g“nIyTir“m'a;ynIa'“w"

（2:3

）

Úved“q
;lk'yheÎla,fyBih'l]πysO/a

Ëa'

（2:3

）

6

〔5

〕_
7

〔6

〕s
a

wnIbeb]sOy“µ/hT]vp,n<Îd['µyIm'ynIWpp;a'“

（2:3

）

µyrIh;ybex]q
il].yviarøl]vWbj;πWs

（2:3

）

7

〔6

〕s
b-e

µl;/[l]ydI['“b'h;yj,rIB]≈r<a;h;yTid“r"y:

（3:2

）

.yh;løa,“hw:hy“yY"j'tj'V'mil['T'w"
（2:3

）

8

〔7

〕s

yTir“k;z:hw"hy“Îta,yvip]n"yl'[;πFe['t]hiB]
（2:3

）
.Úv,d“q

;lk'yheÎla,ytiL;piT]Úyl,aea/bT;w"

（2:3
）

9

〔8
〕s

.WbzO['“y"µD's]j'aw“v;Îyleb]h'µyrIM]v'm]

（2:3

）

10

〔8

〕s

ËL;Îhj;B]z“a,hd:/M
l/q

B]ynIa'“w"

（2:3

）

hwhyl'ht;[;Wvy“hm;Lev'a'“yTir“dæn:rv,a'“

（2:3

）

11

〔10

〕s

hv;B;Y"h'Îla,hn:/yÎta,aq
eY:w"gd…l'hw:hy“rm,a

OYw"

（3:3

）
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詩
文
の
支
配
的
韻
律
は
３
・
２
型
で
キ
ー
ナ
ー
調
で
悲
し
み
を
あ
ら
わ
す
哀
歌
調
で
あ
る
。
３
・
２
型
は
哀
歌
に
見
い
出
さ

れ
て
以
来
カ
ー
ル
・
ブ
ッ
デ
に
よ
っ
て
キ
ー
ナ
ー
（qin’ah

）
す
な
わ
ち
「
哀
歌
調
」
と
呼
ば
れ
る
（
哀
歌
三
・
一
）濬。
３
・
２

型
は
ま
た
喜
び
も
あ
ら
わ
し
、
歓
喜
に
満
ち
た
信
頼
を
示
す
の
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
詩
二
七
・
一
）。
詩
文
の
中
で
四
〔
三
〕

節
の
は
じ
め
の
詩
行
は
２
・
２
・
２
型
で
、
七
〔
六
〕
節
の
ｂ
│
ｃ
は
２
・
３
型
が
織
り
交
ざ
り
、
詩
的
感
動
を
微
妙
な
内
的

韻
律
を
転
化
さ
せ
て
、
思
想
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
型
の
詩
行
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
〔
一
・
十
七
〕
節
の
散
文
の
４
・

２
型
、
３
・
４
型
、
二
〔
一
〕
節
の
散
文
の
２
・
２
・
２
型
、
十
一
〔
十
〕
節
の
散
文
３
・
３
型
は
そ
れ
ぞ
れ
韻
律
的
散
文
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
韻
律
の
種
々
の
変
化
に
固
定
し
た
解
釈
が
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
詩
は
勿
論
の
こ
と
、
散
文
も
詩
の
形
を
と
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ズ
ム
を
と
も
な
い
、
作
者
の
気
分
情
緒
と
物
語
の
テ
ン
ポ
の
良
さ
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

著
者
は
詩
文
段
落
に
お
い
て
も
感
情
的
思
想
的
起
伏
を
文
学
的
技
法
に
よ
っ
て
見
事
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

Ｂ
　
並
行
法

三
〔
二
〕
節
か
ら
十
〔
九
〕
節
に
は
並
行
法
が
あ
る
。
こ
の
詩
文
の
箇
所
に
は
三
一
の
半
詩
行
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
は

全
体
の
中
で
注
意
深
く
選
ば
れ
た
所
に
置
か
れ
て
い
る
。

盧
三
〔
二
〕
節
の
二
詩
行
は
同
義
的
並
行
法
（
Ａ
・
Ｂ
・
1A1

・
1B1

）
に
な
っ
て
い
る
。

私
は
苦
し
み
の
う
ち
か
ら
主
に
呼
ば
わ
る
と
（
Ａ
）

主
は
私
に
答
え
ら
れ
た
（
Ｂ
）

私
が
よ
み
の
腹
か
ら
助
け
を
求
め
て
叫
ぶ
と
（
1A1

）
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あ
な
た
は
私
の
声
を
聞
か
れ
た
（
1B1

）

盪
四
〔
三
〕
節
の
三
詩
行
は
下
降
の
段
階
的
並
行
法
（
1A1

・
1A2

・
1A3

）
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
形
態
は
第
一
詩
行
の
思
想
が

そ
れ
自
体
で
完
結
し
な
い
で
、
第
二
詩
行
が
第
一
詩
行
の
思
想
を
取
り
上
げ
て
、
階
段
を
の
ぼ
る
よ
う
に
し
て
、
思
想
を
完
結

し
て
い
く
。

あ
な
た
は
私
を
深
み
の
中
に
、
海
の
真
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
（
1A1

）

潮
の
流
れ
が
私
を
囲
み
（
1A2

）

あ
な
た
の
波
と
大
波
は
皆
、
私
の
上
を
越
え
て
い
っ
た
（
1A3

）

蘯
五
〔
四
〕
節
の
二
詩
行
は
反
対
並
行
法
（
Ａ
・
Ｂ
）
に
な
っ
て
い
る
。

私
は
言
っ
た
「
私
は
あ
な
た
の
目
の
前
か
ら
追
わ
れ
ま
し
た
（
Ａ
）

し
か
し
、
再
び
私
は
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
を
仰
ぎ
見
た
い
の
で
す
（
Ｂ
）

盻
四
〔
三
〕
節
か
ら
五
〔
四
〕
節
の
第
一
詩
行
ま
で
が
下
降
の
段
階
的
並
行
法
（
1A1

・
1A2

・
1A3

・
1A4

）
を
な
し
て
い

る
。

あ
な
た
は
私
を
深
み
の
中
に
、
海
の
真
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
（
1A1

）

潮
の
流
れ
が
私
を
囲
み
（
1A2

）

あ
な
た
の
波
と
大
波
は
皆
、
私
の
上
を
越
え
て
い
っ
た
（
1A3

）

私
は
言
っ
た
「
私
は
あ
な
た
の
目
の
前
か
ら
追
わ
れ
ま
し
た
（
1A4

）

眈
六
〔
五
〕
節
の
三
詩
行
は
交
差
並
行
法
（
キ
ア
ス
ム
ス
Ａ
Ｂ
Ａ
）
に
な
っ
て
い
る濔
。

水
は
私
を
め
ぐ
っ
て
の
ど
を
絞
め
つ
け
（
Ａ
）

深
淵
は
私
を
取
り
囲
み
（
Ｂ
）
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海
草
が
私
の
頭
に
絡
み
つ
い
た
（
Ａ
）

眇
六
〔
五
〕
節
か
ら
七
〔
六
〕
節
の
三
詩
行
ま
で
は
下
降
の
段
階
的
並
行
法
（
1A1

・
1A2

・
1A3

・
1A4

・
1A5

）
に
な
っ
て
い
る
。

水
は
‾私
‾を
め
ぐ
っ
て
の
ど
を
絞
め
つ
け
（
1A1

）

深
淵
は
‾私
‾を
取
り
囲
み
（
1A2

）

海
草
が
‾私
‾の
頭
に
絡
み
つ
い
た
（
1A3

）

‾私
‾は
山
々
の
基
ま
で
く
だ
っ
た
（
1A4

）

地
は
そ
の
か
ん
ぬ
き
と
共
に
永
久
に
‾私
‾の
上
に
あ
っ
た
（
1A5

）

眄
六
〔
五
〕
│
七
〔
六
〕
節
ｃ
と
七
〔
六
〕
節
ｄ
│
ｅ
と
は
反
対
並
行
法
（
Ａ
・
Ｂ
）
に
な
っ
て
い
る
。
前
半
は
長
い
の
で

一
部
だ
け
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

私
は
山
々
の
基
ま
で
く
だ
っ
た
（
Ａ
）

し
か
し
私
の
神
、
主
よ
、
あ
な
た
は
私
の
い
の
ち
を
穴
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
Ｂ
）

眩
八
〔
七
〕
節
は
上
昇
の
段
階
的
並
行
法
（
1A1

・
1A2

・
1A3

）
に
な
っ
て
い
る
。

私
の
魂
が
私
の
う
ち
に
弱
っ
て
い
る
と
き
（
1A1

）

私
は
主
を
思
い
起
こ
し
（
1A2

）

私
の
祈
り
は
あ
な
た
に
至
り
、
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
に
達
し
た
（
1A3

）

眤
九
〔
八
〕
節
は
八
〔
七
〕
節
と
反
対
並
行
法
（
Ａ
・
Ｂ
）
を
な
し
て
い
る
。

私
は
主
を
思
い
起
こ
し
、
私
の
祈
り
は
あ
な
た
に
至
り
、
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
に
達
し
た
（
Ａ
）

む
な
し
い
偶
像
に
心
を
寄
せ
る
者
は
、
そ
の
忠
節
を
捨
て
る
（
Ｂ
）

眞
十
〔
九
〕
節
は
上
昇
の
段
階
的
並
行
法
（
1A1

・
1A2

・
1A3

）
と
な
っ
て
い
る
。
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し
か
し
私
は
感
謝
の
声
を
あ
げ
て
（
1A1

）

あ
な
た
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
、
私
の
誓
い
を
果
た
そ
う
（
1A2

）

救
い
は
主
に
あ
る
（
1A3

）

眥
十
〔
九
〕
節
は
九
〔
八
〕
節
と
反
対
並
行
法
（
Ａ
・
Ｂ
）
と
な
っ
て
い
る
。

む
な
し
い
偶
像
に
心
を
寄
せ
る
者
は
そ
の
忠
節
を
捨
て
る
（
Ａ
）

し
か
し
私
は
感
謝
の
声
を
あ
げ
て
あ
な
た
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
、
私
の
誓
い
を
果
た
そ
う
（
Ｂ
）

同
義
的
並
行
法
、
下
降
と
上
昇
の
段
階
的
並
行
法
、
交
差
並
行
法
、
反
対
並
行
法
を
駆
使
し
て
、
作
者
の
状
態
、
気
分
情
緒
、

信
仰
を
見
事
に
描
写
し
て
い
る
。
特
に
四
〔
三
〕
節
と
六
〔
五
〕
節
│
七
〔
六
〕
節
、
八
〔
七
〕
節
ａ
の
三
度
に
わ
た
っ
て
下

降
の
段
階
的
並
行
法
が
繰
り
返
さ
れ
、
五
〔
四
〕
節
ｂ
と
七
〔
六
〕
節
第
四
詩
行
、
第
五
詩
行
は
上
昇
の
段
階
的
並
行
法
の
繰

り
返
し
で
あ
る
。

マ
ゴ
ネ
ッ
ト
は
ヨ
ナ
の
詩
が
同
心
円
的
構
造
を
な
し
て
い
る
と
言
う濘
。

３
〔2〕
ａ
私
は
苦
し
み
の
う
ち
か
ら
主
に
呼
ば
わ
る
と
主
は
答
え
ら
れ
た
。

４
〔3〕
ｂ
　
あ
な
た
は
私
を
…
…
投
げ
入
れ
ら
れ
た
。
潮
の
流
れ
が
私
を
囲
み

あ
な
た
の
波
と
大
波
は
皆
、
私
の
上
を
越
え
て
い
っ
た

５
〔4〕
ｃ
　
　
私
は
言
っ
た
「
私
は
…
…
追
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
聖
な
る
宮
を
仰
ぎ
見
た
い
の
で
す
」

６
〔5〕
ｄ
　
　
　
水
は
私
を
め
ぐ
っ
て
の
ど
を
絞
め
つ
け
、
深
淵
は
…
…
、
海
草
が
…
…

７
〔6〕
ｅ
　
　
　
　
私
は
山
々
の
基
ま
で
く
だ
っ
た
。
地
は
…
…
上
に
あ
っ
た

1e1

し
か
し
私
の
神
、
主
よ
、
あ
な
た
は
私
の
い
の
ち
を
穴
か
ら
引
き
上
げ
…
…

８
〔7〕

1d1

私
の
魂
が
私
の
う
ち
に
弱
っ
て
い
る
時
、
私
は
主
を
思
い
起
こ
し
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1c1

私
の
祈
り
は
あ
な
た
に
至
り
、
あ
な
た
の
聖
な
る
宮
に
達
し
た

９
〔8〕

1b1

む
な
し
い
偶
像
に
心
を
寄
せ
る
者
は
、
そ
の
忠
誠
を
捨
て
る

10
〔9〕

1a1

し
か
し
私
は
感
謝
の
声
を
あ
げ
て
、
あ
な
た
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
、
私
の
誓
い
を
果
た
そ
う
。
救
い
は
主
に
あ
る
。

ヨ
ナ
の
詩
は
全
体
的
に
交
差
並
行
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
三
〔
二
〕
節
と
十
〔
九
〕
節
が
全
体
の
詩
を
包
ん
で
い
て
イ

ン
ク
ル
ジ
オ
と
も
な
っ
て
い
る
。
中
心
は
六
〔
五
〕
節
七
〔
六
〕
節
に
あ
る
。
五
〔
四
〕
節
と
八
〔
七
〕
節
が
「
聖
な
る
宮
」

の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。

マ
ゴ
ネ
ッ
ト
は
ヨ
ナ
書
一
章
も
九
節
十
節
の
ヨ
ナ
に
よ
る
宣
言
を
中
心
と
し
て
四
節
か
ら
十
六
節
ま
で
の
水
夫
た
ち
の
祈
り
、

言
葉
、
恐
れ
な
ど
が
交
差
並
行
し
て
い
る
と
述
べ
る濱
。
こ
の
同
じ
並
行
法
的
特
徴
が
一
章
二
章
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
顕
著
な

こ
と
で
あ
り
、
一
章
二
章
の
関
連
性
、
連
続
性
、
劇
的
げ
き
て
き

効
果
性
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
著
者
に
よ
る
執
筆
を
考

え
る
上
で
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

Ｃ
　
文
体
的
特
徴

ヨ
ナ
書
二
章
に
は
散
文
と
詩
文
が
織
り
交
ざ
り
、
特
有
の
文
体
的
特
徴
が
あ
る
。
全
体
と
し
て
文
学
的
技
巧
そ
し
て
言
葉
の

慎
重
な
選
択
が
目
立
つ
と
言
え
よ
う
。

一
、
散
文
の
文
体

ヨ
ナ
書
二
章
の
一
〔
一
・
十
七
〕
節
、
三
〔
二
〕
節
そ
し
て
十
一
〔
十
〕
節
に
も
文
体
的
特
色
が
あ
る
。
散
文
の
文
学
的
技

巧
は
詩
文
の
文
学
的
技
巧
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

盧
語
呂
合
わ
せ
。
前
述
の
よ
う
に
一
〔
一
・
十
七
〕
節
のl/dG:gD…

。l/dG:
（gādôl

）
はgD…

（dāg

）
と
ｄ
と
ｇ
の
音
を
共
有
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し
て
、
子
音
の
語
呂
合
わ
せ
を
し
て
い
る
。
Ｄ
Ｇ
Ｇ
Ｄ
。

盪
繰
り
返
し
。gD…h'y[em]Bi

（
一
〔
一
・
十
七
〕
節
、
魚
の
腹
の
中
に
）
とhg:D…h'y[eM]mi

（
二
〔
一
〕
節
、
魚
の
腹
の
中
か
ら
）

が
繰
り
返
さ
れ
、
前
置
詞
（B]

とˆmi

）
が
微
妙
に
変
化
し
、
魚
が
男
性
形
か
ら
女
性
形
に
変
化
し
て
い
る
。
十
一
〔
十
〕
節
に

魚
が
男
性
形
と
な
っ
て
再
び
登
場
す
る
。hv;løv]

（
三
）
と
い
う
語
が
二
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
三
〔
二
〕
節
の
は
じ
め
に
あ

るrm,a
OYw"

（
言
っ
た
）
と
十
一
〔
十
〕
節
の
は
じ
め
のrm,a

OYw"

（
言
っ
た
）
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

蘯
イ
ン
ク
ル
ジ
オ
。
三
〔
二
〕
節
の
は
じ
め
のrm,a

OYw"

（
言
っ
た
）
と
十
一
〔
十
〕
節
のrm,a

OYw"

（
言
っ
た
）
の
間
に
ヨ
ナ
の

詩
が
来
る
と
い
う
イ
ン
ク
ル
ジ
オ
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

盻
交
差
並
行
（
キ
ア
ス
ム
ス
）。
一
〔
一
・
十
七
〕
節
と
二
〔
一
〕
節
と
十
一
〔
十
〕
節
にhwhy

（
主
）
とhn:/y

（
ヨ
ナ
）
と

gD;

（hg:D;

）（
魚
）
が
繰
り
返
し
登
場
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
な
す
。
一
〔
一
・
十
七
〕
節
は
主
の
み
わ
ざ
、
魚
は
道
具
で
あ

る
。
二
〔
一
〕
節
は
ヨ
ナ
の
主
へ
の
祈
り
で
あ
る
。
十
一
〔
十
〕
節
は
主
の
み
わ
ざ
、
魚
は
道
具
で
あ
る
。
こ
こ
に
Ａ
│
Ｂ
│

Ａ
の
交
差
並
行
（
キ
ア
ス
ム
ス
）
が
見
ら
れ
る
。
魚
も
男
性
形(

Ａ)

│
女
性
形(

Ｂ)

│
男
性
形(

Ａ)

と
交
差
並
行
し
て
い
る
。

眈
散
文
か
ら
詩
へ
、
詩
か
ら
散
文
へ
の
移
行
の
文
学
的
巧
み
さ
。
ま
ず
散
文
か
ら
詩
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
一
〔
一
・
十
七
〕

節
のgD…h'y[eB]

（
魚
の
腹
の
中
で
）
と
二
〔
一
〕
節
のhg:D…h'y[em]

（
魚
の
腹
か
ら
）
の
繰
り
返
し
は
、
三
〔
二
〕
節
の
詩
の
中
の

l/av]ˆf,B,mi

（
よ
み
の
腹
か
ら
）
に
呼
応
し
て
、
ヨ
ナ
の
魚
の
中
で
の
滞
在
の
時
と
ヨ
ナ
の
詩
の
作
詩
と
に
同
時
性
を
持
た
せ
て

い
る
。
又
、
二
〔
一
〕
節
のhw:hy“Îla,hn:/y

lLeP't]YIw"

（
ヨ
ナ
は
主
に
祈
っ
た
）
と
ヨ
ナ
が
主
に
祈
っ
た
こ
と
に
言
及
し
た
こ
と
は

詩
へ
の
導
入
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
三
〔
二
〕
節
か
ら
の
詩
は
突
然
何
の
導
入
も
な
く
、
押
し
入
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
二
〔
一
〕
節
と
三
〔
二
〕
節
は
意
味
の
上
か
ら
同
義
的
並
行
を
な
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
で
も
工
夫

が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
次
に
詩
か
ら
散
文
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
詩
は
、hwhyl'

（
十
〔
九
〕
節
、
主
に
）
で
終
っ
て

い
る
が
、
十
一
〔
十
〕
節
の
散
文
は
、hwhy

rma
OYw"

（
主
は
言
っ
た
〔
命
じ
た
〕）
と
ヨ
ナ
の
主
へ
の
叫
び
に
主
が
答
え
て
行
動
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し
て
い
る
こ
と
を
素
早
く
適
切
に
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
詩
か
ら
散
文
へ
の
移
行
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
文
学
的
技
巧
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
。

二
、
詩
文
の
文
体

盧
言
葉
の
選
択
　
ヨ
ナ
は
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
音
声
学
的
に
選
択
す
る
上
で
非
常
に
注
意
深
い
。
言
葉
の
選
択
に
ま
で
文
学

的
、
音
声
学
的
配
慮
を
し
て
い
る
。
作
者
は
連
続
の
単
語
の
語
頭
と
語
尾
の
子
音
を
同
じ
か
類
似
か
に
し
よ
う
と
努
力
し
て
い

る
。貎イ

頭
韻
。
①sh-sh-sh
（l/av

]ÎyTi[]W"v
iÎT;[]m'v

;3c-d

）。
②‘ā-‘ā

（yl'[;ÎWrb;[;4c

）。
③

a-a

（ynIa'“ÎËa'5a,c

）。
④e-ē-e

（ta,ÎÚyl,a,Îla,8b,c,d

）。
⑤a-a-a

（ynIa'“Îrv,a'“Îhm;Lev'a'“10a,c

）。

貎ロ
押
韻
。
①î-î-î-î-î

（ytiar:q
;ÎyliÎynInE['“Y"w"ÎyTi[]W"v

iÎyli/q
3

）。
②î-î-î

（ynInEyliv
]T'w"ÎµyMiw"ÎynIbeb]sOy“4a-b

）。
③ê

kā-ê
kā

（Úyr<B;v]miÎÚyL,g"w“4c

）。
④tî-tî

（yTir“m'a;ÎyTiv
]r"g“nI5a

）。
⑤kā-kā

（Úyn<y[eÎÚv,d“q
;5b,d

）。
⑥nî-nî

（ynIWpp;a'“ÎynIbeb]sOy“6a,b

）。

⑦sh
-sh

-sh

（v
p,n<Îv

Wbj;Îyv
ia
røl]6a,c
）。
⑧m

-m

（µyIm'Îµ/hT]6a,b

）。
⑨m

-m

（µyr
Ih;Îµl;/[l]7a,c

）。
⑩î-î-î

（yv
ip]n"ÎyTir

“k;z:ÎytiL;piT]8a,b,c

）。
⑪kā-kā
（Ú

yl,aeÎÚ
v
,d“q

;8c,d

）。
⑫m

-m

（µyr
IM]v

'm]ÎµD…s]j'9a,b

）。
⑬ā-ā-ā-ā

（hd…/TÎhj;B]z“a,Îhm;lev'a'“Îht;[;Wvy“10a-b-c-d

）。

盪
擬
声
　
六
〔
五
〕
節
のynIWpp;a'“

のπp'a;

とynIbeb]sOy“
のbb's;

と
い
う
言
葉
は
、
繰
り
返
し
の
語
根
（
ff
、
bb
）
を
用
い
て
、

擬
声
語
と
な
っ
て
い
る
。
擬
声
的
な
言
葉
を
聞
く
と
、
音
の
効
果
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
、
劇げ
き

的
効
果
を
あ
げ
て
い
る濮
。

蘯
反
対
語
　
七
〔
六
〕
節
の
反
対
語
はyTid“r"y:

（
く
だ
る
）
とl['T'w"
（
引
き
上
げ
る
）
で
あ
る
。
七
〔
六
〕
節
のybex]q

il]

（
基

に
）
は
前
節
のyv

iarøl]

（
私
の
頭
に
）
の
反
対
語
で
あ
る
。
九
〔
八
〕
節
もµyrIM]v

'm]

（
心
を
寄
せ
る
）
はWbzO[;“l]

（
捨
て
る
）

と
い
う
対
照
的
な
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
。

盻
対つ
い

語ご

三
〔
二
〕
節
で[m'v;

と[W"vi

は
対
を
な
し
て
い
る
。
四
〔
三
〕
節
でµyMiy"

（
海
）
とrh;n:

（
潮
の
流
れ
）
が
対
を
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な
し
て
い
る
。
六
〔
五
〕
節
で
はµyIm'

（
水
）
とµ/hT]

（
深
淵
）
が
対
を
な
し
て
い
る
。µ/hT]

はµyMiy"

、rh;n:

と
も
対
を
な
す

語
で
あ
る
。

眈
比
喩
的
表
現
　
四
〔
三
〕
節
のµyIMiy"

（
海
）
やrh;n:

（
潮
の
流
れ
）、µ/hT]

（
深
淵
）
は
、
人
間
の
魂
を
脅
か
す
最
も
極
端

な
苦
し
み
の
象
徴
表
現
で
あ
る
。µ/hT]

は
原
始
の
海
の
比
喩
的
表
現
で
あ
り
、µyIm'

も
慣
用
的
比
喩
的
表
現
で
あ
る
。
七
〔
六
〕

節
のµyrIh;ybex]q

i
（
山
々
の
基
）、h;yh,rIb]

（
地
の
か
ん
ぬ
き
）
は
死
に
関
す
る
比
喩
的
表
現
で
あ
る
。yY"j'tj'v'mil['T'w"

（
あ
な

た
は
私
の
い
の
ち
を
穴
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
）
は
死
か
ら
の
救
い
を
描
写
す
る
比
喩
的
表
現
で
あ
る
。

Ｄ
「
ヨ
ナ
の
詩
」
の
ヨ
ナ
書
全
体
構
造
と
の
関
係

詩
と
は
そ
の
「
意
味
と
と
も
に
そ
の
音
声
と
示
唆
的
な
力
の
た
め
に
選
択
さ
れ
、
濃
縮
さ
れ
た
言
語
の
使
用
と
韻
律
の
構
成
、

自
然
界
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音
、
押
韻
と
陰
喩
の
よ
う
な
文
学
的
技
巧
の
使
用
が
特
徴
と
な
る
、
経
験
に
つ
い
て
の
生
き
生
き
し

た
想
像
的
感
覚
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
作
品
」濛と
定
義
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
文
学
傑
作
の
韻
律
に
照
ら
し
て
、

ヨ
ナ
書
は
内
的
に
二
つ
の
主
要
な
側
面
に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
た
五
つ
の
部
分
（
漓
一
・
一
│
八
、
滷
一
・
十
│
十
六
、
澆
二
・

二
│
十
、
潺
三
・
三
│
四
・
二
、
潸
四
・
一
│
十
一
）
に
お
い
て
韻
律
の
言
語
で
書
か
れ
て
い
る
物
語
詩
と
描
写
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
支
配
的
側
面
（
漓
一
・
十
│
十
六
、
澆
二
・
二
│
十
、
潸
四
・
一
│
十
一
）
は
垂
直
的
で
、
ヨ
ナ
の
逃
亡
、
ヨ
ナ
の

祈
り
、
ヨ
ナ
の
宣
教
な
ら
び
に
主
の
ヨ
ナ
と
の
問
答
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
主
の
恵
み
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
も

う
一
つ
の
側
面
は
二
つ
（
滷
一
・
十
│
十
六
、
潺
三
・
三
│
四
・
二
）
が
、
外
の
人
た
ち
に
焦
点
を
当
て
る
。
ヨ
ナ
の
味
方

（
水
夫
た
ち
）
と
敵
（
ニ
ネ
ベ
の
人
た
ち
）
は
主
を
恐
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
を
礼
拝
す
る
た
め
に
召
さ
れ
、
彼
ら
の
悪
の
道

か
ら
戻
る
。
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こ
の
「
ヨ
ナ
の
詩
」
は
、
こ
う
し
て
ヨ
ナ
書
全
体
の
構
造
的
デ
ザ
イ
ン
の
内
的
部
分
、
絶
対
必
要
な
部
分
で
あ
っ
て
、
し
ば

し
ば
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
二
次
的
な
挿
入
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヨ
ナ
の
物
語
の
ま
さ
に
そ
の
点
で
、
ヨ
ナ
は
彼
の
地
獄
の
深

み
へ
最
終
的
に
降
下
す
る
と
こ
ろ
で
、
ヨ
ナ
の
言
語
は
叙
情
的
な
高
み
へ
と
飛
翔
ひ
し
ょ
う

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
大
き
な

魚
が
ヨ
ナ
を
ニ
ネ
ベ
の
方
へ
方
向
転
換
さ
せ
る
や
否
や
、
詩
人
の
言
語
は
物
語
詩
の
レ
ベ
ル
に
戻
る
の
で
あ
る瀉
。

Ⅴ
　
ヨ
ナ
書
二
章
の
思
想
の
流
れ

Ａ
　
一
〔
一
・
十
七
〕
│
二
〔
一
〕
節
。
ヨ
ナ
は
ア
ッ
シ
リ
ヤ
の
首
都
ニ
ネ
ベ
に
向
か
っ
て
預
言
す
る
べ
く
主
か
ら
召
命
を

受
け
た
。
し
か
し
異
邦
人
の
都
に
向
か
っ
て
預
言
す
る
こ
と
は
勿
論
そ
の
使
命
に
か
か
わ
る
こ
と
さ
え
も
望
ま
な
い
ヨ
ナ
は
、

こ
の
召
し
に
逆
ら
っ
て
タ
ル
シ
シ
ュ
に
逃
げ
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
ヨ
ナ
は
、
タ
ル
シ
シ
ュ
に
逃
れ
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大

海
に
投
げ
込
ま
れ
る
と
い
う
挫
折
を
経
験
す
る
。

Ｂ
　
三
〔
二
〕
│
十
〔
九
〕
節
。
第
二
章
は
海
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
ヨ
ナ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
海
の
な
か
で
神
の
助
け
を
得

た
か
、
ま
た
そ
の
挫
折
の
時
の
祈
り
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
使
命
に
復
帰
し
た
か
を
示
す
。
ヨ
ナ
の
祈
り
は
三
つ
に
区
分

さ
れ
る
。

盧
三
〔
二
〕
│
五
〔
四
〕
節
。
ヨ
ナ
は
苦
悩
の
叫
び
を
あ
げ
、
神
に
答
え
ら
れ
た
。
ヨ
ナ
は
「
よ
み
の
腹
か
ら
」
救
い
を
叫

び
求
め
、
神
は
ヨ
ナ
を
大
き
な
魚
の
腹
に
移
す
こ
と
で
答
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
当
面
の
救
済
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ナ
は
依

然
と
し
て
神
の
前
か
ら
、
即
ち
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
神
の
臨
在
を
象
徴
す
る
神
の
聖
な
る
宮
か
ら
断
ち
切
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
（
四
〔
三
〕
節
）。
そ
れ
ゆ
え
ヨ
ナ
は
救
わ
れ
て
は
い
て
も
、
さ
ら
な
る
救
い
の
わ
ざ
を
待
ち
望
む
の
で
あ
る
。
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盪
六
〔
五
〕
│
八
〔
七
〕
節
。
第
二
の
部
分
は
、
第
一
の
部
分
の
内
容
を
異
な
る
言
葉
で
繰
り
返
し
て
い
る
。
ヨ
ナ
の
運
命

は
ほ
と
ん
ど
決
定
さ
れ
て
い
た
。
海
の
水
が
ヨ
ナ
の
頭
上
を
閉
ざ
し
、
ヨ
ナ
は
山
々
の
根
元
に
沈
ん
だ
。
時
に
は
海
草
が
ヨ
ナ

の
頭
に
か
ら
み
つ
い
た
（
六
〔
五
〕
節
）。
ヨ
ナ
は
下
降
し
つ
つ
あ
っ
た
。
地
の
か
ん
ぬ
き
は
ヨ
ナ
を
閉
じ
込
め
て
い
た
。
し
か

し
最
後
の
瞬
間
に
、
神
は
ヨ
ナ
を
引
き
上
げ
、
ヨ
ナ
は
も
う
一
度
生
き
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
ヨ
ナ
は
聖
な
る
宮
か
ら
遠
く

隔
た
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
聖
な
る
宮
に
祈
り
が
届
い
た
こ
と
を
確
信
す
る
。

蘯
九
〔
八
〕
│
十
〔
九
〕
節
。
こ
の
祈
り
は
偶
像
崇
拝
の
む
な
し
さ
に
関
す
る
反
省
と
神
へ
の
誓
い
の
成
就
の
言
明
、
神
の

救
い
の
力
の
宣
言
で
終
わ
る
。
ヨ
ナ
の
祈
り
は
偶
像
の
神
々
へ
の
拒
絶
と
、
真
の
神
に
対
す
る
信
仰
告
白
と
を
含
ん
で
い
る
。

「
私
の
誓
い
を
果
た
そ
う
」
の
「
誓
い
」
の
内
容
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
ヨ
ナ
に
委
託
さ
れ
た
ニ
ネ
ベ
に
対
す
る
宣
教

の
使
命
を
果
た
す
と
い
う
誓
い
で
あ
ろ
う
か
。

Ｃ
　
十
一
〔
十
〕
節
。
ヨ
ナ
の
祈
り
と
感
謝
に
応
え
て
、
神
は
大
き
な
魚
に
ヨ
ナ
を
陸
地
に
吐
き
出
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
ヨ
ナ
の
心
の
内
奥
に
お
け
る
根
本
的
な
変
換
が
生
じ
た
こ
と
に
応
じ
て
、
神
は
ヨ
ナ
を
使
命
の
生
活
に
戻
さ
れ
る
。

Ⅵ
　
ヨ
ナ
書
二
章
の
神
学
的
課
題

Ａ
　
ヨ
ナ
の
祈
り
は
、
ヨ
ナ
書
全
体
の
使
信
と
象
徴
的
意
味
を
発
展
さ
せ
る
。
ヨ
ナ
の
生
の
転
換
点
は
、
神
の
召
し
に
逆
ら

っ
て
、
下
へ
、
下
へ
と
く
だ
っ
て
行
っ
た
、
深
み
の
極
み
に
お
い
て
生
じ
た
。
最
初
に
神
の
召
命
に
「
否
」
と
答
え
て
か
ら
、

ヨ
ナ
は
ヨ
ッ
パ
に
下
り
、
船
の
中
に
降
り
、
船
長
に
降
り
、
つ
い
に
は
海
の
深
み
に
降
り
下
っ
た
。
海
の
深
み
、
深
淵
へ
の
最

後
の
下
降
は
、
も
し
ヨ
ナ
が
水
夫
た
ち
に
よ
っ
て
海
に
投
げ
込
ま
れ
る
前
に
心
を
変
え
て
い
な
け
れ
ば
、
彼
の
最
期
と
な
っ
て
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い
た
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ナ
は
深
み
か
ら
悔
い
改
め
の
祈
り
を
さ
さ
げ
た
。
ヨ
ナ
の
祈
り
は
、
哀
切
と
ユ
ー
モ
ア
の
二
つ
の
要
素
が

そ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
ヨ
ナ
は
最
終
的
に
海
の
深
み
の
中
で
魂
の
高
み
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ナ
は
ま
た
よ
み
に
ま
で

お
ら
れ
る
神
、
神
の
遍
在
を
体
験
し
た
。「
私
は
あ
な
た
の
御
前
を
離
れ
て
、
ど
こ
へ
の
が
れ
ま
し
ょ
う
。
た
と
い
、
私
が
天
に

上
っ
て
も
、
そ
こ
に
あ
な
た
は
お
ら
れ
、
私
が
よ
み
に
床
を
設
け
て
も
、
そ
こ
に
あ
な
た
は
お
ら
れ
ま
す
。」（
詩
篇
一
三
九
・

七
│
八
）

Ｂ
　
ヨ
ナ
書
二
章
は
神
の
愛
を
強
調
す
る
。
ヨ
ナ
書
二
章
は
神
の
い
つ
く
し
み
と
き
び
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
ヨ
ナ
が
生
の

命
令
を
拒
ん
で
使
命
か
ら
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
逃
げ
て
も
、
主
は
ヨ
ナ
を
追
っ
て
い
か
れ
る
。
主
は
魚
に
ヨ
ナ
を
呑
み
込
ま
せ

る
こ
と
を
命
ず
る
と
共
に
、
吐
き
出
す
こ
と
を
命
じ
る
。
魚
に
対
す
る
支
配
と
選
ん
だ
預
言
者
を
再
び
使
命
に
立
た
せ
よ
う
と

す
る
御
意
志
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
。「
神
は
高
ぶ
る
者
を
退
け
、
へ
り
く
だ
る
者
に
恵
み
を
お
授
け
に
な
る
」（
ヤ
コ
ブ
四
・
六
）

方
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
。
主
は
あ
わ
れ
み
の
神
で
あ
り
、
罰
す
る
よ
り
も
赦
し
を
願
う
愛
の
神
で
あ
る
。

Ｃ
　
ヨ
ナ
書
二
章
は
新
約
聖
書
へ
橋
渡
し
を
す
る
。
ヨ
ナ
は
、
魚
の
腹
の
中
で
三
日
三
晩
を
過
ご
し
た
後
、
つ
い
に
陸
地
に

吐
き
出
さ
れ
た
。
後
代
に
お
い
て
、
こ
れ
は
「
ヨ
ナ
の
し
る
し
」（
マ
タ
イ
十
六
・
四
、
ル
カ
十
一
・
二
九
）
と
し
て
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヨ
ナ
が
魚
の
腹
の
中
で
三
日
三
晩
過
ご
し
た
よ
う
に
、
人
の
子
も
墓
の
中
で
三
日
三
晩
過
ご
す

で
あ
ろ
う
（
マ
タ
イ
十
二
・
三
九
│
四
○
）。
ま
た
「
キ
リ
ス
ト
は
…
…
死
な
れ
た
こ
と
、
ま
た
葬
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
聖
書
に

従
っ
て
三
日
目
に
よ
み
が
え
ら
れ
た
こ
と
」（
コ
リ
ン
ト
蠢
十
五
・
三
│
四
）
と
あ
る
通
り
で
あ
る瀋
。
換
言
す
れ
ば
、
ヨ
ナ
の
経

験
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
と
墓
か
ら
の
復
活
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
象
徴
的
意
味
は
、
さ
ら

に
広
が
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
死
の
た
だ
中
に
い
る
信
仰
者
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
は
、
罪
の
た
め
に
死
に
、

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
新
し
い
生
命
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る濺
。
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Ⅶ
　
結
語

我
々
は
ヨ
ナ
書
二
章
の
文
学
形
態
と
文
学
的
特
色
を
見
て
き
た
。
ヨ
ナ
の
祈
り
の
詩
は
、
ヨ
ナ
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
預
言

者
の
召
命
と
使
命
を
放
棄
し
た
結
果
の
逃
亡
の
さ
な
か
で
自
ら
に
ふ
り
か
か
っ
た
絶
体
絶
命
の
危
機
・
苦
境
の
中
で
、
ヨ
ナ
が

神
に
向
か
っ
て
な
し
た
叫
び
、
祈
り
で
あ
る
。
ヨ
ナ
は
自
分
が
深
淵
の
中
で
経
験
し
た
こ
と
を
深
い
思
想
と
感
情
、
そ
し
て
悔

い
改
め
と
信
仰
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
詩
全
体
が
美
し
い
均
衡
を
保
ち
、
キ
ー
ナ
ー
調
（
３
・
２
型
）
の
韻
律
の
主

旋
律
、
見
事
な
多
種
の
詩
的
並
行
法
の
駆
使
、
用
語
の
選
択
、
文
学
表
現
、
擬
声
、
反
対
語
、
対つ
い

語ご

な
ど
に
よ
っ
て
緻
密
に
構

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
散
文
か
ら
詩
文
へ
の
移
行
、
詩
文
か
ら
散
文
へ
の
移
行
に
も
色
々
な
文
学
的
技
巧
を
ほ
ど
こ
し
、
ス

ム
ー
ズ
な
移
行
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
散
文
の
部
分
も
物
語
詩
の
特
色
を
持
ち
、
韻
律
を
は
じ
め
詩
的
要
素
な
ど
文
学
的
技

巧
を
も
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

神
の
召
し
を
受
け
使
命
を
拒
否
し
て
か
ら
神
に
立
ち
返
る
預
言
者
の
内
的
葛
藤
、
懊
悩
お
う
の
う

を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
あ
ら
わ
に
し
た

も
の
は
な
い
。
海
の
中
で
、
魚
の
腹
の
中
で
、
翻
弄
ほ
ん
ろ
う

さ
れ
な
が
ら
も
、
神
の
み
守
り
と
救
助
を
悟
っ
た
ヨ
ナ
は
神
へ
の
悔
い
改

め
と
再
度
の
信
仰
告
白
を
し
て
い
る
。
ヨ
ナ
書
二
章
と
特
に
ヨ
ナ
の
詩
は
後
代
の
二
次
的
な
挿
入
で
は
な
く
、
ヨ
ナ
書
全
体
の

文
学
構
造
の
中
で
絶
対
必
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
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