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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
童
閏
」
に
つ
い
て

及
び
結
論
、
「
西
東
詩
集
」
の
精
神

栗

浩



「
西
東
詩
集
、

先
に
我
々
は
、

「
西
東
詩
集
、

玉
題
は
「
天
国
の
室
田
L

で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

ズ
ラ
イ
カ
書
」
に
お
け
る
ハ
[
テ
ム
と
ズ
ラ
イ
カ
と
の
愛
の
す
が
た
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
こ
の

こ
れ
に
つ
い
て

t
別
の
箇
所
で
検
討
ナ
る
機
会
ー
を
も
っ
た
。
一

l

西
東
詩
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」
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「
聖
な
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
よ
、

な
ぜ
あ
な
た
は

こ
の
若
者
に
い
つ
も
心
を
傾
け
る
の
か
、

も
っ
と
偉
大
な
も
の
を
知
ら
な
い
の
か
。

な
ぜ
あ
な
た
の
自
は
ま
る
で
神
々
を
見
る
よ
う
に

愛
情
を
こ
め
て
彼
に
そ
そ
が
れ
る
の
か
o
」



「
商
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
作
品
の
頂
点
を
な
す
の
は
ハ

1
テ
ム
と
ズ
ラ
イ
カ
と
の
愛
の
交
渉
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
が
、
し
か
し

む
ろ
ん
こ
の
作
品
の
意
義
と
魅
力
は
こ
れ
だ
け
で
つ
き
る
の
で
は
な
い
。
も
と
も
と
、
「
西
東
詩
集
し
は
十
二
の
書
と
、
拾
遣
に
お
さ
め
ら

れ
た
い
く
つ
か
の
詩
と
で
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
が
、
粗
密
の
ち
が
い
は
あ
れ
と
も
か
く
連
作

Q
U
1
E
5
)

こ
の
作
品
全
体
が
一
つ
の
大
き
な
連
作
と
し
て
、

と
し
て
の
ま
と
ま

り
を
も
っ
て
い
る
上
に
、

そ
れ
ら
の
連
作
を
部
分
と
し
て
、

一
種
万
華
鏡
的
な
趣
き
を

も
っ
て
い
る
。
作
品
の
核
心
的
な
意
味
は
そ
の
主
要
な
部
分
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
の
部
分
も
ま
た
そ
れ

な
り
に
豊
か
な
意
味
と
美
し
さ
を
た
た
え
て
い
る
の
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
我
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
蓄
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が

ふ
く
ん
で
い
る
意
味
と
美
し
さ
を
き
わ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
西
東
詩
集
」
全
体
が
か
な
で
る
多
彩
な
交
響
楽
の
全
貌
を
と
ら
え
る
こ

と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
我
々
が
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
一
酌
童
の
室
百
」

3
n
r
g
Zロ
宮
口
ど
で
あ
る
。

「
西
東
詩
集
」
の
よ
う
な
作
品
に
お
い
て
、
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ど
の
書
を
先
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
先
に
ズ
ラ
イ
カ
と
ハ

l
テ
ム
と
の
愛
の
テ
l
マ
を
追
っ
て
い
っ
た
我
々
と
し
て

は
、
内
容
上
そ
の
対
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
書
に
お
の
ず
か
ら
考
察
の
目
が
む
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
書
の
意
味
を
究
明
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
西
東
詩
集
」
に
お
け
る
愛
を
主
題
と
す
る
我
々
の
研
究
は
一
段
落
を
つ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

作
品
全
体
に
お
け
る
位
置
か
ら
い
う
と
、

」
の
室
田
は
「
ズ
ラ
イ
カ
書
」
の
つ
ぎ
に

「
寓
轍
の
童
百
」

「
パ
ル
ゼ
人
の
書
」
と
と
も
に

最
後
の
「
天
国
の
書
」
の
前
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
ズ
ラ
イ
カ
の
主
題
を
追
っ
て
き
た
我
々
か
ら
す
る
と
、

」
こ
に
は
一
つ
の
レ

タ
ル
ダ
ツ
ィ
オ
!
ン
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
詩
人
は
、
す
で
に
男
女
の
愛
を
う
た
っ
た
の
ち
に
、

」
こ
で
は
愛

の
も
う
一
つ
の
主
題
、
向
性
の
愛
を
、

し
か
も
も
と
よ
り
プ
ラ
ト
ン
流
に
、
同
性
聞
の
精
神
の
愛
を
う
た
お
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は

「
論
説
と
註
解
」
の
な
か
の
「
将
来
の
デ
ィ

l
ヴ
ァ
ン
」
と
題
す
る
ゲ

l
テ
の
文
章
に
も
あ
き
ら
か
に
い
わ
れ
て
い
る
。



「
な
か
ば
禁
止
さ
れ

に
対
す
る
度
は
ず
れ
な
愛
好
も

成
長
期
の
少
年
の
美
し
さ

」
ま
や
か

こ
れ

2

1

 

し
か
し
後
者

{の

に
し
た
が
っ
て
ご
く
純
粋
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

と
は
で
き
な
か
っ

ら
に
こ
の
書
の
結
構
に
つ
い
て
は

コ
ッ
タ
書
践
の

に
の
っ
た
ゲ

i
テ
の
広
告
文
に
よ
っ
て

八

と
こ
ろ
な
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

ビ
ス
に
よ
っ
て

い
や
し
い
結
往
と
仲
た
が
い
し
、

の
た
の
し
み
を
倍
如
し
て
も
ら
う
た
め
モ
あ
る
。

心
の
友
と
な
る
。

つ
詩
人
は
、

一
人
の
罷
雅
な
少
年
を
え
ら
ぶ
。

は
後
の
弟
子
と
な
り
、

晃
解
合
っ
た
え
る
。
両
者
の
あ
い
だ
の
高
貴
な
愛
情
に
よ
っ
て
こ
の
書
全
体
が
い
き
い
き
し
た
も
の
に
な
る

々
の
主
題
は
、

動
童
と
の

た
を
た
ず
ね
る
こ
と
で
あ
る
が

の

し

飽
0) 

々
は
ほ
ぼ
そ
の
網
に
し

っ
て
二
人
の

内
い
く
ら
べ
は
る
か

つ
な
が
り
か
〕
も
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、

な
ら
な
い
。

先

で
一

2

0

ス
ラ
イ

か
ら
は
っ
き
り
と

か
ら
も
暗
示
さ
れ
る
よ
う

、
作
者
誌
こ
の

て
て
い
る
よ
う
に

る
c

こ
の

か
ざ
る
数

は
す
で
に
ズ
ラ
イ
カ
会
は
な
れ
、

の

に
ふ
け
っ
て
い
る
ら
し
い
c

あ
る
い
は
ま
た
、

そ
れ
は
ズ
ラ
イ
カ
へ
の
部
離
の
歌
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
ょ
う
。
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ヴ
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そ
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意
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援
に
高
尚
な
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は
、
連
作
と
し

発
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過

つ
の
転
調
を
企
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に
つ
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て
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n
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仲
叩
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認
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羽
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問

陣

営

z
v
i
u
R
Y
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者
向
∞

]
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切
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そ

わ
た
し
も
酒
場
に

っ
て
い
た
、

一1'l4

み
ん
な
と
一
馬
じ
よ
う
に
わ
た
し
も
酒
を
つ
い
で
込
ら
っ
た

み
ん
な
は
し
ゃ

り
、
科
び
、
き
ょ
う
の
出
来
事
で
い
い

っ
た

そ
の
日
の
風
の
吹
き
交
わ
し
で
喜
ん
だ

ん
だ
り
し
な
、
が
ら
。

け
れ
ど
わ
た
し
は
心
の
底
で
よ
ろ

ん
で
い
た
、

の
人
の
こ
と

て
い
た
の
だ
i
!
i
あ
の
人
の
愛
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か

そ
れ

ぃ
。
だ
が
こ
の

の
苦
し
さ
。

わ
た
し
は
あ
の

て
い
る
。
ひ
と
り
の
人
に

ま
こ
と
な
さ
さ
げ
て
奴
隷
め
よ
う
に
よ
り
す
が
る
、



そ
の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
は
あ
の

て
い
る
。

て
を
室
田
き
し
る
し
た
ネ
皮
紙
は
、

ザ《、

ン

」
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
か
、

1
1
1
2

し
カミ

そ
う
だ
つ
た
、

た
し
か
に
そ
う
で
あ
っ

詩
人

ラ
イ
カ
の
も
と

っ
て
ひ
と
り
酒
場
に

っ
て
い
る
。
し
か
し
議
女
へ
の
く
さ
ぐ
さ
の
患
い
は
ま
だ
彼
の
拘
胸
中
を
去
ら

ph

問、。

ナ

h
L

の
人

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

そ
れ
は
知
ら
な
い
」
と
い
う
い
い
方
は
一

っ
け
沿
く
も
き
こ
え

こ
れ
は

ゲ

i
テ
の

の

る
態
度
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
グ
ィ
ル
へ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
i
の
修
業
時
代
」
で
フ
ィ

で
こ
の
一
言
葉
を
そ
の

「
こ
れ

本
4心
iJミ

ら
出
ナこ

もで
のは
でな
あ L
るす L_

L'"と

'0 

恥て

L、
る
:b込

の
ち
に
ゲ

i
テ
は

175 -

ヲ

寸
フ
~
」

}
ぷ
4
J
j

た
を
愛
し
て
い
る
と
き
、
あ
な
た
の
こ
と

て
い
る
。
愛
の
交
渉
に

お
L 、

愛
し
て
い

心
こ
そ
が
彼
に
と
っ
て
は
援
要
だ
っ
た
の

」
の
よ

ザ
一
ゴ
イ
ズ

ム
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
日
何
時
に
、

こ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の

し
さ
と
純
幹
さ

と
ら
え
る
こ
と

も
で
診
る
の
で
あ
ろ
う
。

に
は
、
後
世
た
と
え
ば
リ
ル
ケ
な
ど
に
よ
っ
て
高
名
に
な
っ
た
、

人
を
の
り
こ
え
て
い
く
と
い
う
、
あ
の
神
秘
的
な
、
実
は

心
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
愛

ら
れ
る

介
入
す
る
余
地
の
な
い
、
も
っ
と
端
的
な
生

の

あ
る
じ

ニーに

し
た
が
っ
て
ま

に
は
裏
、
ぎ
る
こ
と
も
、
自
我
の
生
命
の
必
然
な
動
き
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
に
す

ぎ
な
い
c

ゲ

;

の
数
多
い
恋
愛
体
験
も
そ
れ
に
つ
い
て
の

の

し
て
い
る
の
で
あ

る。
と
こ
ろ

の

の
問
題
は
そ
の
つ
ぎ
に
あ
る
。
詩
人

ラ
イ
カ
ヘ

い
に
ひ
た
っ
て
い
る
。
彼
は
「
叡
隷
の
よ
う
に

北
大
文
学
部
紀
委



「
西
東
詩
集
、

に
つ
い
て

よ
り
す
が
る
L

心
を
も
っ
て
ス
ラ
イ
ヵ
ー
を
愛
し
て
い
る
。
そ
の

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
一
方
で
は
う
れ
し
い
と
い
い
な
が
ら
、
同
持
に
、

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ズ
ラ
イ
カ
と
ハ
I
テ
ム
と
の
掠
開
JY
見
て 設

ii 

の
底
で
う
れ
し
い
」
と
患
う
。
し
か
し
彼

の
，心

い
の
胸
の
苦
し
会
こ
と
叫
ば

々
に
よ
っ

き
こ
と
で
は
あ
る
ま

、
為
。

、tv
ムハ
μ

一
色
ズ
ラ
イ
カ

は
、
天
国
に
お
け
る
愛
の

せ
な
が

の
ア
パ
ホ
子
r
r
オ

i
ゼ
で
終
っ
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
!
る

い
を
は
ら
い

ザコ

に
み
ち
あ
ふ
れ
な
が
ら
ズ
ラ
イ
カ
の

長
文
し

て
い
た
は
ず
で
忘
る
。
し
か
る

W 

} 

ー
」

で
ま

の

る
の
は
ま
こ
と
に

今、ィ、

ら
な
い
。
我
々
は
、
「
ズ
ラ
イ

カミ

ら

へ
の
橋
わ
た
し

の

ア

}

h
句

、

r
L
、

、
弘
‘
ふ
イ

E
U
V

き
っ
そ
く
内
議
上
の
不
協
和
に
つ
を
あ
た
る
こ
と
に

か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
も
、

ー
}
の
「
鞠
の
苦
し
さ
い
と
い
う
我
々

み
方
は
あ
や
ま
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ぽ
あ
る
邦
訳

る
よ

民
ノ
V

}

、

ー

ぼ
く
の
掬
の
患
い
を
じ
っ
と
だ
き
し
め
て
い

と
い
う
よ
う
に
と
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
訳
し
て
し
ま
え

176 

お
る
。
不
協
和
音
は
消
え
て
し
ま
う
c

し
か
し
、

三
一
n
y
ゲ
え
込
ロ
ぬ
告
の
意
味
あ
い
は
そ
う
は
う
け
と
れ
な
い
。

の
い
レ

片
山
バ
ゲ

i
テ
じ

し
ば
見
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
も

し
さ
に
た
え
な
い

と
L 、

用
い
ら
れ
て
い

(
M
w
g
c
r

。『

舎の同日

gaJVSZ玄
仲

間

町

v
g公
営
相
官
同

の
項
に
ふ
め
げ
ら
れ
た
数
例
を
参
照
さ
れ
た
い
α〉

旦
は
一
う
わ
し
い

と
い
い
な
が
ら
、

し
か
も
閥
的
時
じ

「
心
の

も
う
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、

し
さ
」
含
訴
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

こ
の
矛
鷺
ず
る

の
心
な
の
で
あ
る
。
我
々
の
解
釈
を
一
裏
づ
け
る

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
の
は
一
八
一
五
年
九
月
二
十
七

一
つ
の
患
い
が
こ
の

こ
の
詩
の
成
立
し

い
る
。
す
な
わ
ち
、

の
前
日
の
二
十
六
日
に
、

ゲ
ー
テ
は
マ
ザ
ア
ン
、
予
と
永
久
に
別
れ
た
の
で

そ
う
し
て

持
じ
二
十
七
日
、
彼
は
P
J
ジ
!
ネ
・
シ
ュ
テ

i
Jア
ル
に
あ
て
て
i
i
lそ
れ
は
実
は
マ
ザ
ア

γ
ネ
に
あ
て
た
も
の
で
あ
っ

の

ZiU 

よ

に
そ
与
え
て
、
彼
の

る
あ
の

い
ち
ょ
h

フ
い
の

よ
せ
て
い
i

る
の
で
あ
る
。
か
つ
て



私、
は

こ
の
と
き
の
ゲ
l
テ
の
悲
劇
的
心
境
を
究
明
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
心
の
迷
い
や
悩
み
が
今
の
こ
の
詩
に
も
脈
う
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
同
じ
書
簡
で
、
ゲ
ー
テ
は
こ
の
詩
の
最
後
の
二
行
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

d
s
J
4
2
仏
国

m
H
V
2
∞2
5
H
H
Y
門
同
日
の
江
叫
が
ω
-

当
ou

口
一
由
主

-
2
F
E
Zロ吋
1111
巴
o
n
r
g
項
目
印

』
戸
》
由
。

上
に
述
べ
た
状
況
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば

こ
の
二
行
の
意
味
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
は
マ
リ
ア
ン
ネ
へ
の
愛
を
す
で

に
多
く
の
歌
で
う
た
っ
た
。
現
実
の
愛
の
喜
び
と
苦
し
み
を
ポ
エ
ジ
ー
の
世
界
に
昇
華
さ
せ
る
こ
と
は
、

や
が
て
「
ズ
ラ
イ
カ
書
」
の
成

立
に
よ
っ
て
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
詩
の
世
界
は
そ
ー
れ
に
よ
っ
て
完
成
し
よ
う
と
も
、
現
実
に
残
さ
れ
た
わ
が
こ
の
身
に

は
、
愛
す
る
マ
リ
ア
ン
ネ
に
ふ
た
た
び
会
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
諦
念
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
詩
の
完
壁
の
た
め
に
身
を
敗

残
に
さ
ら
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
身
を
生
に
救
い
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
詩
人
の
さ
け
え
な
い
運
命
で
あ
ろ
う
。
マ
リ
ア
ン
ネ
と
の

愛
の
交
渉
は
こ
と
ご
と
く
詩
の
世
界
に
生
き
つ
づ
け
も
し
よ
う
o

だ
が
そ
れ
を
し
る
し
た
紙
も
筆
も
、
今
残
さ
れ
た
わ
が
身
に
く
ら
べ
れ

一177-

ば
な
き
に
ひ
と
し
い
。
詩
の
世
界
の
こ
と
は
い
か
に
も
あ
れ
、
心
を
か
た
む
け
て
愛
し
悩
ん
だ
こ
の
現
実
だ
け
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な

い
ο

そ
こ
で
詩
人
は
、
歌
い
残
さ
れ
た
自
己
の
現
実
を
肯
定
し
、

ひ
し
と
わ
が
身
を
い
だ
く
よ
う
に

「
し
か
し
事
実
は
そ
う
だ
つ
た
、

た
し
か
に
そ
う
で
あ
っ
た
」
と
い
い
き
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
の
詩
を
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
。
し
か
し
、

ハ
イ
テ
ル
(
叩
}

体
の
調
子
を
「
明
朗
」
と
評
し
て
い
る
。
デ
ュ
ン
ツ
ア
ー
は
そ
れ
を
う
け
つ
ぐ
よ
う
に
、
最
後
の

L
P
g
一E

に
「
喜
ば
し
い
心
の
高
ま
り
」

(
司
吋

2
門
出
ぬ
巾
〉
丘
Hmmcロ
ぬ
〉
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
は
早
く
よ
り
異
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
レ

l
パ
ー
は
こ
の
詩
全

「
西
東
詩
集
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
は

一
旦
こ
の
作
品
じ
お
さ
め
ら
れ

て
し
ま
え
ば
そ
の
成
立
の
事
情
を
無
視
し
て
新
し
い
意
味
を
お
び
て
く
る
ば
あ
い
も
少
く
は
な
い
。
悲
し
み
の
な
か
で
う
た
わ
れ
た
は
ず

北
大
文
学
部
紀
要



一
号
滋
東
詩
集
、
豹
緩
の
ゆ
緩
い
に
つ
い
て

の
諸
問
が
こ
の

の
な
か
で

の

な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も

の

に
お
い
て
は

の
d
f
J

刊誌

5
2
5
w
v
σ
&円
安
笠
一
(
だ
が
こ
の
践
の

さ
〉
が
依
然
と
し
て
護
る
。

レ
l
パ
j

ら
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
成
立
の
事

情
を
無
視
し
て
い
る
の
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、

の

読
み
方
と
し
て

こ
ぶ
る
不
敏
底
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ブ

i
j
w
ダ
ハ
、
ボ
イ
ト
ラ
l
、
ザ
ュ
ヒ
ナ

i
、
ト
ル
ン
ツ
ら
も
、
先
に

口
ジ

i
ネ
あ
て
の

て
い
る

で
立
ち
い

っ
た
解
釈
に

ん
で
い
な
い

Q

な
お
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、

M
n
r
}山
由

σ刊
朝
日
夕
話
広
三
倍

E
H
W己都開口

口
開
門
仲
円
台
M
a
n
y
-
w宙開
H

CHM門
戸

r
D
m
m
H
Y門
戸
部
門
げ
『

う
ま
で
も
な
く
こ
の
文
の

は
お
器
開
口
(
抱
)
で
あ
っ
て
、
ま
は
ご
昂
}VOHM

そ
れ
は
文
法
上
無
理
で
あ
る
。
い

の
で
る
る
。
し
た
が
っ
て
文
意
は
、
一
-

人
の

178 

の

の

は
ま
ぬ
-
Z
3
U作
阿
M

M

W

応
部
品
ロ
〈
鞠
が
あ
る
〉
の
よ
う
に
と
っ
て
い

る
胸
が
愛
す
る
よ
う
な

。
払
は
校
女
今
一
愛
す
る
一
と
な
る
。
こ
れ
を
た
と
え

ギ
晶
、

十

と
i主{
V人
おの
よ女

奴
僕
の
よ
う

る
胸
が
あ
る
が
、
そ
ん
な
蹄
と
し
て
現
に

て
い

の
よ
う

zニ

の
訳
と
し
て
興
味
然
黙
で
あ
る
だ
け
で

文
意
そ
の
も
の

て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま

L 、
G 

こ
の
よ
う
に
晃
て
く
る
と
、

」
の
註
川
は

「
ズ
ラ
イ
カ
書
」
に
つ
づ
い
て
「
酌
童
の
書
」

仙
お
も
こ
の
詩
集
に
お
さ
め
よ
う
と
い
う
の
な
ら
ば
、

か
ざ
る
も
の
と
し
て
は
は
な
誌
だ

ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
わ
ざ
る
な
え
な
い
。
も
し
こ
の

二
十
八
番
の
〆
ポ
加
さ

5
w
r
r
s
r
w吋

た
と
え
ば
「
ズ
ラ
イ

九四円ロ仲間開設仲

g
H
M

吋
畠
E
H
弘
戸
町
内
宮
叫
〈
日
と
光
よ
り
は
な
れ
て
い
て
、

すつ
れ

い
か
で
た
め

え
ん
〉
の
よ

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の

の
位
置
に
お
か
れ
た
の



は
、
た
ま
た
ま
酒
場
の
モ
テ
ィ

l
フ
が
あ
る
た
め
に
あ
ま
り
に
気
軽
に
こ
こ
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

で
も
な
い
。

第
一
一
か
ら
第
九
ま
で
は
酒
を
た
た
え
る
歌
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
範
と
し
た
ハ

l
フ
ィ
ズ
が
と
り
わ
け
酒
の
詩
人
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま

デ
イ

l
グ
ア

Y

A

V

I

キ
:
・
ナ
I
メ

ハ
ー
フ
ィ
ズ
の
「
詩
集
」
の
な
か
に
「
酌
人
の
書
」
が
あ
る
こ
と
も
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
そ
れ
に
な
ら
い
な

が
ら
、
彼
自
身
の
体
験
に
よ
っ
て
酒
を
う
た
い
、

さ
ら
に
そ
の
酒
を
精
神
の
世
界
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
c

ぶ
ど
う
の
な
る

国
に
生
を
う
け
た
ゲ

I
テ
は
、
幼
年
の
頃
か
ら
父
の
家
の
酒
倉
の
ぶ
ど
う
酒
の
香
り
に
し
た
し
み
、
長
じ
て
は
、
人
が
一
杯
の
盃
を
か
た

ア

イ

ル

プ

ア

1

む
け
る
と
き
、
二
杯
を
も
っ
て
こ
れ
に
応
じ
た
と
い
う
。
今
日
「
拾
遺
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
「
十
一
年
の
酒
」
を
た
た
え
る
ガ
ゼ

l

ル
形
式
の
歌
(
初
稿
一
八
一
五
年
十
月
十
日
)
は
、

同
じ
頃
に
書
か
れ
た
「
ピ
ン
ゲ
ン
の
聖
ロ
フ
ス
祭
」

(
一
八
一
四
年
)
に
見
ら
れ
る

澄
明
高
朗
な
気
分
と
と
も
に
、

」
こ
に
う
た
わ
れ
た
酒
の
歌
の
精
神
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

一
八
一
一
年
は
ま
れ
に
み
る
ぶ
ど
う
の

五
年
頃
の
ラ
イ
ン
の
遊
客
を
喜
ば
せ
た
の
だ
と
い
う
。

「
コ
ラ
l
ン
が
永
遠

-179-

豊
年
で
、

そ
の
年
の
ぶ
ど
う
酒
ア
イ
ル
ブ
ァ
ー
は
、
十
四
、

の
も
の
か
ど
う
か

そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
ぬ
。

コ
ラ
l
ン
、
が
創
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、

そ
れ
も
知
ら
ぬ
、
:
:
:
し
か
し
酒
が
永
遠
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
私
は
疑
わ
ぬ
。
」
「
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
酔
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
青
春
は
酒
な
き
陶
酔
、
老
人
は
酒
を
の
ん
で
若
が
え
る
O
L

「
酒
、
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
議
論
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
ど
う
し
て
も
飲
ま
ず
に
い
ら
れ
ぬ
な
ら
、
せ
め
て
よ
い
酒
を
飲
む
こ
と

だ
o
」
こ
れ
ら
の
詩
に
特
に
深
い
意
味
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
酒
に
ょ
せ
る
喜
び
は
東
西
を
通
じ
て
か
わ
ら
な
い
。

酒
を
う
た
っ
た
詩

人
の
数
も
多
い
。
わ
が
日
本
で
も
、
早
く
万
葉
の
詩
人
大
伴
旅
人
が
有
名
な
酒
の
歌
を
う
た
っ
て
い
る
。

い
ま
両
者
を
読
み
く
ら
べ
る

と
、
時
代
の
大
き
な
距
り
は
あ
る
に
せ
よ
、
あ
ら
た
め
て
ゲ

l
テ
の
詩
境
の
高
さ
を
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
あ
る
い
は
牧
水
の

歌
と
く
ら
べ
る
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
東
と
西
の
詩
心
の
本
質
的
な
相
違
に
ま
で
想
到
さ
せ
ら
れ
る
思
い
が
す
る
。
と
も
あ
れ
ゲ
i
テ
は
、

今
ハ

l
フ
ィ
ズ
に
う
な
が
さ
れ
つ
つ
、
自
在
に
わ
が
愛
す
る
酒
を
た
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
我
々
は
、
老

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

い
た
る
詩
人
が
酒
に
よ
っ
て
若
が
え
り
、
酒
な
き
陶
酔
で
あ
る
青
春
に
出
会
う
と
い
う
、

が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ズ
ラ
イ
カ
へ
の
思
い
は
と
も
か
く
も
の
り
こ
え
ら
れ
、
新
し
い
詩
的
環
境
の
設
定
に
よ

}
の
書
の
主
題
に
お
の
ず
か
ら
接
近
す
る
趣
き

っ
て
、
我
々
も
ま
た
詩
人
と
と
も
に
今
や
酌
童
の
登
場
を
ま
つ
ば
か
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
で
ふ
た
た
び
我
々
の
期
待
を
は
ぐ
ら
か
す
よ
う
に
、

も
う
一
度
、
ス
ラ
イ
カ
が
顔
を
出
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
八

の
歌
で
、
彼
女
は
詩
人
に
む
か
つ
て

λ

「
な
ぜ
あ
な
た
は
時
々
そ
ん
な
に
つ
れ
な
く
な
さ
る
の
か
し
ら
」
(
当
日
ロ
日
仏
ロ
ロ
ロ
吋
由
。

o
p

ロロ
r
o
E
吉
田
乙
)
と
問
う
。
詩
人
は
そ
れ
に
こ
た
え
て
、

「
肉
体
は
牢
獄
と
い
う
で
は
な
い
か
。
魂
が
そ
こ
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
き
ゅ
う

く
つ
、
が
っ
て
い
る
の
だ
:
・
」
と
い
う
。
こ
こ
で
ズ
ラ
イ
カ
が
登
場
す
る
の
は
い
か
に
し
て
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
む
し
ろ

「
ズ
ラ
イ
カ
書
」
の
な
か
に
お
さ
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
詩
人
は
気
軽
に
こ
こ
へ
も
っ
て
き
て
、
ご
く
大
ま
か
に
ズ
ラ
イ
カ

の
影
を
こ
の
書
の
上
に
お
と
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
ズ
ラ
イ
カ
は
む
ろ
ん
も
う
重
要
な
役
割
は
も
た
な
い
。
詩
人
に
た

ず
ね
る
女
性
は
も
は
や
ズ
ラ
イ
カ
で
な
く
て
い
つ
こ
う
さ
し
っ
か
え
な
い
の
で
あ
る
c

ま
た
こ
の
詩
自
体
も
、
本
来
マ
リ
ア
ン
ネ
l

ズ
ラ

180-

イ
カ
の
詩
圏
に
は
属
さ
な
い
の
で
あ
る
c

こ
れ
が
作
ら
れ
た
の
は
一
八
一
五
年
五
月
二
十
四
日
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
リ
ア
ン
ネ
ゲ
l
テ

の
決
定
的
な
出
会
い
が
な
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
、
旅
の
途
次
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

」
こ
に
出
る
ズ
ラ
イ
カ
を
「
ズ

ラ
イ
カ
室
戸
一
の
我
々
の
主
題
に
結
び
つ
け
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
詩
集
の
構
成
か
ら
い
え
ば
本
来
無
理
な
の

で
あ
る
が
、
作
者
自
身
が
か
な
り
無
雑
作
に
こ
の
よ
う
な
編
集
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
考
慮
の
外
に
お
け
ば
、
こ
の

詩
は
ま
た
独
特
な
面
白
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
詩
は
、
肉
体
を
牢
獄
と
見
る
古
来
の
思
想
|
|
ギ
リ
シ
ア
の

qaE

品
交
ぬ
ロ

l

マ
の

8
4
5
口
同
門
口

2
1
1
ー
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
、
。
フ
ル
タ
ル
コ
ス
、

リ
ヒ
・
ゾ
イ
ゼ
に
も
同
じ
思
想
が
見
ら
れ
る
と
い
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
深
入
り
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
肉
体
を

ア
ヴ
エ
ロ
エ
ス

さ
ら
に
は
ハ
イ
ン



牢
獄
と
す
る
思
想
が
、

「
な
ぜ
こ
の
牢
獄
は
の
ど
が
か
わ
く
の
か
」
(
垣
間
『
己
ヨ
ロ
ミ
ュ

2
Hハ
2
Z円
由
。
仏

2
2
-
m
z
t
)
と
い
う
詰
語
を

ひ
き
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

か
わ
い
た
の
ど
は
当
然
酒
を
求
め
る
。
こ
う
し
て
、
厭
世
の
思
想
と
思
わ
れ
た
も
の
は
あ
ざ
や
か
に
一

転
し
て
朗
ら
か
な
酔
い
の
世
界
へ

以
上
の
前
奏
の
の
ち
、

「
酌
童
の
書
」
の
な
か
に
し
っ
く
り
と
は
め
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
酌
童
が
あ
ら
わ
れ
る
。
詩
人
は
無
作
法
に
盃
を
つ
き
つ
け
る
給
仕
人
を
し
り
ぞ
け
て
、

か
わ
い
ら
し

い
少
年
を
自
分
の
酌
人
と
し
て
え
ら
ぶ
。
少
年
は
早
く
よ
り
こ
の
詩
人
を
賢
者
と
し
て
し
た
っ
て
い
る
ら
し
い
。
今
こ
そ
尊
敬
す
る
詩
人

の
寵
を
え
よ
う
と
し
て
、
少
年
は
喜
々
と
し
て
詩
人
に
か
し
づ
こ
う
と
す
る
。
が
、

ふ
と
見
る
と
褐
色
の
髪
の
女
が
詩
人
の
そ
ば
に
坐
つ

て
い
る
。
少
年
は
、
自
分
に
対
す
る
詩
人
の
愛
を
誇
示
し
な
が
ら
、
子
供
ら
し
い
嫉
妬
心
さ
え
見
せ
て
女
に
む
か
っ
て
い
う
。

ロ
戸
百
日
付
門
凶
白
山
口
白
H
H
r
g
-
C
口
町
ロ
F
O
口
r
m
p

-181-

。巾}凶

H
U
町
名
目
mu
司巾吋凹ロ「白山門
N

お
り
一
吋
口
町

∞口}出口}内

H
n
r
H
H
H
町
一
口
刊
日
目
。
『
門
口

N
Z
C
m
H
H
H
}
内ク

Z
ロ
p
g
F
E
X
2
5日円門回目白

ω片山片足

〉
ゲ

2
【山口
L
n
y
t
4
0
-
-
5
4司
2
5
p

四回
H
B
-門
口
山
口
宮
仏
国
巴
百
円
片

N
C
昨日目門田町
HMV

ロ
巳
ロ
巾
者
同
ロ
関
白
P
生
ロ
何
回
円
吉
伸

当
R
L開口

g
m
E
E
F
2
E
2
B
E
g
-

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

褐
色
の
髪
の
女

あ
っ
ち
へ
い
け
、
あ
ば
す
れ
め
、

ぼ
く
が
旦
那
さ
ま
に
お
つ
ぎ
す
る
と

日
一
那
さ
ま
は
額
に
援
助
し
て
く
だ
さ
る
。

と
こ
ろ
が
お
ま
え
な
ん
か
は

そ
ん
な
こ
と
で
は
満
足
し
な
い
、

お
ま
え
の
頬
や
乳
房
は

臼
一
那
さ
ま
を
つ
か
ら
す
だ
け
だ
。

182-

第
二
連
末
尾
の
二
行
は
少
年
の
言
葉
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

コ
ル
プ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

わ
け
し
り
を

よ
そ
お
っ
た
少
年
の
こ
ま
し
ゃ
く
れ
た
様
子
が
滑
稽
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
詩
人
は
折
り
に
ふ
れ
て
こ
の
よ
う

な
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
詩
集
全
体
に
濃
い
ジ
ン
リ
ヒ
な
色
彩
を
あ
た
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

や
が
て
詩
人
は
酔
い
心
地
の
ま
ま
に
そ
の
心
境
を
吐
露
す
る
。

〈日1
5・ 0-H同0-
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、，

Und haben von unsrer Trunkenheit 

Lange nicht genug gesagt. 

Gewδhn1ich der Betrunkenheit 

Er 1iegt man， bis es tagt; 

Doch hat mich meine Betrunk巴nheit

1n der Nacht umhergejagt 

Es ist die Liebestrunkenheit， 

Die mich erbarmlich plagt， 
!
日
山
∞
-

i

Von Tag zu Nacht， von Nacht zu Tag 

1n meinem Herzen zagt， 

Dem Herzen， das in Trunkenheit 

Der Lied巴rschwillt und ragt， 

Das keine nuchterne Trunkenheit 

Sich gleich zモhebenwagt. 

Lieb-Lied-und Weines Trunkenheit， 

Obs nachtet oder tagt， 

Die gδtt1ichst巴 Betrunkenheit，

今oi+く長〈併話昇三回t¥



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

。
ぽ

B
r
r
g
H
N口
口
}
内
昨
日
己
主
目
的
叶

世
の
人
は
酔
っ
ぱ
ら
い
だ
と
い
っ
て

わ
れ
わ
れ
を
あ
れ
こ
れ
と
が
め
た
が

わ
れ
わ
れ
の
酪
町
は

そ
ん
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。

だ
い
た
い
人
は
酔
っ
ぱ
ら
う
と

夜
の
あ
け
る
ま
で
よ
い
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
。

一184-

け
れ
ど
も
わ
た
し
の
酪
町
は

夜
ど
お
し
わ
た
し
を
追
い
ま
わ
す
の
だ

わ
た
し
は
愛
に
酔
い
し
れ
て

そ
れ
が
わ
た
し
を
悩
ま
す
の
だ
。

昼
か
ら
夜
へ
、
夜
か
ら
昼
へ

わ
た
し
の
心
に
わ
だ
か
ま
り

心
は
歌
に
酔
い
し
れ
て

た
か
ま
り
ふ
く
ら
ん
で
い
く
。

そ
れ
は
つ
ま
ら
ぬ
酔
っ
ぱ
ら
い
な
ど
の



及
び
も
つ
か
ぬ
も
の
な
の
だ
。

日
が
く
れ
よ
う
と
朝
に
な
ろ
う
と

愛
、
歌
、
酒
、

こ
の
三
つ
に
酔
う
こ
と
は

最
も
神
聖
な
陶
酔
な
の
だ
、

そ
れ
こ
そ
は
わ
が
喜
び
わ
が
悩
み
な
の
だ
。

こ
の
詩
で
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
ガ
ゼ

l
ル
形
式
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詩
形
で
は
、
す
べ
て
の
偶
数
行
は
最
初

の
二
行
目
の
韻
を
ふ
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
奇
数
行
は
自
由
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、

a
a
、

唱。
a
、

c
a
i
-
-
-
の
形
を
と
る
こ
と
に

し
我
々
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、

こ
の
詩
の
面
白
さ
は
そ
こ
に
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
を
幾
度
も
読
み
か
え
し
て
み
る
と
、

一185-

な
る
。
当
面
の
詩
で
は
、
二
行
自
の
〈
2
E田
空
が

m
n
g
m同

w
g
m円u
己

B
r
2
m
m」戸
m
F
1田
空
・
と
韻
を
ふ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

我
々
の
注
意
を
最
も
強
く
ひ
き
つ
け
る
の
は
、
、
ロ
ロ
ロ

r
s
Z
F
∞2
2ロ
F
g
r
a円
の
韻
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
ま
る
で
こ
の
ガ

ゼ
i
ル
形
式
の
詩
に
お
い
て
は

〈
2
E
t
m
F
m目
g
m昨
・
・
・
の
韻
で
は
な
く
し
て

叶
H
C
ロ「開口
ro円
件
、
が
全
体
に
は
ず
み
を
つ
け
、

ま
た
快

い
ま
と
ま
り
を
あ
た
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
吋

E
口
町
内
ロ
『
巳
門
の
韻
は
、
突
然
十
行
目
で
〈
C

ロ
ベ
品

N
Z
Z田口

zw
〈C
ロ
Z
2
E
N
戸
叶
お
の
一
行
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
子
を
乱
さ
れ
る

Q

こ
れ
は
ど
う
い
う
心
で
書
か
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
酪
町
者
は
同
じ
言
葉
を
く
り
か
え
す
の
が
常
で
あ
る
。
詩
人
は
、
酔
っ
ぱ
ら
い
の
く
り
言
を
た
く
み
に
こ
の
変
則
な
ガ
ゼ

ー
ル
形
式
に
も
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

途
中
で
ち
ょ
っ
と
よ
ろ
め
き
で
も
し
た
よ
う
に
、

こ
こ
で
破
調
を
挿
入
し
、

し
か
し
ふ

た
た
び
足
も
と
を
ひ
き
し
め
、

ま
た
し
て
も
く
り
言
を
き
か
せ
る
と
見
せ
な
が
ら
、
同
じ
]
「

2
ロ
r
g
z
x
が
実
は
次
第
に
調
子
を
高
め
、

北
大
文
学
部
紀
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
室
ど
に
つ
い
て

わ
が
酔
い
は
つ
ま
ら
ぬ
酔
っ
ぱ
ら
い

最
も
神
的
な
酪
町
(
岳
町

m
α
E
R
Z
S
∞
2
2ロ
r
g
y
m
-
C
を
た
た
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
を
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

意
味
を
深
め
つ
つ
、

宮
山
口
}
己

2
口
開
吋
円
ロ
ロ

-aロ
「
巴
汁
)

で
は
な
い
と
揚
言
し
、

愛
と
歌
と
酒
に
よ
る

こ
の
詩
の
心
を
決
定
す
る
も
の
は
ま
さ
に
吋

2
ロ
宮
口

Z
与
に
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
韻
の
上
の
面
白
さ
だ
け
で
は
な
く
、
寸
門
戸
口

F
g
r巾
仲
円
、
が
∞
2
2ロ
-
8
5
2
p
r巾一
)
2
5
5
r
g
y
m
-
門
と
微
妙
な
変
化
を
見
せ
な
が
ら
、
最
後
に
仏
お
な
三
一
口
rEH何
回

2
2ロ
r
2
7
5

な
ら
ば
、

に
お
い
て
頂
点
に
高
ま
り
つ
つ
、
詩
全
体
の
意
味
を
か
っ
き
り
と
し
め
く
く
る
の
で
あ
る
。
酒
を
た
た
え
酪
町
を
う
た
い
な
が
ら
、

そ
れ

に
も
と
ら
わ
れ
ぬ
精
神
の
自
由
の
境
地
は
、
詩
形
を
支
配
す
る
フ
モ
リ
ス
テ
ィ
シ
ュ
な
技
巧
の
さ
え
に
よ
っ
ι

て
見
事
に
実
証
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
形
式
は
単
に
内
容
を
も
る
器
で
は
な
い
。
形
式
が
直
ち
に
精
神
の
高
み
を
証
し
し
て
い
る
の
で
あ

る。
詩
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、

か
り
に
こ
の
詩
を
日
本
語
に
う
っ
す
ば
あ
い
に
も
、

H
，H

ロ
ロ
日
向
町
ロ
『
即
日
同
、
が
は
っ
き
り
と
ひ
び

一186

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
そ
れ
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
が
そ
れ
な
ら
ば
、
訳
者
は
せ
め
て
原
詩
の
大
意
を
あ
や

ま
り
な
く
っ
た
え
る
こ
と
が
せ
め
て
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
の
見
た
か
ぎ
り
で
は
、

そ
の
点
で
も
既
存
の
訳
は
成
功
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
問
題
は
一
一
一
l
l
四
行
目
で
あ
る
。

己ロ円山『出})巾ロ

4
。
ロ
ロ
ロ
回
円
四
円
寸
】
叶
記
長
問
ロ
ゲ
色
丹

戸田口
mm
ロ山口「仲

m開口己
m
m
m印間関門・

こ
の
二
行
目
は
、
従
来
の
邦
訳
で
は
『
我
々
の
酔
っ
ぱ
ら
う
あ
り
さ
ま
を
、

人
々
は
久
し
く
あ
き
る
こ
と
な
く
取
沙
汰
し
た
。
語
り
つ

づ
け
て
あ
き
な
い
』
の
意
味
で
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

」
こ
の

]
g
m
%
は
時
の
副
詞
で
は
な
い
。

そ
れ
は
程
度
を
示
す
副
詞
で
あ
っ

て
、
し
た
が
っ
て
こ
の
二
行
の
意
味
は
、

「
彼
ら
は
我
々
の
酪
町
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
取
沙
汰
し
た
が
、

し
か
し
到
底
十
分
に
は
い
い
え



て
い
ん
仏
い
o
」

つ
ま
り
、
我
々
の
酪
町
は
彼
ら
が
い
う
の
と
は
別
の
も
の
一
だ
、
彼
ら
の
い
い
分
は
ピ
ン
ト
が
は
ず
れ
て
い
る
、

と
い
う
音
山

味
で
あ
る
。
そ
の
説
明
、
が
す
ぐ
つ
ぎ
に
く
る
。

ふ
つ
う
の
酔
っ
ぱ
ら
い
は
、
夜
が
あ
け
る
ま
で
酔
い
つ
ぶ
れ
て
い
る
が
、
夜
が
あ
け
れ
ば

酔
い
は
消
え
う
せ
て
し
ま
う
。
し
か
し
私
は
夜
も
眠
れ
ず
に
う
ろ
つ
き
ま
わ
る
。
「
昼
か
ら
夜
へ
、
夜
か
ら
昼
へ
」
私
は
心
を
か
ま
れ
る
。

私
の
酪
町
は
愛
ゆ
え
の
酪
町
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
ま
な
く
て
は
こ
の
く
だ
り
は
す
っ
き
り
と
は
解
け
な
い
の
で
あ
る
。

詩
人
は
酔
い
心
地
の
ま
ま
に
最
も
す
ば
ら
し
い
酪
町
を
た
た
え
た
c

し
か
し
今
は
さ
す
が
に
酔
眼
も
う
ろ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
。

彼
は
か
た
わ
ら
の
少
年
に
よ
び
か
け
る
。

円
)
己
「
}
白
山
口
巾
円

ωロ
}
同
町
コ
}
拘
巾
仏
ロ

ロ
由
民

F
n
y
H
H
H

可
ず
od司
Z
E
E
-
v
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ロ
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回
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ロ
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moロ
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R
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か
わ
い
い
坊
や

わ
た
し
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
ぞ
。
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
霊
園
」
に
つ
い
て

そ
れ
が
い
つ
で
も
だ
い
じ
な
こ
と
だ
。

お
ま
え
が
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
の
が

わ
た
し
は
う
れ
し
い
ぞ

か
わ
い
い
奴
め
、

わ
た
し
も
だ
い
ぶ
酔
っ
た
が
な
。

こ
の
一
詩
一
に
は
別
段
深
い
意
味
は
な
い
。

お
れ
は
気
は
た
し
か
だ
と
い
う
、
酔
っ
ぱ
ら
い
に
よ
く
見
ら
れ
る
定
り
文
句
に
す
ぎ
な
い
。
も

し
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
尊
敬
す
る
先
生
の
し
た
た
か
な
酪
町
ぶ
り
を
見
て
、

と
が
め
る
よ
う
な
困
っ
た
よ
う
な
表
情
を
し
て
い
る
少
年

の
姿
が
思
い
う
か
ぶ
で
あ
ろ
う
o

詩
の
意
味
は
こ
れ
に
つ
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

」
れ
に
つ
い
て
も
ド
イ
ツ
の
学
者
た
ち
は

-188 

思
弁
の
網
を
は
り
め
ぐ
ら
さ
ず
に
は
気
が
す
ま
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
グ
ン
ド
ル
フ
は
こ
の
詩
を
引
き
あ
い
に
出
し
て
つ
ぎ
の
よ

う
に
い
っ
て
い
る
。

ア
ポ
ロ
的
澄
明
の
頂
点
に
立
っ
て
、
彼
は
そ
の
力
の
あ
ら
ゆ
る
高
揚
の
な
か
に
自
己

の
知
恵
の
高
揚
を
見
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
も
ま
た
そ
の
ア
ポ
ロ
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
血
が
精
神
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
酒
も
ま
た
精
神
な
の
で
あ
る
c
V

こ
の
書
の
基
調
を
こ
の
よ
グ
に
見
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
酔

A
今
や
英
知
の
境
地
に
達
し
、

っ
て
も
気
は
た
し
か
だ
ぞ
、

と
い
う
あ
た
り
ま
え
な
酔
客
の
い
い
方
か
ら
、
我
々
は
な
ぜ
ア
ポ
ロ
的
澄
明
を
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、

の
り で
る あ
o' ろ
r う

B か
H ・ O
H 

g-，む

連ろ
邑《..... 
r.n 
(t) 」

の
詩
の
三
四
行
目
を
、
こ
の
詩
の
文
脈
か
ら
切
り
は
な
し
て
、

己
主
口
出
向

}
8
5
5円
。
田
口

σ
2白
--2H-



ゲ
ー
テ
ら
し
い
箆
言
と
し
て
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
我
が
意
識
を
失
わ
ぬ
こ
と
、
自
我
が
一
個
の

人
格
と
し
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
る
ほ
ど
ゲ
I
テ
的
で
は
あ
ろ
う

が
、
こ
の
書
の
文
脈
に
お
け
る
こ
の
詩
の
正
当
な
解
釈
で
は
な
い
。
し
か
も
グ
ン
ド
ル
フ
は
、

L
R
冨
由
同
戸
田
ロ
「
と
し
て
一
般
化
し
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

だ
け
を
読
め
ば
、

知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、

原
文
の

rr
を

な
ら
な
い
。
リ
ュ
ヒ
ナ
ー
も
ま
た

「
酌
童
の
書
」
の
は
な
は
だ
し
い
盗
意
的
な
読
み
方
と
い
わ
な
け
れ
ば

こ
こ
に
「
デ
ィ

i
ヴ
ァ
ン
全
体
に
関
係
す
べ
き
モ
ッ
ト
ー
」
を
見
て
い
る
。
思
う
に
そ
れ
は
グ
ン
ド

ル
フ
の
見
解
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

も
と
も
と
「
西
東
詩
集
」
は
一
々
の
詩
に
そ
の
よ
う
な
固
い
解
釈
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

ま
た
深
刻
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
賢
者
も
酔
う
こ
と
が
あ
る
、
酔
え
ば
誰
彼
と
同
じ

い
ほ
ど
寓
意
的
で
も
な
く
、

よ
う
に
気
は
た
し
か
だ
と
強
が
り
も
い
う
。
そ
れ
を
な
ん
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
口
に
し
え
た
と
こ
ろ
に
、

{
紅
}

が
う
か
が
わ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
え
っ
て
詩
人
の
精
神
の
高
さ

詩
人
は
一
夜
を
飲
み
あ
か
し
、

や
が
て
朝
を
む
か
え
る
。
第
十
四
番
の
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宅
向
田
山
口

L2ω
ロ

r
g
r
調
印
吋

g
r
2
件。

〉

E
片山}百円相
H

H

Y

向
。
晶
開
門
戸
片
山
同
吋
己
B
己
Z

に
は
じ
ま
る
詩
は
、
夜
来
つ
づ
い
た
酒
場
の
あ
り
さ
ま
を
回
想
す
る
歌
で
あ
る
。
だ
か
ら

r
g
z
回
目
片
山
}
再
開
口
昌

2
m
g
を
「
朝
ま

だ
き
か
ら
1

一
と
す
る
の
は
あ
た
ら
な
い
じ
昨
夜
か
ら
夜
、
が
あ
け
る
ま
で
の
さ
わ
ぎ
を
、
早
朝
の
時
点
で
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
酒
場
は

狼
籍
を
き
わ
め
て
い
た
が
、
詩
人
は
さ
ま
ざ
ま
の
思
い
を
胸
に
い
だ
き
な
が
ら
そ
こ
に
坐
っ
て
い
た
。
い
や
し
い
庶
民
の
酒
場
で
す
ご
す

こ
と
は
上
流
の
作
法
を
わ
き
ま
え
ぬ
と
い
っ
て
非
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
講
壇
の
つ
ま
ら
ぬ
論
争
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
こ

と
が
そ
れ
よ
り
も
上
品
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
デ
ュ
ン
ツ
ア
ー
は
、
こ
の
詩
の
基
調
が
講
壇
の
学
者
に
対
す
る
調
刺
に
あ
る
と
こ

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

ろ
か
ら

こ
れ
は
む
し
ろ
「
不
満
の
書
」
あ
る
い
は
「
ク
セ

l

ニ
エ
ン
」
に
入
れ
る
方
が
よ
か
ろ
う
と
い
っ
て
い
お
r

事
実
こ
の
詩
は
、

』土

じ
め
「
芸
術
と
古
代
」
に
の
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

の
ち
に
ゲ
l
テ
生
前
の
最
後
の
版
で
こ
の
場
所
に
お
さ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
酒
場
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
気
軽
に
こ
こ
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

」
の
詩
が
も
と
ハ

l
フ
ィ
ズ
の
同

趣
旨
の
ガ
ゼ
i
ル
形
式
の
詩
、

同

w
r
2

若
田
町
出

F

ロ
円
山
町
一
円

ω
n
F何
一
ロ
戸
内
巾

F
m
C円

ロ
2
Z
2
m巾
g
E
H
m
-
D
円
相
口
出
毛
田
♂

ヨー。
ωロ
}
同
巾
ロ

r
p
H
Lぽ
ゲ
ロ

r2MU
司
田
口
防
相
「

FFnrH

H
B
}戸

内
向
昨
日

mugロ
H
，
ロ
自
己
ぢ
活
再
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(
や
れ
や
れ
、
今
日
は
酒
場
で
早
朝
と
い
う
の
に
な
ん
と
い
う
さ
わ
ぎ
が
あ
っ
た
こ
と
か
。
灯
火
は
あ
か
あ
か
と
と
も
さ
れ
酌
人
も
恋
人

た
ち
も
た
い
へ
ん
な
さ
わ
ぎ
よ
う
だ
つ
た
:
:
:
)

に
模
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
末
尾
の
、
講
壇
に
対
す
る
調
刺
を
別
と

す
れ
ば
、
前
半
に
は
い
き
い
き
と
し
た
酒
場
の
イ
メ
ー
ジ
、
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
し
て
、

」
の
詩
が
こ
こ
に
お
さ
め
ら
れ
る
こ
と

は
い
っ
こ
う
に
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

酪
町
の
あ
と
に
は
二
日
酔
い
が
く
る
。
少
年
は
不
機
嫌
に
な
っ
て
い
る
詩
人
を
見
て
、

そ
れ
は
ベ
ル
シ
ア
人
の
い
う
ピ
ダ
マ
ク
・
ブ
デ
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に
つ
い
て

の
ん
ぴ
明
神
門
川
口
氏
お
合
同
烈

z
p
門戸内
w
g
m
wむ
M
M

作己
2
2

っ
こ

ふ
ィ
，
γ
'

な
お
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
、
ぅ
。

き
っ
と
う
ま
く
ゆ
く
勺
し
よ
う
。

さ
あ
こ
の
思

し
ょ
切
っ
む

つ
ま

う
ま
く
な
る

し
よ
う
。

そ
れ
か
ら
テ
ラ
ス
に
お
つ
れ
し
て

に
あ
た
り
ま
し
ょ
〉
フ

Q

っ
こ

J
、￥

i
A
み
J
B
L
ム
μ

み
つ
め
た
ら

わ
た
し
に
キ
ス
し
て
下
さ
る
で
し
ょ
う
。

の
愛
を
信
じ
て
い
る
。
設
は
、

そ
の

る

と
を

そ
し
て
そ
の
ご
ほ
う
び
に
接
勝
し
て
も
ら
え
る
こ

の
で
あ
る
。

で
に
誇
人
か

の
こ
と
を
学
ん

あ
げ
て

で
き
る
の
を
、

い
く
ら
か
で
も
患
が
え

い
る
よ
う
で

そ
れ
に
つ
づ

史一一

か
ら
、

自
分
が

に
い
て

し
、
か
っ
そ
れ
な
ほ
が
ら
か
に
ロ

に
お
い
て
あ
た
え
ら
れ
る
だ
け
の

そ
し

わ
ず
か
で

の

一]ヲ2

と
、
が
で
き
る

こ
ん
ど
は
先
生
の
め
ん
ど

に
立
て
る
の
を
、

し
く
患
っ
て



∞
口
円
以
担
え

内
山
川
伶

J
F
J
ぐ

え

仲

山

2

F開
山
口
巾

同
日
同

3
2
5
r
r
由

p
w
g仲
江
口
円
山
辺
岳
部
門
内

H
P

列
。
出
合
同
円
山
口
同
神
戸
MMM
円
山
河

0
2ロ

ん
い
目
白

M
W
C
M
ゲ
C
M

出
戸

Mn日一一
H
W

印
-
持

g
z
ぬ
g
g
H
H
M
・

は
う
ら
こ
の
世
は
潟
穴
な
ん
か
じ
ゃ
必
り
ま
ぜ
ん
ο

巣
に
は
離
が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。

ら
の
呑
り
、
ぱ
ら
の
絵
、

小
夜
鳴
鳥
も
昨
日
と
出
向
じ
に
歌
っ
て
い

こ
の
最
後
竺

む
ろ
ん
詩
人
が
先
に
い
っ
た
、

し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
G

こ
れ
は
、
少
年
の

今f

T 

っ
て
い
る
の

々
じ
い
つ
や
や
か

ら
の

て
そ
の

々
が
グ
ン
ド
ル
ブ

し
た
ば
あ
い
と
は

ぞ
え
た
い

に
か
ら
れ
る
。

に
な
ぐ
さ
め
ら
れ
は
し
た
が
詩
人
の
世
を
い

っ
て
、

め

の
軟
さ
え
気
に
い
ら

し
て
十
分
美
し
い
が
、
同
待
に
我
々
は
こ

を
ひ
つ
く
り
か
え

に
、
作
者

つ
い
こ
の

は
お
さ
ま
ら
な
い
。

る
を
え
な
い
c

こ
の
諦
ベ
は
ま
こ
と

れ
ノ
主
杯
出
、
l
)

i

J

 

格
刻
ゲ

l
一ア

193 -

で
あ
っ
て
、

の

つ
に
か



的
重
の
議
」
に
つ
い
て

一
「
舟
ロ
め
ぬ
出
吋
部
門
戸
m
H

昂
ぐ
え
同
町
一
v

ロ
ル
昂
ゲ
三
戸
川
和
三
宮
内
凶
作

w

者
命
日
仲
ゲ
巾
に
ご

H
H
M
8
2
p

ロ
向
山
口
一
回

}μ
山
神
明
日
品
川

M刊
文

-om刷
作

HM

4
F

司
校
門
出
昂
内
向
ゲ
ユ
ぬ
昂
MM
出
戸
部
・

絢
も
わ
る
く
な
る
よ
う
な

娼
び
を
ひ
き
ぐ
腐
れ
女

そ
の
名
安
世
間
と
い
う

わ
た
し
の
み
か
他
の
み
ん
な
も

そ
い
つ
に
だ
ま

二
円
J
J

」。

J
i
η
v
・4
j

お
う
と
し
た
c

で

散
問
i
!
i
そ
れ
は
ペ
ル
シ
ア
の
詩
人
に
よ
っ
て
も
性
わ
る
女
ハ
〈
え
お
ワ

と
よ
ば
れ
て
い

こ
と
が
明
、
き
た
。
こ
う
し
て
後
は
、
ズ
ラ
イ
カ
の
愛
に
よ
っ
て
信
持
を
、

お
う
と
し
た
と
き
、
詩
人
は
か
ら
く
も
の
が
れ
て
、

サ
i
々
!
と
の
購
神
愛
に
よ
っ
て

の
す
ば
ら
し
い
感
情
」

194 

詩
人
か
ら
信
仰
も
希
窪
も
う
ば

ズ
ラ
イ
カ
と
サ
!
キ
ー
に
よ
っ
て
愛
会
救
う



(
E
2
H
-
r
r
g
O巾
E
E
仏

2
0
mぬ
開
口
者
向
。
を
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
在
の
瞬
間
に
生
の
充
実
が
え
ら
れ
る
と
き
、
将
来
の
希
望
は
も

一
篇
の
意
味
は
ほ
ぼ
上
の
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
ま
か
く
見
る
と
、

は
や
念
頭
を
去
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
詩
の
結
末
は
す
こ
ぶ
る
解
釈

が
わ
か
れ
て
い
る
。

台ロ
L
W
F
ぴ円ロ吋
A
M
W
F
2
1
と
印
」
巾

ロ
m
w
m
H
O
Fロ
ゲ
巾
ロ
ゲ
出
て
山
口
}
同
項
目
巾
L
R

、、

〉

D
5
5
E乙】巾円
F
E
D
-
E己
認
巴

開門
L
B
H凶巾口}戸市吋
w
m
m話
料

Y
2
5日同

出
O
H
E
n
r
g
C白
内
出
匡
仏
印
円
。
品

844民
同
|

d
〈

a
d
i
-
-
r
p
z
c
R
E
a
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「
そ
し
て
私
は
以
前
よ
り
も
富
ん
で
い
る
、
/
私
は
信
仰
を
と
り
も
ど
し
た
の
だ
o
」
こ
こ
ま
で
は
問
題
が
な
い
。
が
つ
ぎ
の
子
自
己
与
問

の

-75
は
、
「
彼
ら
(
ス
ラ
イ
カ
と
サ
l
キ
l
〉
の
」
な
の
か
、
ま
た
は
「
彼
女
(
、
ス
ラ
イ
カ
)
の
」
な
の
か
(
た
と
え
ば
大
山
氏
は
前

(
出
)

者
を
と
る
〉
。
ま
た
開
吋
は
の
F
己
宮
ハ
信
仰
)
な
の
か
、
サ
i
キ
ー
な
の
か
。
レ

i
パ

l
は
何
吋
を
の
E
Cゲ
巾
と
し
、
デ
ュ
ン
ツ
ア
ー

は
そ
れ
に
反
対
し
て
サ

1
キ
ー
を
と
る
。
リ
ュ
ヒ
ナ
ー
も
ま
た
ロ
円

ω同
日
ロ
と
は
っ
き
り
指
示
し
て
い
る
。
第
一
の
読
み
方
に
よ
れ
ば
、

「
私
は
二
人
の
愛
を
信
じ
て
い
る
。
彼
ら
の
愛
を
信
じ
な
が
ら
盃
を
手
に
し
て
い
る
と
、
現
在
の
幸
福
感
が
し
み
じ
み
と
身
に
し
み
る
。

先
の
希
望
な
ど
で
も
う
心
を
労
す
る
こ
と
は
な
い
」
の
意
味
と
な
る
。
第
二
の
読
み
方
に
よ
れ
ば
、

「
私
は
ズ
ラ
イ
カ
の
愛
を
信
じ
て
い

る
。
ま
た
サ

l
キ
l
は
盃
に
つ
い
で
く
れ
て
、
私
に
現
在
の
幸
福
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
も
う
私
は
先
の
希
望
に
心
を
労
す
る
こ
と
は
な

い
一
の
意
味
と
な
る
。
日
本
語
訳
だ
け
を
見
れ
ば
、
前
者
の
方
が
す
な
お
に
心
に
入
っ
て
ぐ
る
。
文
法
的
に
誤
り
が
な
い
の
は
む
ろ
ん
で

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

あ
る
が
、
論
理
的
に
も
一
層
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
と
の
訳
に
よ
る
と
、
信
仰
は
ズ
ラ
イ
カ
に
よ
っ
て
、
現
在
の
幸
福
は

サ
[
キ
ー
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
信
仰
と
現
在
の
幸
福
と
は
は
っ
き
り
わ
け
ら
れ
う
る
概
念
で
は
な
い
。
現

在
の
幸
福
は
ズ
ラ
イ
カ
の
愛
に
よ
っ
て
も
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

信
仰
を
ズ
ラ
イ
カ
に
、
現
在
の
幸
福
を
サ

l
キ
ー
に
は
っ
き
り

と
組
み
わ
け
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
整
合
な
の
で
あ
る
。
が
そ
れ
な
ら
ば
第
二
の
読
み
方
は
誤
り
な
の
で
あ
る
う
:
か
。
そ
う
は
い
え
な

い
で
』
め
ろ
、
っ
。

日出円

V
H
B
H
W
2
r
2
u
ね
巾
君
主
回
ヱ
ヨ
一
円
・

の
語
勢
は
、

ど
う
し
て
も
サ

l
キ
i
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
よ
び
だ
し
て
く
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
今
ス
一
ブ
イ
カ
は
詩
人
の
前
に
は
レ
な
い
。
彼
女
の
愛
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
現
在
の
幸
福
感
は
サ
[
キ
ー
に
よ
っ

て
直
接
あ
た
え
ら
れ
る

Q

ズ
ラ
イ
カ
の
愛
も
む
ろ
ん
現
在
の
幸
福
感
を
支
え
て
は
い
る
が
、
論
理
の
不
整
合
を
お
か
し
て
も
、
あ
え
て
サ

ー
キ
ー
を
現
在
の
幸
福
に
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
に
詩
的
表
現
の
面
白
さ
が
あ
る
。
詩
は
論
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
読
み
方

し
か
し
こ
の
詩
の
も
っ
と
重
要
な
意
味
は
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
概
念
、
信
仰
と
愛
と
希
望
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を
と
る
。

と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
徳
目
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、

こ
の
東
方
風
の
詩
が
強
く
西
方
の
思
想
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
世
間
を
悪
女
と
見
る
東
方
の
思
想
を
、
自
己
の
体
験
に
も
と
づ
い
て
西
方
の
キ
リ
ス
ト
教

思
想
に
ひ
き
ょ
せ
な
が
ら
、

し
か
も
詩
人
は
全
く
自
由
な
立
場
に
た
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
の
徳
目
の
う
ち
の
愛
を
、
異
教
的
な
エ
ロ
ス
の

意
味
で
と
ら
え
、

こ
れ
を
あ
え
て
最
高
の
も
の
と
し
て
た
た
え
る
の
で
あ
る
。

エロ

l
テ
ィ
シ
ュ
な
愛
に
よ
っ
て
現
在
の
幸
福
を
た
た
え

る
者
に
と
っ
て
は

l
lた
と
え
そ
の
愛
が
プ
ラ
ト
ン
的
で
あ
っ
て
も

1
1
2
2
Z
は
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
そ
れ
と
は
は
な
は
だ

異
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
希
望
に
い
た
っ
て
は
、
詩
人
に
よ
っ
て
捨
て
て
か
え
り
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
東
方
が
西
方
に
よ
っ
て
解
釈
し

な
お
さ
れ
る
こ
の
や
り
方
は
ま
こ
と
に
こ
の
詩
集
全
体
の
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
が
、

西
方
の
伝
統
的
な
思
想
も
ま
た
、

こ
の
偉
大
な
異
教



.' 

徒
に
よ
っ
て
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
さ
れ
、

の
み
な
ら
ず
、
全
ゲ

l
テ
の
思
想
的
骨
格
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
は
つ
西
東
詩
集
」
の
寓
意
に
つ
い
て
じ

っ
に
し
ば
し
ば
語
っ
た
。
ズ
ラ
イ
カ
へ
の
愛
は
神
へ
の
愛
で
あ
る
、
酒
に
よ
る
陶
酔
は
神
秘
家
の
エ
ク
ス
タ
l
ゼ
に
他
な
ら
な
い
等
々
。

し
か
し
そ
れ
は
そ
も
そ
も
無
理
で
あ
ろ
う
。
地
上
の
女
へ
の
愛
も
し
く
は
愛
慾
が
神
へ
の
愛
と
ひ
と
し
い
な
ら
ば
、
信
仰
は
い
と
や
す
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
地
上
の
女
へ
の
愛
は
独
占
と
排
他
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
は
、
神
へ
の
愛
、
し
た
が
っ
て
人
へ
の
普
遍
な
愛
と
到
底
一

い
わ
ば
人
間
中
心
的
に
解
釈
し
な
お
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
西
東
詩
集
」
に
つ
い
て

つ
に
は
な
り
え
な
い
。
ま
た
、

酒
に
酔
う
こ
と
が
神
へ
の
帰
依
と
同
じ
な
ら
ば
、
神
学
の
は
ん
さ
な
問
題
は
一
挙
に
解
決
し
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
。

一l

西
東
詩
集
」
の
愛
の
歌
も
酒
の
歌
も
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
し
な
お
も
そ
こ
に
寓
意
を
求
め

る
な
ら
ば
、
酒
と
女
へ
の
愛
の
歌
が
、
宗
教
的
不
寛
容
を
は
る
か
に
超
脱
し
て
東
も
西
も
一
つ
で
あ
る
人
間
肯
定
の
境
地
に
通
じ
て
い
る

宗
教
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
プ
ラ
ス
フ
ェ
ミ
l
で
し
か
あ
る
ま
い
。
今
当
面
の
詩
に
お
い
て
も
、

そ
れ
が
宗
教
的
と
い
わ
れ
る
意
味
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と
こ
ろ
に
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ズ
ラ
イ
カ
と
の
愛
慾
も
、

天
国
で
の
フ
l

り
と
の
愛
の
睦
言
も
、
も
し
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る

は
、
た
だ
ち
に
そ
れ
が
回
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
つ
ら
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、

か
か
る
既
成
宗
教
の
制

約
を
自
由
に
の
り
こ
え
て
、

そ
れ
ら
の
核
心
に
お
い
て
相
通
じ
る
普
遍
人
間
的
な
立
場
|
|
そ
れ
は
現
世
の
肯
定
を
通
じ
て
、

は
る
か

し
か
し
確
実
に
、
絶
対
者
の
肯
定
に
通
じ
る
ー
ー
を
強
く
朗
か
に
う
ち
だ
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
正
統
派
神
学
か
ら
見

れ
ば
異
端
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
既
成
宗
教
の
立
場
を
フ
モ
リ
ス
テ
ィ
シ
ュ
に
の
り
こ
え
る
立
場
は
、

一
層
深
い
意
味
で
宗
教
的
と
い

っ
て
き
し
っ
か
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
づ
く
十
七
番
目
の
詩
は
、
飲
食
の
後
の
た
わ
む
れ
に
な
る
軽
い
機
会
詩
で
あ
る
。
酌
童
の
言
葉
を
通
じ
て
そ
の
性
格
が
鮮
か

に
う
か
び
出
る
と
こ
ろ
に
こ
の
詩
の
独
特
な
魅
力
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
詩
の
解
釈
に
は
す
こ
ぶ
る
異
説
が
多
く
、

そ
の
真
意
を
と

北
大
文
学
部
紀
要
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Heute hast du gut g巴gessen，

Doch du hast noch mehr getrunken; 

Was du bei dem Mahl vergessen， 

1st in diesen Napf gesunken. 

∞
血
【

l

Sieh， das nennen wir ein Schwanchen， 

Wie's dem satten Gast gelustet; 

Dieses bring ich meinem Schwane， 

Der sich auf den Wellen brustet. 

Doch vom Singschwan will man wissen， 

Das er sich zu Grabe lautet; 

Laβmich jedes Lied vermissen， 

Wenn es auf dein Ende deut巴t.



従
来
の
邦
訳
の
読
み
方
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
訳
せ
ば
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

き
ょ
う
は
た
く
さ
ん
め
し
あ
が
り
ま
し
た
が

そ
れ
以
上
に
よ
く
お
飲
み
に
な
り
ま
し
た
ね
、

こお
の残
鉢 L
Iこ tこ
とな
ペコ ペ〉

てた
お も
きの
ま‘は
し
Tこ

O 

お
も
ち
か
え
り
の
お
み
や
げ
を
わ
た
し
た
ち
は
白
鳥
と
い
っ
て
い
ま
す
、

満
腹
の
お
客
さ
ま
も
よ
ろ
こ
ぶ
も
の
で
す
、

わ
た
し
は
こ
れ
を
い
た
だ
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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池
で
あ
そ
ん
で
い
る
白
鳥
に

で
も
白
鳥
と
い
え
ば

死
ぬ
と
き
一
戸
な
く
と
申
し
ま
す
ね
、

あ
な
た
の
歌
が
も
し
そ
ん
な
白
鳥
の
歌
な
ら

そ
ん
な
歌
は
い
っ
さ
い
や
め
に
し
て
く
だ
さ
い

Q

す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
も
と
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
神
学
者
パ
ウ
ル
ス
の
息
子
に
、
食
後
の
た
わ
む
れ
に
よ
せ
た
も

の
で
、
今
日
の

ωロ
z
p
r
m
(酌
童
)
と
い
う
標
題
は
、
も
と
は
ロ

2
m
z
S
F
Zロ
}
お
印
有

-
n
E
(か
わ
い
い
酌
童
は
語
る
)
と
い
う
の

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

で
あ
っ
た
。

詩
の
趣
向
は
む
ろ
ん

ω与
者
割

s
r
g
の
様
々
な
意
味
を
詰
語
的
に
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

多
く
の
註
釈
家
に
よ
れ

ば
(
円
、
。
告
白

HW
切
広
三
田
口
Y
H
N
U
B
rロ四
Hw
切
2昨

日
開

H
V
E
n
E
2等)、

ωロ
}
阿
君
伊
ロ
ロ
宮
ロ
に
は
三
つ
の
意
味
、
が
あ
る
。

一
は
食
卓
の
あ
ま
り
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
家
族
へ
の
手
軽
な
み
や
げ
も
の
に
な
る
。
二
は
じ
っ
さ
い
の
白
鳥
で
あ
る
。
三
は
、
死
に
の
ぞ
ん
で
鳴
く
と
い
う
神
話

の
白
鳥
で
あ
る
。
上
の
訳
文
は
こ
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
古
く
か
ら
異
説
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
デ
ュ

ン
ツ
ア
ー
で
あ
治
彼
は
い
う
o

パ
ウ
ル
ス
の
家
で
は
、
食
後
の
飲
み
物
と
し
て
、
桃
と
桜
実
ブ
ラ
ン
デ
ー
と
巴
互
杏
を
ま
ぜ
た
飲
み
物

を
∞
ロ
r当
m
V
H
同
門

}Mg
と
い
っ
て
い
た
。
今
少
年
は
、

飽
食
し
た
詩
人
に
こ
の
飲
み
物
を
さ
し
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

ω与
者
伊
口
町

ロ
r
g
は
四
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
酌
童
は
詩
人
が
食
べ
の
こ
し
た
ご
ち
そ
う

3
口
}EPErgむ
を
鉢
に

入
れ
、

そ
れ
を
池
で
遊
ぶ
白
鳥

(ω
島
司
自
〉
に
あ
た
え
、
食
後
の
混
合
飲
料

3
F耳
山
首
円
宮
口
)
を
詩
人
に
す
す
め
る
の
で
あ
る
。
神
話

-200-

の
白
鳥
に
う
い
て
は
異
論
が
な
い
。
デ
ュ
ン
ツ
ア
ー
が
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
ば
あ
い
原
詩
第
二
連
三
行
自
の

E
2
2

は
一
行
目
の

ω口}戸当即日
r
g
を
う
け
る
の
で
は
な
く
、
第
一
連
二
一
行
白
の
」
そ

g
を
さ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
法
上
や
や
不
自
然
で
あ

る
が
、
食
後
の
具
体
的
な
状
況
が
頭
に
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
か
か
り
方
は
不
自
然
で
は
な
い
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
第

二
連
の
意
味
は
全
く
か
わ
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、

さ
あ
ど
う
ぞ
お
飲
み
く
だ
さ
い
、

」
れ
が
わ
が
家
の
シ
ニ
ヴ
ェ

l
γ

ヘ
ン
で
す
、

満
腹
の
お
客
さ
ま
で
も
お
喜
び
に
な
る
飲
み
物
で
す
。

お
残

L
に
な
っ
た
こ
ち
ら
の
方

3
口
r者
向
日
宮
ロ
)
は

波
に
う
か
ぶ
白
鳥

(ω
岳
若
田
口
)
に
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

私
は
こ
の
読
み
方
で
十
分
意
味
が
と
お
る
し
、
詩
の
心
に
も
通
じ
て
い
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
以
後
の
註
釈
家
は
、

ハ
ウ
ル
ス



家
の
こ
の
特
製
飲
料
が

F
r
ヨ
P
E
r
mロ
と
よ
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
黙
殺
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
し
デ
ュ
ン
ツ
ア

l
の
指
摘
が
正
し
け

れ
ば
、

上
の
読
み
方
は
当
然
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ジ
グ
"
カ
イ
ザ
ー
は
、

か
げ
新
し
い
説
を
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
西
東
詩
集
の
詩
法
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、

モ
ン
メ
・
モ
ム
ゼ
ン
の
最
近
の
解
釈
を
ふ
え
ん
し
た
も
の
で
あ
る
。
モ
ム
ゼ
ン
は
、
こ
の
詩

」
の
詩
を
か

の
言
葉
の
た
わ
む
れ
を
、
食
べ
の
こ
し

3
n
y
t
4
f
h
r
g
)
と
、
歌
う
白
鳥

(ω
与
者
言
)
と
の
こ
っ
に
限
ろ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
、
第
二

連
の
白
鳥
は
、

水
に
た
わ
む
れ
る
白
鳥
で
は
な
く
、
詩
人
自
身
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
む

敬
す
る
詩
人
が
客
と
し
て
招
か
れ
た
と
き
、

モ
ム
ゼ
ン
の
あ
げ
る
多
数
の
例
に
よ
れ
ば
、
尊

」
れ
を
白
鳥
と
称
す
る
こ
と
は
東
方
の
壁
面
轍
と
し
て
珍
ら
し
く
な
く

む
し
ろ
こ
こ
に
こ
そ

「
西
東
詩
集
」
独
特
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、

」
れ
ま
で
の
読
み
方
の
よ
う
に
、
少
年
が
ご
ち
そ
う
の
残
り
物
を
「
満
腹

の
客
も
喜
ぶ
お
み
や
げ
」
と
い
い
な
が
ら
、

こ
れ
を
詩
人
か
ら
と
り
あ
げ
て
白
鳥
に
や
っ
て
し
ま
う
の
は
不
自
然
な
、

意
地
わ
る
な
し
わ

-201-

ざ
で
あ
っ
て
、

は
じ
め
の
標
題
に
あ
っ
た
り

2
mロ芯

ω岳

g
wゅ
の
性
格
に
す
こ
ぶ
る
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
。
あ
と
に
出
る
「
波
間
で
胸

を
は
る
」
と
い
う
の
は
、

し
た
が
っ
て
じ
っ
さ
い
の
白
鳥
で
は
な
く
、
官
同
遁
な
詩
人
の
態
度
を
形
容
す
る
言
葉
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
ο

こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
先
の
第
二
連
は
、
さ
ら
に
全
く
か
わ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
ο

お
も
ち
か
え
り
の
お
み
や
げ
を
わ
た
し
た
ち
は
シ
ュ
ヴ
ェ

l
ン
ヘ
ン
と
よ
ん
で
い
ま
す
、

満
腹
の
お
客
さ
ま
も
よ
ろ
こ
ぶ
も
の
で
す
、

わ
た
し
は
こ
れ
を
、
波
聞
に
胸
を
は
る
白
鳥
の
よ
う
な
先
生
に

つ
つ
し
ん
で
さ
し
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

さ
て
カ
イ
ザ
l

は

モ
ム
ゼ
ン
の
解
釈
に
し
た
が
い
、

さ
ら
に
彼
が
得
意
と
す
る
シ
ュ
テ
ィ
リ
ス
テ
ィ
ク
の
面
か
ら
こ
れ
を
理
由
づ
け

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

ょ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
詩
の
第
二
連
を
朗
読
す
る
ば
あ
い
は
、
意
味
の
と
り
よ
う
に
よ
っ
て
様
々
な
読

み
方
が
可
能
で
あ
る

Q

は
じ
め
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

ω円
y
d〈
m
g
n
F
O
H
M
(
お
み
や
げ
)
は
全
く
新
し
い
意
味
で
現
れ
て
く
る
か
ら
、

」
の
一
語
に

は
特
別
な
強
調
が
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
連
の
第
一
行
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

Eρ 
~. 

m 
r 
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ロ
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ぞコ

×=z 
l'O: 

ロ
ロ:::r' 
何
!コ

× 

× 

× 

× 

し
か
し

モ
ム
ゼ
ン
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
第
二
連
三
行
目
の

ω長
者
同
ロ
が
「
歌
う
白
鳥
、
詩
人
」
で
あ
っ
て
、

酌
童
が
こ
の
一
言
葉
を
用

い
た
と
き
ふ
と
神
話
の
死
に
ゆ
く
白
鳥
を
思
い
だ
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
強
調
は
お
の
ず
か
ら
仏
O

岳
に
お
か
れ
て

ω岳
若
山
口
に
は
な
い
。

ま
た
、
門
目
。
岳
に
よ
っ
て
少
年
の
驚
き
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
、
そ
の
あ
と
に
は
小
休
止
が
く
る
こ
と
が
て
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
連
一
行
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目
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

ロ
×、 2

r 
4 
0 

B 
uつ
H ・
ロ
団q
田
口
同品
目

当
出
口

若
日

ー
ロ
ドd

山
口

×、 き幽
仁n
α2 
引D
1コ

× 

× 

× 

× 

× 

× 

と
こ
ろ
で
、

一
般
に
韻
律
の
形
式
的
な
面
か
ら
は
ど
う
な
る
か
。
各
連
に
お
い
て
、
二
行
目
の
終
り
に
休
止
が
あ
る
こ
と
は
セ
ミ
コ
ロ

ン

(
フ
)
が
あ
る
の
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

四
行
一
連
は
二
行
ず
つ
が
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
明
か
な
こ
と
は
、
各

連
の
三
一
行
自
が
同
じ
韻
律
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
行
聞
の
動
き
は
末
尾
に
む
か
つ
て
お
し
進
み
、
四
行
自
の
冒
頭

Q
F
ロ
2
・

者
自
ロ
〉
は
強
調
な
し
の
ま
ま
で
あ
る
。
か
つ
各
連
の
末
尾
は
等
価
で
あ
る

×

×

×

×

 

Z
呂
『
ぬ

2Erg-

(
い
ず
れ
も
名
詞
と
動
詞
か
ら
な
る
)

0

←~ 

H 

~ x 

ー.
ロ×

×
 

骨
庄
内
巴 × 



N 

同
)
O
H
m
-
ロ
「
田
口
同
仏
由
一
ロ

d
F
1
向
日
目
白
ロ
ゲ
H
円
山
田
仲
ゆ
仲
・

己心

d
J
1
伺
ロ
目
白
田
口
出
仏
ゆ
山
口
開
口
門
日
開

円
同
開
口
同
町
仲
・

こ
こ
で
第
一
連
と
第
二
連
に
か
え
っ
て
み
る
と
、

両
連
の
韻
律
は
一
致
し
て
い
る
。
第
一
連
一
行
目
の
最
初
の
語

r
o
E
m
の
あ
と
に
は

軽
い
休
止
が
お
か
れ
る
。
第
二
連
一
行
目
の
最
初
の
語
盟
各

の
あ
と
に
は
コ
ン
マ
が
あ
る
か
ら
休
止
は
も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
行
中
の
二
、
三
番
目
の
強
調
を
無
視
し
て
行
末
に
む
か
う
。
す
な
わ
ち
、

×、

× 

× 

× 

× 

× 

×、

× 

回
目
ロ

g
r回
目

門

門

吉

尚

早

mmmm回
目
巾
口
一

ω山内
Y
門凶
m
凶
田
口
問
ロ
ロ
巾
H

H

d

-
同
町
山
口

ωロ
H
H
d
品
ロ
ロ

rmロ・

全
体
が
こ
の
よ
う
に
緊
密
な
シ
ン
メ
ト
リ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
三
連
一
行
目
も
当
然
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ロ
gx、

p-' 

4 

3× 
(f) 

:::;-x 
日司
α3 
() 

p-' 

者×
同

ロ

ヨ.x

~x 
ロ

~.x 、
印
α3 

~x 
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韻
律
一
般
の
形
式
論
か
ら
し
て
出
て
き
た
こ
の
読
み
方
は
、
最
初
に
提
示
し
た
モ
ム
ゼ
ン
の
解
釈
に
し
た
が
う
読
み
方
と
一
致
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て

モ
ム
ゼ

γ
の
意
味
の
と
り
方
は
韻
律
の
上
か
ら
も
理
由
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
カ
イ
ザ
!
の
所
説
で
あ

る
。
我
々
は

モ
ム
ゼ
ン
の
新
し
い
文
献
学
的
解
釈
と

カ
イ
ザ
l
の
韻
律
論
に
裏
づ
け
ら
れ
た
最
後
の
解
釈
は
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を

も
っ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ュ
ン
ツ
ア
l
の
古
い
解
釈
は
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

も
し

自
分
の
語
感
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
我
々
の
解
釈
は
デ
ュ
ン
ツ
ア
!
の
方
に
傾
く
の
を
否
定
し
え
な
い
。
韻
律
は
た
し
か
に
詩

を
構
成
す
る
一
つ
の
大
き
な
力
で
あ
る
。

し
か
し
、
詩
人
は
か
な
ら
ず
し
も
韻
律
学
者
の
厳
密
な
形
式
論
理
を
も
っ
て
詩
作
に
あ
た
る
わ

け
で
は
な
い
。
特
に
、
近
頃
我
々
が
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
俳
優
の
詩
の
朗
読
が
そ
の
人
の
解
釈
と
好
み
に
し
た
が
っ
て
い
か
に
自
由
に
読

み
流
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
な
ら
ば
、
作
者
も
ま
た
、
韻
律
は
韻
律
と
し
て
さ
て
お
い
て
、

か
な
り
自
由
に
措
辞
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
が

北
大
文
学
部
紀
要



「
部
東
詩
集
、

に
つ
い
て

予
想
さ
れ
る
。
韻
律
論
の

問
作
品
解
釈
の

で
あ
る
に
と
ど
変
り
、
そ
こ
か
ら
決
定
的
な
解
釈
を
ひ
き
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

モ
ム
ゼ
ン

い
考
証
を
展
開
問
し
な
が
ら
デ
品
ン
ツ
ァ

i
の
見
解
は
素
通
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々

は、

ω口
r
g伊
H
w
n
y
m
H
】
を
開
閉
つ
の

と
る
デ
ュ
ン
ツ
ア
!
の
解
釈
に
し
た
が
う
十
分
な
建
白
が
あ
る

る
。
と
も
あ
れ
、

た
わ
む

れ
に
作
ら
れ
た
こ
の
小
さ
な
詩
が
、
解
釈
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
の

は
ら
ん
で
い
る
こ
と

こ
の
作
品
の
能
の

に
つ
い
て
も
我

我

せ
る

一
般
に
、

る
と
き
、
作
品
は

は
じ
め
る
と
い
わ
れ

ぁ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
作
者
は
自
己
の
作
品
に
つ
い
て
一
人
歩
き
す
る

の
も
の
を
そ
な
え
て
世
に
送
る
べ
き
で
あ
ろ
う
c

作
者

の
偶
人
的
な
特
殊
な
事
情
を
知

ば
そ
の

に
と
ら
え
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

機
会
詩

(
C
え
芸
S
E
5警
弘
一
円
7
6
の

て〉

てと
L通り

るも
そきな

d。
でさ

-'ぷ
3 

作
品
のっ

た
作
品
が

に
依
存
し

ら
な
い
と
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
は

に
J

も
か
か

そ
の
よ

20毛ー

に
は
理
解
で
き
な
い
詩
を

ゲ
ー
テ
は
あ
ま
り
に
無
雑
作
に

に
と
っ
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

で一主
h

k

J

O

j
u
-
-

」
れ
が
こ
の
作
品
の
理
解
を

に
困
難
に
し
て
い
る

の
畿
訳
に
よ
る
紹
介
は
、

と
は
否
定

た
い
で
あ
ろ
う
c

お

つ
吟
加
え
あ
な
ら
ば

の
す
ズ
ム
会
っ
た
え
る
に
遠
く
及
ば
ぬ
こ
と
は
も
と
よ
り

と
し
て
、
そ
の
原
意
を
ほ
ぼ
あ

り
な
く
っ
た
与
え
る

と
は
最
小
限
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
c

し
か
し
た
と
え
ば
つ
ぎ
の

は
な
は
だ
理
解

の
で
あ
る
ι

ト
J
仇

わ
れ
ら
こ

食
べ
鐙
き
し
客
人
の
欲
を
唆
る
も
の
の
よ
う

ロJ

い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
を
つ
た
え

の
で
あ
ろ
う



ま
た
第
三
連
に

墓「
にさ
ゆあ
くれ
と歌
きう
に 鳶
鳴烏
くに
この
と ぞ
なま
りG し
L 二き

十主

と
あ
る
の
は
あ
ま
り
に
野
放
図
な
訳
で
は
あ
る
ま
い
か

Q

者
己

-
B田
口
者
一
回
目
白
ロ
は
、

す
で
に
そ
れ
以
前
の
邦
訳
に
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
人
は
知
っ
て
い
る
と
主
張
す
る

¥
争
」
h

、h
コ、

t
Fノ

p
u
w

、
し
ょ
〆

の
意
味
で
あ
る
。

「
白
鳥
は
死
ぬ
と
き
歌
を
う
た
う
と
い
わ
れ
る
一
の
意
味
に
す
ぎ

な
い
c

訳
者
は
上
の
よ
う
な
日
本
語
を
書
い
て
奇
異
な
感
じ
が
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
c

そ
れ
を
読
ま
さ
れ
る
読
者
は
、

途
方
に
く

れ
て
こ
の
詩
集
を
放
棄
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
外
国
文
学
研
究
者
に
と
っ
て
原
語
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
と
ら
え
る
こ
と
は
は

な
は
だ
困
難
で
あ
る
。
ま
し
て
、

シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
や
カ
イ
ザ

l
の
精
妙
な
シ
ュ
テ
ィ
リ
ス
テ
ィ
シ
ュ
な
分
析
に
対
抗
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
不
可
能
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
、

の
い
う
「
内
容
的
唯
物
論
」
(
宮

}
g
E
w
r
2
γ
p
g
H
E
-
5
5
5
)
ま
で
円
い
き
さ
が
っ
て
一
語
義
だ
け
は
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

せ
め
て
我
々
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、

ベ
ン
ノ

l

・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ

l
ゼ
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つ
ぎ
の
酌
童
の
歌
は
、

も
し
こ
れ
を
邦
訳
で
読
ん
で
し
ま
え
ば
別
に
と
り
た
て
て
い
う
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
の
リ
ズ
ム
の
精

妙
巧
級
の
ゆ
え
に
、

た
と
え
ば
先
の
カ
イ
ザ
ー
を
し
て

こ
の
詩
集
全
体
の
な
か
の
最
も
美
し
い
も
の
の
一
つ
と
い
わ
せ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
か
っ

こ
こ
に
お
い
て
酌
童
の
詩
人
に
よ
せ
る
敬
愛
は
最
大
の
高
ま
り
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

」
の
心
が
我
々
に
十
分
つ

た
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

や
が
て
く
る
「
夏
の
夜
」
の
た
め
の
準
備
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ωロ
}
同
町
ロ
戸
内
巾

z
mロ
ロ
巾
ロ

LHnrLmロ
ぬ
吋
(
》
{
目
白
ロ

u
r
r
gア

北
大
文
学
部
紀
要
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あ
な
た
が
歌
わ
れ
る
の
を
き
く
の
は
す
き
で
す
、

で
も
沈
黙
さ
れ
る
と
き
は
耳
を
す
ま
し
ま
す
。

け
れ
ど
わ
た
し
が
も
っ
と
す
き
な
の
は
、

あ
な
た
が
記
念
に
接
吻
し
て
く
だ
さ
る
と
き
で
す
。

言
葉
は
き
え
て
し
ま
い
ま
す
が

接
吻
は
心
に
残
る
か
ら
で
す
。

韻
に
韻
を
か
さ
ね
る
の
も
結
構
で
す
が

-207 

思
い
に
ふ
け
る
の
は
も
っ
と
す
て
き
で
す
。

ほ
か
の
人
に
は
歌
っ
て
く
だ
さ
い
、

で
も
わ
た
し
に
は
何
も
お
っ
し
ゃ
ら
ず
に
い
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
詩
の
美
し
さ
は
、
措
辞
の
微
妙
な
配
置
と
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、

(
出
)

う
に
、

カ
イ
ザ
ー
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ

ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
の
組
み
あ
わ
せ
の
面
白
さ
に
あ
る
。
第
一
連
の
は
じ
め
の
二
行
は
、
他
の
人
々
に
対
す
る
詩
人
の
関
係
で
あ

り
、
あ
と
の
二
行
は
少
年
の
詩
人
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
二
行
目
と
四
行
目
は
弘
ロ
唱
え
(
歌
う
)
と
出
口
「
司
2
m
H
2円
(
黙
る
)

が
軽
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
第
二
連
の
お
わ
り
の
二
行
に
も
、
言
葉
が
す
ぎ
ゆ
く
の
に
対
し
て
口
づ
け
が
残
る
と
い
う
対
比
が
見
ら
れ

る
。
第
三
連
で
は
、
韻
が
意
味
を
も
つ
の
に
対
し
、
愛
を
思
う
こ
と
が
一
層
重
視
さ
れ
、

歌
が
他
の
人
に
歌
わ
れ
る
の
に
対
し
、
少
年
の

北
大
文
学
部
紀
要



つ
腐
葉
詩
集
、
酌
愛

に
つ
い
て

た
め
に
は

っ
て
い
る
こ
と
が
求
め

る
。
第

に
「
沈
黙
い
が

る
が
、

は
じ
め
の
汚
げ
者
三
ぬ
再
出
仲

L-
ヴ例、.

あ
と
は

g
g
g
g懸
命
え
と
な
っ
て
い
る
の

む
ろ
ん
意
味
が
深
め

か
っ
こ
こ
に
は
接
物
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
Q

し
か
も
こ
れ
ら

の
ア
ン
テ
ィ
テ

i
ゼ
は
単
に
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い

0
5£
S

出

nyd匂
弘
警

f
Fぐ
2
5
i
m込
山
河
江

5
9
i仏
z
g
f

i
z
g
Z
H
U
Bき
の
よ
う
に
同
じ
対
比
が
く
り
か
え
さ
れ
る

ら
、
じ
つ
は

の
愛
の
心
は

に
高
ま
り
、
率
葉

に
、
残
り
な
く
、
設
は
詩
人

も
と
の
標
題

ωnyzrrz(酌
童

は
こ
の
詩
の

の

の
で
あ
っ

が
、
お
そ

L:J: 

い
と
っ
て
こ
れ
合
は
ぶ
き
、

詩
…
誌
の
ひ
び
き
か
ら
し
て
読
者
の
よ
り
深
い
理
解
を

期
待
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
c

カ
イ
ザ
ー
は
こ
の

し
て
い
っ
て
い
る
。

プ
ン
テ
ィ
テ
!
ゼ
の

よ
う
な
動
き

は
愉

悦
惑
を
覚
え
る
c

の
ひ
び
き
は
あ
や
し
く
人
の
心
を
と
ら
え

の
率
直
な
惑
情
の

感
動
を
さ

し
か
も
そ
の
惑
動

持
容
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
こ
と

る
'" 壬ピ
ズー
な
L 、-(1)
o~~ .， 

ハ

を
た
ど
り
す"・
4ふ

1う2

の
妙
味
を
と
ら
え
て
は
み
る
が

こ
の

の

208 

i土

て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
深
レ
。

々

イ
ン
タ
ー
ブ
レ
タ
ツ
イ
オ

l
ン
の
限
界
女
カ
イ
ザ
!
と
と
も

に
認
め
つ
つ
、
一
一
一
震
題
度
こ
の

に

vcy}
ま
っ
て

。〉

の
つ
ぎ
の
展
開
の
た
め
じ
心
が
ま
え
た
し

ま
工
品
、
ノ
£
、

o

i
f
f
T
L
 

と
こ
ろ
で
、

々
の
惑
待
に

か
し
な
く
わ
せ
る
よ
う
に

こ
こ
で
ま

レ
タ
ル

J

タ
ツ
イ
オ
!
ン
を
お
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
れ
に
つ
づ

マ

i
ホ
メ
ッ
ト
の

に
対
す

の

あ
Q 

い
れ
は
、

弘
前
に
指
繍
し
た

る
べ
き
市
内
容
の
も
の
で

し
か
し
我
々
は

い
で
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
ま
た

工
}
で
は
詩
人
の

の
心
が
あ
る
c

そ
う
し
て
、
本
筋
を
逸
脱
す
る
と
見
せ
か
け
な
が
ら
じ
つ
は
ま
こ
と
に

ア
ラ
ベ
ス
ク

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

少
年
は

い
つ
果
て
る
と
も
な
い

の
飲
み
ぶ
り

を
禁
止
し
て
い
る

J.. 

い
だ
し

fニ



し
な
め
る
。
詩
人
は
そ
れ
に
対
し
て
こ
た
え
る
。

出
。
円
nr

百
円
出
口
門
目
白
吋
ロ
冨

5
巳
自
由
ロ
ロ

g

H
A
昨
ロ
ゲ
昨
日
ロ
由
。
口
町
ロ
認
可

mmr口
口
一
宮
田
白
山
口

u

開
♂
古
田
町
山
口
町

B
r町一
-wmmHH
肘
民

24

γ

向。υ
}
戸
円
四
ぬ
巾
門
口
出
]
-
白
山
口

4
m片
岡

{HnFH
田町山口・

い
い
か
ね

わ
れ
わ
れ
並
み
の
回
教
徒
は

ー 209..

酒
も
の
ま
ず
に
小
さ
く
な
っ
て
い
ろ
と
い
う
の
だ
、

予
言
者
だ
け
は
酒
を
の
ん
で
い
い
気
に
な
っ
て

神
聖
な
気
分
に
ひ
た
っ
て
い
た
い
と
い
う
の
だ
。

こ
こ
で
は
、
詩
人
は
も
は
や
敬
度
な
回
教
徒
で
は
な
い
。

」
の
詩
の
典
拠
は
エ
ル
ス
ナ

l
の
「
マ

l
ホ
メ
ッ
ト
」
に

「
コ
ラ

l
ン
の

脱
線
は
、

予
言
者
が
信
徒
に
酒
を
禁
じ
た
の
は
酪
町
の
特
権
を
一
人
じ
め
に
す
る
た
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る

ほ
ど
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
よ
る
。
詩
人
は
、

ほ
と
ん
ど
東
方
の
装
い
も
か
な
ぐ
り
す
て
て
、
予
言
者
の
不
当
な
特
権
に
く
っ
て

ま
た
権
威
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
不
都
合
な

振
舞
に
で
る
と
き
は
、
詩
人
は
念
潜
を
爆
発
さ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
が
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
も
彼
は
フ
モ

l
ル
に
よ
っ
て
朗

か
か
る
。
が
問
題
は
東
方
と
西
方
の
差
別
に
は
な
い
。

た
と
え
教
祖
が
誰
で
あ
れ
、

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

ら
か
な
距
離
を
と
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
c

す
な
わ
ち
詩
人
は
、

っ
か
わ
い
い
子
よ
、
誰
も
き
い
て
い
な
い
な
ら
、

お
ま
え
だ
け
に

こ
っ
そ
り
い
っ
て
あ
げ
る
」
(
ピ
巾

r
v
gこ
凶
C
5
2
昆

2
5ロ
(
「
百
円
日
仏
尺
印
田
恒
常
ロ
・
)
と
い
う
。
ま
る
で
老
人
が
愛
す
る
孫
に
む
か
つ

て
こ
っ
そ
り
耳
う
ち
す
る
風
を
よ
そ
お
い
な
が
ら

じ
つ
は
コ
ラ
l
ン
に
対
す
る
重
大
な
疑
義
を
そ
し
ら
ぬ
顔
で
う
ち
あ
け
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
一
篇
の
詩
と
し
て
の
面
白
さ
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
少
年
に
こ
っ
そ
り
語
ろ
う
と
い
う
一
語
に
つ
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
c

ゲ

ー
テ
は
、

西
東
的
人
間
と
し
て
可
能
な
か
ぎ
り
回
教
の
本
質
を
肯
定
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
詩
人
と
し
て
の
彼
は
、
予
言
者

る。 マ
i
ホ
メ
ッ
ト
と
の
あ
い
だ
に
和
解
し
が
た
い
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。

ボ
エ
!
ト

「
詩
人
は
天
賦
の
才
を
お
し
み
な
く
楽
し
み
の
た
め
に
用
い
て
楽
し
み
を
作
り
だ
そ
う
と
し
、
作
り
だ
し
た
も
の
に
よ
っ
て
誉
れ
を

「
註
解
と
論
説
」

で
彼
は
い
っ
て
い

え
よ
う
と
す
る
。
と
も
か
く
も
快
適
な
生
活
を
え
よ
う
と
す
る
。
彼
は
そ
れ
以
外
の
目
的
を
か
え
り
み
ず
、
多
様
で
あ
ろ
う
と
し
、

、い圭宵

と
叙
述
に
お
い
て
無
際
限
に
自
己
を
示
そ
う
と
す
る
。
予
言
者
は
こ
れ
に
反
し
、

る。
L

予
言
者
の
目
的
は
世
の
人
が
信
じ
る
こ
と
で
あ
っ
て
認
識
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
予
言
者
の
こ
の
よ
う
な
限
界
が
、
自
由

ポ
エ
ジ
ー

な
詩
人
ゲ

l
テ
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
「
マ
i
ホ
メ
ッ
ト
は
詩
に
対
す
る
嫌
悪
に
お
い
て
き
わ
め
て
徹
底
し
て
い
た
ら

し
く
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
メ

l
ル
へ
ン
を
禁
止
し
て
い
る
」
と
ゲ

l
テ
は
は
っ
き
り
書
い
て
い
る
。
最
大
の
智
恵
と
最
大
の
寛
容
を
も
っ
て

た
っ
た
一
つ
の
は
っ
き
り
し
た
目
標
を
目
ざ
す
の
で
あ

一210-

す
る
東
方
精
神
へ
の
参
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
や
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に

予
言
者
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
i
フ
と
も
い
う
べ
き
偏
狭
さ
は
、
彼

の
A
M
U

濯
を
よ
び
お
こ
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、

」
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
酒
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
も
の
が

つ
ぎ
の
詩

に
お
い
て
は
、
酒
に
よ
る
精
神
の
飛
躍
、

つ
ま
り
詩
的
霊
感
の
強
い
主
張
と
な
っ
て
現
れ
、

詩
を
解
せ
ぬ
ア
イ
リ
ス
タ

l
、
と
も
に
対
し
て

反
撃
が
加
え
ら
れ
る
。
が
そ
こ
で
も
、

そ
の
念
溜
は
素
材
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、

そ
れ
を
介
し
て
詩
人
と
少
年
と
の
こ
ま
や
か
な
愛
情
が

現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
詩
の
詩
た
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

先
生
が
テ
ー
ブ
ル
を
叩
い
て

思
い
の
ま
ま
を
ぶ
ち
ま
け
ら
れ
る
と

隅
に
い
る
坊
さ
ん
た
ち
は

偽
善
者
ら
し
く
身
を
ひ
そ
め
ま
す
。

か
つ
て
詩
人
は

「
誰
に
も
い
う
な
、
語
る
な
ら
ば
賢
者
に
の
み
語
れ
」

(ω白
mH

何
回
口
一

3
3チ
g
H
L
S
司
巾
U
S
-
-
ω
巾}門官

ω与口印
E
Z
)
と
い
っ
た
が
、
詩
人
は
霊
感
の
訪
れ
と
と
も
に
己
れ
の
真
情
を
吐
露
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

え
を
い
ち
早
く
の
み
こ
ん
で
い
た
ら
し
い
が
、
今
詩
人
が
、
そ
の
教
訓
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
感
興
の
お
も
む
く
ま
ま
に
卓
を
た
た
き
火
花

少
年
は
、
詩
人
の
あ
の
教

を
と
び
ち
ら
す
の
を
見
て
、
気
が
気
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
詩
人
は
す
で
に
予
言
者
さ
え
も
罵
倒
し
て
い
る
。
酒
場
の
客
た
ち
は
そ

212 

れ
を
き
き
こ
ん
で
、
詩
人
に
ど
ん
な
災
い
を
も
た
ら
さ
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
こ
で
少
年
は
、

な
め
る
た
め
に
、

は
ら
は
ら
し
な
が
ら
、

年
が
い
も
な
い
先
生
の
短
慮
を
た
し

し
か
し
自
分
の
成
長
の
ほ
ど
を
先
生
に
見
て
も
ら
う
こ
と
を
少
な
か
ら
ず
得
意
に
思
っ
て
、

先

生
に
忠
告
す
る
の
で
あ
る
。

Z yl 
2 ぬ温
t" 

<1 2. 
0 円
ロ

ロ
?<"己
目門
戸・

日ヲ
ヨロ

ロ
問問
白戸
} 

:::.. p.. 
2 白

山}
門戸
。(fq
". (D 

ロ
巳4

ω
O
R
E
S
m
m
-ロ
仏
」
白
門
回
目
円
吋
己

m
g門戸



同

z
m
2

丘

団

(

】

回

目

〉

}

丹

市

門

印

2
・

い
っ
た
い
ど
う
し
て
若
者
は

欠
陥
も
多
く

な
ん
の
と
り
え
も
な
い
の
に

年
を
と
っ
た
方
よ
り
賢
い
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
詩
人
は
、
少
年
を
心
か
ら
愛
す
る
ゆ
え
に
、
少
年
の
大
人
ぶ
っ
た
忠
告
を
と
が
め
だ
て
は
し
な
い
。
何
よ
り
も
彼
は
、
少
年
の

の
導
き
に
よ
っ
て
こ
ん
な
に
賢
く
な
っ
た
こ
と
を
先
生
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
天
真
な
虚
栄
心
の
現
れ
に
他
な
ら
な
い
c

虚
栄
心

一213-

向
上
心
に
心
を
う
た
れ
る
の
で
あ
る
。
少
年
は
小
ざ
か
し
く
も
先
生
に
対
し
て
注
意
を
う
な
が
そ
う
と
し
た
。
が
そ
れ
は
、
自
分
が
先
生

も
野
心
も
、
年
下
の
者
が
ひ
き
あ
げ
ら
れ
教
育
さ
れ
る
た
め
の
重
要
な
契
機
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
詩
人
は
少
年
の
殊
勝
な
気
持
を
十
分

に
の
み
こ
ん
だ
上
で
、

お
お
ら
か
に
こ
た
え
る

Q

開
ゲ
巾
ロ
円
目
白

2
5
w
m己
目
白

Z
2
関
口
同
ゲ
巾
ゆ

∞-gH)巾
」
己
ロ
∞
ロ
ロ
(
同

σ-mM伊
ゲ
巾
「
]
ロ

m-

ほ
ん
と
う
に
そ
う
だ
、

か
わ
い
い
子
よ
、

い
つ
ま
で
も
若
く
利
口
で
い
る
が
よ
い
。

詩
人
の
こ
の
言
葉
に
は
し
か
し
単
に
年
若
い
者
に
対
す
る
賢
者
の
優
越
し
た
フ
モ

l
ル
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
青

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

春
を
遠
く
あ
と
に
し
た
詩
人
が
か
つ
て
を
か
え
り
み
る
と
き
、

な
る
ほ
ど
そ
こ
に
は
多
く
の
迷
誤
が
あ
り
は
し
た
ο

し
か
し
そ
の
迷
い
と

苦
悩
の
な
か
に
青
春
の
み
が
も
ち
う
る
な
ん
と
い
う
不
思
議
な
智
恵
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
迷
い
を
脱
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
青
春

の
智
恵
、
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
形
成
の
過
程
に
お
い
て
必
然
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

そ
の
迷
い
も
智
恵

も
、
も
は
や
ど
ん
な
老
人
の
智
恵
を
も
っ
て
し
て
も
と
り
か
え
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
し
の
前
曲
で
詩

人
カ1

「
深
い
、
悩
み
に
み
ち
た
幸
福
を
、
憎
し
み
の
念
力
と
愛
の
威
力
を
、
私
の
青
春
を
か
え
し
て
く
れ
」
(
ロ

g
t目
F
三
「
自
己
目

N
巾ロ
4
0
己
目
。

znrv
ロ
2
回
目
印
印
巾
印
同

EhF
門
出
。
呂
田
口
宮

(-2
ピ白
σ
P
C
F
自
己
ロ
巾
』
戸
市
山

2
L
B可
N

Z
円{山口「一

5
u
l
d
と
叫
ん
だ
の

と
同
じ
思
い
が
こ
の
二
行
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
青
春
の
深
い
幸
福
が
苦
悩
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、

」
こ
に
は
ゲ
i
テ
の

体
験
が
息
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

Q

「
天
国
の
書
」
で
、
詩
人
が
フ
l

リ
に
む
か
つ
て

「
見
た
ま
え
、

こ
の
愛
の
傷
の
喜
び
を
」

て
「
美
し
い
惑
い
」
(
回
忌
。
ロ
凸
叶

pgnr己ロ
m
g
)
と
い
っ
た
の
も
、
彼
ら
し
い
ひ
か
え
め
な
や
り
方
で
ゲ

l
テ
的
精
神
に
し
た
が
っ
て
い

ー214-

(
盟
各
仏
2
r
$
2唱己口円山
g
T
H聞
け
)
と
い
っ
た
心
も
ま
た
こ
れ
に
通
じ
る
。
後
年
ハ
ン
ス
・
カ
ロ
ッ
サ
が
、
自
己
の
青
春
を
か
え
り
み

る
の
で
あ
ろ
う
。
青
春
は
で
き
あ
が
っ
た
何
物
を
も
所
有
し
て
は
い
な
い
c

「
真
理
へ
の
欲
求
と
錯
覚
を
喜
ぶ
心
」

(ロ

g
u
Eロ
m
E
n
r
当
5
F
5
5仏
岳

n
F
5門
戸

B
H，
E
m
v
Eど
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
は
青
年
の
み
が
有
す
る
財
宝
で
あ
り
、
人

し
か
し
彼
に
は
、

生
の
他
の
い
か
な
る
時
期
に
も
求
め
ら
れ
な
い
知
恵
で
あ
る
。
迷
い
悩
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
の
水
々
し
い
能
力
の
ゆ
え
に
、
今
こ

の
老
詩
人
は
己
れ
の
失
わ
れ
た
青
春
を
愛
惜
し

し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
心
は
、
あ
と
に
つ
づ
く
幼
い
者
た
ち
に
対
す
る
傾
愛
の
情
と
な

っ
て
現
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ

l
リ
ン
の
一
詩
で

ア
ル
キ
ピ
ア
デ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
問
う
て
い
る
ο

「
な
ぜ
あ
な
た
の
目
は
、

ま
る
で
神
々
を
見
る
よ
う
に
愛
情
を
こ
め
て
こ
の
若
者
に
そ
そ
が
れ
る
の
か
O
L

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
た
え
る

Q

「
深
奥
に
思
い
を
い
た
し
た

も
の
は
生
気
発
刺
と
し
た
も
の
を
愛
す
る
の
だ
」
と
。
発
刺
と
し
た
も
の
は
か
な
ら
ず
し
も
有
徳
で
は
な
い
ο

し
か
し
あ
ら
ゆ
る
美
徳
は



発
刺
と
し
た
青
春
た
し
に
は
え
ら
れ
な
い
。
少
年
に
ょ
せ
る
詩
人
の
愛
は
ま
さ
に
こ
の
プ
ラ
ト
ン
的
な
エ
ロ
ス
に
よ
る
の
で
あ
る
。
晩
年

る
さ
れ
た
度
々
の
記
事
は
、

そ
の
よ
う
な
彼
の
一
面
を
は
っ
き
り
と
っ
た
え
て
い
る
。

ボ
イ

ト

フ

は白

のた
占と

をえ
指ば
摘彼
し40の
、)日

記
対
話

し

晩

年

の

手

の
ゲ

l
テ
が
小
さ
い
者
た
ち
に
対
し
て
い
だ
い
た
い
つ
く
し
み
の
情
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、

記
の
な
か
か
ら
い
く
つ
か
の
記
録
を
あ
げ
て
い
る
が
、
我
々
は
な
お
一
つ
を
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。
あ
る
と
き
、
孫
の
ヴ
ェ
ル
フ
へ
ン

(者
g
h
n
Zロ
)
、
が
彼
の
書
斎
に
入
り
こ
ん
で
き
て
、
机
の
ひ
き
出
し
を
一
つ
占
領
し
て
そ
れ
を
自
分
の
玩
具
箱
に
し
て
し
ま
う
。

し
か
し

ヴ
ォ
ル
フ
は
|
と
、

ゲ
ー
テ
は
書
き
そ
え
て
い
る
|
毎
日
そ
れ
を
ひ
つ
く
り
か
え
し
な
が
ら
も
い
つ
も
注
意
ぶ
か
く
、

と
。
ゲ

i
テ
は
、

シ
ン
メ
ト
リ
ー
を

考
え
て
や
っ
て
い
る
、

そ
れ
が
い
か
に
も
面
白
い
、

」
の
頃
の
日
記
の
た
ぐ
い
に
は

そ
の
日
毎
の
重
要
な
出
来
事
を

書
き
つ
ら
ね
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
並
ん
で
、
孫
た
ち
、
殊
に
ヴ
ェ
ル
フ
へ
ン
の
こ
と
は
細
大
も
ら
さ
ず
書
き
つ
け
て
い
る
。

そ

こ
に
は
、
あ
た
り
ま
え
の
老
人
の
日
々
是
好
日
的
な
態
度
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

し
か
し
英
知
の
人
ゲ
!
テ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
新

-215-

し
い
世
代
の
成
長
に
対
す
る
驚
き
を
ま
じ
え
た
あ
た
た
か
い
期
待
の
気
持
を
読
む
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

エ
ッ
カ
l

マ
ン
が
っ
た
え
る

一
八
二
五
年
、

ゲ
ー
テ
が
シ
ラ
!
と
協
力
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
劇
場
が
炎
上
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

ゲ
ー
テ
は
、
自
分
た
ち
の
久
し
い
努
力
が
無
に
帰
し
た
こ
と
を
思
っ
て
意
気
消
沈
す
る
。

そ
の
と
き
ヴ
ェ
ル
ブ
ヘ
ン
が
祖
父
の
手
を
と
り

大
き
な
目
で
彼
を
見
な
が
ら

「
人
生
は
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
」

(
ω
c
m
m
z
v印
伝
ロ
云

g田
島
内
口
一
)
と
い
っ
て
な
ぐ
さ
め
た
と
い

ぅ
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
エ
ッ
カ

1
7
ン
に
語
っ
て
、

少
年
の
智
恵
に
心
か
ら
感
歎
し
て
い
る
の
で
あ
る

Q

青
春
の
迷
誤
も
背
の
び
を
し
た

老
成
ぶ
り
も
、

そ
れ
は
彼
ら
の
み
が
も
ち
う
る
向
上
心
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、

ゲ
ー
テ
は
こ
れ
を
た
だ
寛
大
に
許
す
だ
け
で
な
く

む
し

ろ
羨
望
の
気
持
を
こ
め
て
回
顧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
先
の
二
行
に
お
い
て
、
若
者
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
愛
情
と
、
新
し
い
世

代
に
対
す
る
あ
た
た
か
い
期
待
と
が
息
づ
い
て
い
る
の
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

ま
た
、
少
年
は
そ
の
よ
う
な
詩
人
の
深
い

北
大
文
学
部
紀
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

愛
情
を
信
じ
る
ゆ
え
に
、

一
層
自
由
に
詩
人
の
高
い
境
地
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
て
詩
人
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
少
年
の
言
葉
を
や
さ
し
く
受
け
と
め
、

「
こ
の
世
に
お
い
て
嘘
い
つ
わ
り
」
と
い
わ
れ
る
詩
の
運
命

と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
歌
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
詩
人
の
衝
迫
と
を
少
年
に
語
っ
て
き
か
せ
る
の
で
あ
る
。

開
同
印
仲
田
同
ロ

Y
F
E
C
m
r巳
自
白
目
的

41mmmHグ

口
問
ロ
ロ
〈

mH℃
-
E
L
m
H口
出
同

{wr
ロ
ロ
仏
印
℃
回
付

ロ山口
Z
2
2昨
己
自
由
。
日
付
〈
叩
吋
印
ロ
『
項
目
白

m
g
w

ロ
-nrzロ
8
5
2
5仲
間
ロ

rcロ
〈
2
2
H

ー 216-

は
じ
め
は
心
に
ひ
め
て
い
る
が
、

お
そ
か
れ
早
か
れ
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
う
。

詩
人
は
黙
っ
て
い
て
も
か
い
が
な
い

詩
作
す
る
こ
と
が
す
で
に
本
心
を
も
ら
す
こ
と
な
の
だ
。

そ
れ
は
か
つ
て
「
ロ

1
7
の
エ
レ
ギ

l
、
第
二
十
歌
」
で
う
た
っ
た
心
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
「
あ
あ
、
玉
た
ち
の
恥
辱
を
つ
つ
み
か

唇
を
つ
い
て
出
て
し
ま
う
の
だ
o
」

く
す
こ
と
さ
え
む
ず
か
し
い
:
・
/
美
し
い
秘
密
を
も
ら
さ
ぬ
こ
と
は
も
っ
と
む
ず
か
し
い
、
/
あ
あ
、

(〉
n
y
出

nycロ

44山見

2

8
出
口
}
阿
君

2
w

仏

2
欠。

E
m出

∞
口
}
阿
国
ロ
門
同
巾
〈

2
σ
2
m
g
一・・・

~ω
円
}
戸

442巾
吋

思
い
は
心
に
あ
ふ
れ
る
ま
ま
に



者
F
H
門同

g
ロ

5・

5
F
巾
山
口
凹
凸
「
九
日
ロ

2

0巾
「
巴
自
己
目

N
ロ
毛
田
町
同
市
同
グ
¥
〉
ロ

ru
門
目
白
ロ
ピ
℃
℃
伺
ロ
巾

D
E
E
-
-片
岡
吋
己
目
白
(
回
目
出
回
目
円
N
巾
ロ
∞

m
o
r
E
Z一
)

詩
と
詩
作
の
秘
密
を
語
り
な
が
ら

こ
こ
に
は
一
切
の
制
約
を
の
り
こ
え
た
自
由
で
普
遍
な
詩
人
の
立
場
が
朗
ら
か
に
鳴
り
ひ
び
い
て
い

る
。
そ
う
し
て
、
詩
人
と
の
語
ら
い
を
通
じ
て
、
少
年
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
境
地
に
高
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る

Q

さ
て
、
我
々
は
か
な
り
の
長
い
道
の
り
を
へ
て

こ
の
書
の
頂
点
を
な
す
一
詩
「
夏
の
夜
」

(
ω
0
5
5
2ロ
R
E
)
に
た
ど
り
つ
い
た

Q

し
か
し
こ
の
詩
は
註
釈
家
の
あ
い
だ
に
最
も
多
く
の
論
争
を
よ
ん
で
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
論
争
の
あ
い
だ
を
ぬ
っ

て
、
我
々
の
視
点
を
定
め
る
こ
と
に
つ
と
め
よ
う
。
詩
は
詩
人
の
問
い
の
言
葉
か
ら
は
じ
ま
る
。

ZF巾
仏
間
吋

m
g
m開
ロ
百
円
出
向

ωcロ
ロ

P

ロ0
ロ

r
E
宅
四
回
門

g
m
-
P口三

2
5
B
2ゆ

ー211. 

当
2
3
5
α
口
}
阿
片
山
口
『
君
。

E'
話回目

-
g
m開

り

2
2門
口
O
口

げ

仏

2
m
。]〔F
o
ω
口

Z
5
5
2
T

日
は
沈
ん
だ
が

西
空
は
ま
だ
あ
か
る
い
、

あ
の
金
色
の
輝
き
は

い
つ
ま
で
つ
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。

北
大
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
ま
日
」
に
つ
い
て

こ
の
対
話
が
か
わ
さ
れ
る
の
は
夏
至
の
夜
で
あ
る
。
場
所
は
、

夏
至
の
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、

北
半
球

そ
れ
も
よ
ほ
ど

北
よ
り
の
地
方
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
糸
杉
が
し
げ
り
、
天
幕
、

ブ
ル
ブ
ル
(
ベ
ル
シ
ア
の
小
夜
鳴
鳥
)
、

な
ど
の
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、

北
国
と
き
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

Q

ブ
ー
ル
、
タ
ハ
は
、
「
場
所
は
北
国
で
あ
り
、
東
洋
人
の
酌
童
が
老
人
と
と
も
に
北
国
を
訪
れ
、

て
夏
至
を
経
験
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、

は
じ
め

」
れ
は
の
ち
の
解
釈
者
に
よ
っ
て

現
実
に
は
存
在
し
な
い
ポ
エ
ジ
ー
の
国
と
さ
れ
て
い
る

(
シ
ュ
タ
イ
ガ
l

コ
ル
フ
、

ボ
イ
ト
ラ
l

モ
ム
ゼ
ン
隼
守
一
)
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
も
は
や
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に

お
い
て
、
詩
人
は
愛
す
る
少
年
に
夏
至
の
夜
の
天
空
の
あ
り
さ
ま
を
た
ず
ね
る
。
少
年
は
詩
人
の
う
な
が
し
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
自
分

が
オ
で
に
教
わ
っ
た
こ
と
を
得
々
と
し
て
話
し
て
き
か
せ
る
c

が
少
年
の
知
識
が
十
分
で
は
な
い
の
で
、
詩
人
は
さ
ら
に
少
年
に
天
文
学

の
知
識
を
さ
ず
け
る
。
こ
の
詩
の
大
体
の
結
構
は
以
上
の
よ
う
に
ご
く
明
快
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
最
初
の
詩
人

ロC
口
ゲ
仏
巾
円
ぬ
。
正
ロ
巾

ω
n
E
S
B
2
3
こ
れ
は
、
ひ
と
り
言
の
よ
う
に
し
て
少
年
に
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
と
き
の
詩
人
の
気
持
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の
言
葉
か
ら
は
じ
ま
る
。
「
こ
の
金
色
の
輝
き
は
い
つ
ま
で
つ
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。
」
(
巧

5
2
5今
宮
江
戸
当
。

E
U
3
1
2ぬ
と
り

2
2同

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ン
ツ
ア
ー
は

「
詩
人
は
、
今
日
は
タ
や
け
が
朝
ま
で
つ
づ
く
の
に
驚
く
。
そ
し
て
彼
は
酌
童

に
ほ
ろ
よ
い
機
嫌
で
そ
の
現
象
を
説
明
し
て
や
る
の
だ
」
と
い
う

Q

こ
れ
に
対
し
て

0

ア
ー
ル
ダ
ハ
は
い
う
。
詩
人
の
言
葉
は
疑
問
形
を
よ

そ
お
っ
た
呼
び
か
け
(
〉

5
2
0
で
あ
る
。
少
年
は
こ
れ
を
、
「
詩
人
が
ま
ち
か
ね
て
い
る
し
と
誤
解
し
て
、
真
夜
中
に
な
る
時
を
た
し
か

め
て
そ
れ
を
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
c

真
夜
中
は
敬
度
な
回
教
徒
に
と
っ
て
祈
り
の
時
だ
か
ら
で
あ
る
。
リ
ュ
ヒ
ナ
ー
も
ま
た
こ
れ
に
し
た

が
っ
て
い
ぶ
「
シ
ュ
タ
イ
ガ
l
は
、
詩
人
が
問
う
た
の
は
彼
が
じ
っ
さ
い
知
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
札

ν)
す
な
わ
ち
、
少
年

t主

こ
の
願
い
を
は
た
す
た
め
に
懸
命
に
つ
と
め
る
c

し
か
し
詩
人
は
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
む
ろ
ん
と
う
か
ら
知
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
し
た
が
っ
て
こ
の
間
い
は
レ
ト
l

リ
シ
ュ
な
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
、

と。

コ
ル
フ
も
こ
れ
と
同
意
見
で
あ
る
。
ボ
イ
ト
ラ
ー
も



ほ
ぼ
こ
の
考
え
に
し
た
が
う
が
、

(
制
)

の
だ
と
解
す
る
。
詩
人
の
言
葉
が
、
驚
き
で
あ
る
か
、
呼
び
か
け
で
あ
る
か
、

た
だ
彼
は
、

詩
人
は
西
の
方
の
明
る
み
が
い
つ
ま
で
続
く
か
と
い
う
こ
と
を
じ
っ
さ
い
に
問
う
て
い
る

レ
ト
l

リ
シ
ュ
な
問
い
で
あ
る
か

西
空
の
明
る
み
を
じ

こ
こ
に
は
微
妙
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
c

が
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
新
し
い
見
解
を
表
明
し
た
の
は
最
近
の

モ
ン
メ
・
モ
ム
、
セ
ン
で
あ
る
ο

彼
の
主
張
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
ο

ベ
ダ
ゴ

i
ギ
シ
ユ

こ
の
詩
の
基
調
は
教
育
的
な
も
の
で
あ
る
ο

そ
れ
は
こ
の
詩
の
成
立
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
c

ま
ず
ボ
ア
ス
レ

l
の
日
記
一
八
一
九

年
八
月
五
日
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

っ
さ
い
に
問
う
て
い
る
の
か
、

「ゲ

l
テ
は
ヴ
ィ

l
ス
パ

l
デ
ン
で
夜
ふ
た
た
び
デ
ィ

l
ヴ
ァ
ン
の
一
一
一
二
の
詩
を
読

ん
だ
0

・
:
全
体
(
酌
童
に
関
す
る
詩
l
モ
ム
ゼ
ン
註
)

は
高
貴
で
自
由
な
教
育
的
関
係
と
し
て
、

少
年
の
老
人
に
対
す
る
愛
と
畏
敬
と
し

て
、
特
に
美
し
く
一
つ
の
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
タ
や
け
と
朝
や
け
が
同
時
に
空
に
見
ら
れ
る
夏
至
の
夜
の
詩
で
あ
る
。
天
文

学
、
倫
理
。
」
こ
の
詩
に
お
け
る
教
育
的
要
素
は
レ

l
パ
ー
に
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
た
が
、
デ
ュ
ン
ツ
ア
ー
に
な
石
と
も
う
勝
手
な
心

219 -

理
的
解
釈
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
υ

こ
の
よ
う
な
脱
線
の
最
大
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
ブ

l
ル
、
タ
ハ
で
あ
る
。
彼
は
冒
頭
の
詩

人
の
言
葉
を
ゆ
が
め
て
解
釈
し
、

自
分
が
す
き
な
回
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
ち
だ
そ
う
と
い
う
目
的
の
た
め
に
こ
れ
を
使
っ
て
い
る
。

ボ
イ
ト
ラ
ー
も
こ
の
点
は
全
く
ブ

l
ル
ダ
ハ
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

」
の
よ
う
に
、
ブ

l
ル
ダ
ハ
を
契
機
と
し
て
こ
の
詩
の
解
釈
に
お
い

て
教
育
的
な
も
の
か
ら
宗
教
的
な
も
の
へ
と
重
心
の
お
き
か
え
が
な
さ
れ
、

以
後
研
究
者
は
こ
の
詩
に
自
分
の
勝
手
な
読
み
こ
み
を
や
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る

と
O 

モ
ム
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
、

ボ
ア
ス
レ

l
の
日
記
に
見
ら
れ
る
教
育
的
な
も
の
が
あ
く
ま
で
も
こ
の
詩
の
本
来
の
テ

l
マ
で
あ
っ
て
、

そ

れ
は
第
一
に
、

ゲ
ー
テ
の
強
い
天
文
学
的
関
心
(
彼
は
当
時
し
ば
し
ば
み
ず
か
ら
天
文
台
に
の
ぼ
り
、

イ
ェ

l
ナ
の
天
文
学
者
フ
ォ
ン
・

ミ
ュ
ン
ヒ
ョ
!
と
そ
の
点
に
つ
い
て
対
話
を
か
わ
し
て
い
る
)
、
第
二
に
、
当
時
人
々
の
話
題
に
な
っ
て
い
た
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
教
育
法
に

北
大
文
学
部
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

ゲ
ー
テ
も
輿
味
を
よ
せ
た
が
、

そ
の
抽
象
的
な
方
法
、

特
に
他
に
対
す
る
尊
敬
心
を
つ
ち
か
う
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は

げ
し
い
批
判
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
。
以
上
の
こ
と
は
ボ
ア
ス
レ
!
と
の
対
話
に
見
ら
れ
る
が
、

「
夏
の
夜
」
の
詩
が
ボ
ア
ス
レ

l
に
朗

読
さ
れ
た
の
は
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

モ
ム
ゼ
ン
は

」
の
よ
う
な
成
立
事
情
か
ら
し
て

」
の
詩
の
基
調
が
き
わ
だ
っ
て
教
育
的
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
、

そ
こ
か
ら
力
点
を
ず
ら
し
て
し
ま
う
よ
う
な
ブ
l
ル
ダ
ハ
の
見
解
に
強
く
反
対
す
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
た
し
か

な
根
拠
に
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら

「
日
は
沈
ん
だ
が
西
空
は
ま
だ
あ
か
る
い
。
あ
の
金
色
の
輝
き
は
い
つ
ま
で
つ
づ
く
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
言
葉
の

む
は
、

そ
れ
に
つ
づ
く
酌
童
の
応
答
を
考
慮
に
入
れ
て
も
一
義
的
に
は
き
め
が
た
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
独
白
の
形
で
出
さ
れ
た
軽
い

疑
問
と
も
と
れ
る
し
、
少
年
へ
の
レ
ト
l

リ
シ
ュ
な
問
い
か
け
と
も
と
れ
る
。

ま
た
じ
っ
さ
い
少
年
に
た
ず
ね
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
ο

耳目
2
2
5斥
z
r
r
d『
C
E
-
-
は
、
相
手
を
意
識
し
て
強
く
読
む
な
ら
ば
問
い
か
け
の
気
持
が
出
て
こ
よ
う
し
、
軽
く
読
め

220 -

ば
単
な
る
疑
問
の
気
持
と
も
う
け
と
れ
る
。

の
ち
に
詩
人
が
、
夏
至
の
天
文
学
的
現
象
に
つ
い
て
少
年
に
教
え
て
い
る
こ
と
だ
け
か
ら
し

て
、
詩
人
は
た
だ
レ
ト

I
リ
シ
ュ
に
、
知
ら
ぬ
風
を
よ
そ
お
っ
て
、

た
ず
ね
て
い
る
の
だ
と
き
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
c

も
と
も
と
詩
人

は
酒
を
く
ん
で
上
機
嫌
な
の
で
あ
る
。
ふ
と
盃
か
ら
目
を
あ
げ
て
、

空
の
様
子
を
見
て
、

ぁ
、
と
い
ぶ
か
し
が
っ
た
と
し
て
も
ふ
し
ぎ
で

は
な
い
。
そ
れ
か
ら
詩
人
は
、
今
夜
は
夏
至
で
あ
る
こ
と
に
す
ぐ
気
が
つ
き
、
少
年
に
む
か
つ
て
、
あ
の
明
る
み
が
い
つ
ま
で
つ
づ
く
か

見
て
ご
ら
ん
と
い
う
気
持
を

「
い
つ
ま
で
つ
づ
く
の
だ
ろ
う
か

知
り
た
い
も
の
だ
」
と
い
っ
た
と
し
て
も
ご
く
自
然
で
あ
ろ
う
。

モ
ム
ゼ
ン
が
そ
う
い
う
解
釈
を
こ
と
ご
と
く
否
定
し
て

こ
れ
は
詩
人
が
教
育
的
意
図
を
も
っ
て
弟
子
に
質
問
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
解

釈
に
固
執
す
る
の
は
、
彼
が
文
献
学
的
に
た
ず
ね
あ
て
た
事
実
を
ぜ
ひ
と
も
こ
こ
に
読
み
こ
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
そ
れ

は
、
詩
人
の
体
験
を
た
だ
ち
に
詩
と
結
び
つ
け
た
が
る
文
献
学
者
の
悪
弊
に
お
ち
い
っ
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、



教
育
的
要
素
が
こ
の
詩
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も

そ
も
そ
も
教
育
は
そ
の
よ
う
に
意
図
的
に
せ
っ
か
ち
に
な
さ
れ
う
る
も
の
で

は
あ
る
ま
い
。
真
の
教
育
者
は
教
育
的
配
慮
を
無
視
す
る
こ
と
も
珍
ら
し
く
は
な
い
。

ふ
と
し
た
こ
と
が
教
育
的
に
発
展
す
る
こ
と
も
あ

る
し
、
逆
に
、
余
計
な
意
識
が
教
育
の
効
果
を
む
な
し
く
す
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
無
心
に
か
わ
さ
れ
る
師
弟
の
語
ら
い

が
か
え
っ
て
す
ぐ
れ
た
効
果
を
発
揮
し
う
る
と
い
っ
て
よ
い
。
か
り
に
モ
ム
ゼ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
核
心
を
教
育
的
と
し
て
規

定
し
て
も
、
最
初
の
詩
人
の
問
い
を
も
教
育
的
意
図
を
も
つ
も
の
と
し
て
読
む
必
要
は
少
し
も
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
ん
な
意
図

な
し
に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
、

お
の
ず
か
ら
少
年
の
た
め
に
な
る
対
話
と
し
て
展
開
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
詩
人
は
教
育
者

シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
教
え
る
立
場
に
あ
る
詩
人
、
が
、
「
決
し
て

と
し
て
一
層
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

ベ
ダ
ン
テ
ィ
シ
ュ
に
な
ら
な
い
」
と
こ
ろ
に
こ
の
書
の
最
大
の
美
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
モ
ム
ゼ
ン
の
所
論
は
こ
の
詩
が
生
ま
れ
た
背
景
の

知
識
は
あ
た
え
る
が
、

そ
れ
は
詩
そ
の
も
の
の
解
釈
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
。
む
し
ろ
、

」
の
よ
う
に
体
験
と
詩
を
性
急
に
結
び
つ
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け
る
こ
と
は
詩
の
自
由
を
お
び
や
か
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
モ
ム
ゼ
ン
の
実
証
的
研
究
に
敬
意
を
表
し
は
し
て
も
、
彼
も
ま
た
「
自

分
の
す
き
な
考
え
を
作
品
に
読
み
こ
も
う
と
す
る
」
弊
に
お
ち
い
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

酌
童
は
詩
人
の
言
葉
を
き
い
て
、
(
そ
れ
が
本
来
自
分
に
問
い
か
け
ら
れ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
独
白
さ
れ
た
の
か
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
)

い
そ
い
そ
と
先
生
の
た
め
に
天
空
の
様
子
を
見
守
ろ
う
と
す
る
c

が
少
年
は
た
だ
見
張
り
を
す
る
だ
け
で
な
く
、

」
れ
ま
で
の
無
邪
気

な
、
少
し
く
老
成
ぶ
り
た
が
る
性
格
に
ふ
さ
わ
し
く
、
得
意
に
な
っ
て
自
分
の
知
識
を
し
ゃ
べ
り
た
て
る
。

当
己
由
同

Ew
出

2
H
U
m
o
i
-
-
-
n
r
z
α
Z
P

ど
〈
目
立
い
巾
口
問
広
田
巾
叶
仏
同
町
田
開
口

N
巾
}
4
h
m

ロ
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先
生
は
わ
た
し
に
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、

こ
れ
ら
の
こ
と
を
、

ま
た
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
を
。

」
れ
ま
で
お
き
き
し
ま
し
た
こ
と
は

決
し
て
忘
れ
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

や
が
て
真
夜
中
に
な
る
で
し
ょ
う
、

先
生
は
よ
く
早
目
に
わ
た
し
を
起
さ
れ
ま
し
た
が
。

な
ん
と
す
て
き
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

-225ー

先
生
と
ご
一
緒
に
宇
宙
を
た
た
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ら
、

し
か
し
こ
こ
で
も
解
釈
は
は
な
は
だ
し
く
わ
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ブ
ー
ル
タ
ハ
は
む
ろ
ん
こ
の
詩
を
回
教
の
教
義
に
ひ
き
つ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
勾
↑
詩
人
は
真
夜
中
の
祈
り
の
時
刻
を
知
ろ
う
と

d
-「

」
の
少
年
の
答
え
に
は
な
ん
の
問
題
も
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
が

す
る
。
少
年
は
そ
れ
を
見
と
ど
け
て
詩
人
に
つ
た
え
、
彼
と
と
も
に
ア
ラ
ー
を
た
た
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
が
コ
ル
フ
は
は
っ
き

り
と
ブ
ー
ル
ダ
ハ
の
名
を
あ
げ
て
こ
れ
に
反
対
し
て
い
う
c

「
回
教
徒
の
祈
鵡
の
一
習
慣
へ
の
指
示
は
こ
の
詩
の
本
意
を
逸
脱
す
る
も
の
で

あ
る
。
作
者
は
宗
教
的
な
儀
式
の
た
め
に
真
夜
中
に
な
る
の
を
待
と
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
由
な
敬
度
性

Q
5
5
P
α
ハ

H
H
B
H
m
Z
5

し
か
し
ボ
イ
ト
ラ
ー
は
ま
た
こ
れ
に
反
対
し
て
い
う
。

か
ら
酌
童
と
と
も
に
壮
大
な
星
空
を
た
た
え
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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一
l

西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
L

に
つ
い
て

ブ
ー
ル
、
タ
ハ
が
こ
の
詩
を
日
没
、
真
夜
中
、

日
の
出
の
際
の
回
教
の
祈
一
橋
と
結
び
つ
け
る
の
は
正
当
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
創
造
主
と

短
か
い
夜
や
長
い
夜
に
つ
い
て
少
年
に
教
え
る
こ
と
な
ど
が
重
要
な
の
で

被
造
物
の
世
界
を
た
た
え
る
の
が
こ
の
詩
の
核
心
で
あ
っ
て
、

は
な
い
o
」
モ
ム
ゼ
ン
が
、
こ
こ
に
ブ

l
ル
ダ
ハ
に
は
じ
ま
る
宗
教
的
偏
向
を
見
て
、
こ
れ
に
強
く
反
対
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に

ふ
れ
て
お
い
た
。

」
の
よ
う
に
解
釈
が
わ
か
れ
る
に
つ
い
て
は

こ
の
詩
が
一
八
一
四
年
に
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
か
ら
四
年
を
へ
て
一
八
一
八
年
に
完
成

さ
れ
た
と
い
う
事
情
も
あ
ず
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
夏
の
夜
の
イ
メ
ー
ジ
が
ゲ
!
テ
ほ
ど
の
詩
人
の
心
を
こ
れ
ほ
ど
長
い
間
と
ら
え
て

い
た
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
幾
重
も
の
表
現
の
ひ
だ
が
想
像
さ
れ
る
わ
け
で
、
解
釈
者
は
思
わ
ず
も
用
心
深
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
あ
ま
り
に
せ
ん
さ
く
す
る
こ
と
は
、

か
え
っ
て
詩
の
す
な
お
な
理
解
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
空
の
明

る
み
が
い
つ
ま
で
つ
づ
く
か
と
問
い
か
け
ら
れ
た
少
年
が
、

よ
る
こ
ん
で
詩
人
の
た
め
に
天
空
の
う
つ
り
か
わ
る
さ
ま
を
見
張
ろ
う
と
す

一226

つ
い
で
に
、
自
分
が
す
で
に
え
て
い
る
知
識
を
先
生
の
前
で
う
れ
し
そ
う
に
説
明
す
る
の
も
全
く
自
然

で
あ
る
。
我
々
は
少
年
の
口
か
ら
、
師
の
教
え
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
壮
大
な
宇
宙
と
創
造
主
の
讃
歌
を
き
け
ば
よ
い
。
そ
う
し
て
、
師
の

そ
れ
を
師
の
前
で
開
陳
す
る
少
年
の
様
子
か
ら
、

る
の
は
ま
こ
と
に
自
然
で
あ
る
。

言
葉
を
し
っ
か
り
と
心
に
と
め
、

に
、
作
者
の
天
文
学
的
な
関
心
、
汎
神
論
的
な
思
想
、

先
生
へ
の
敬
愛
の
情
を
く
め
ば
よ
い
。
我
々
は
そ
こ

と
り
わ
け
そ
れ
ら
に
媒
介
さ
れ
た
師
弟
の
プ
ラ
ト
ン
的
な
愛
の
か
か
わ
り
を
十
分

に
た
の
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
詩
を
味
わ
う
た
め
に
は
こ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

回
教
の
祈
篇
の
き
ま
り
を
こ
こ
に
読
ま
ね
ば

な
ら
な
い
理
由
は
少
し
も
な
い
。

し
か
し
ま
た
そ
れ
を
是
非
と
も
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
な
こ
と

は
、
詩
人
と
少
年
が
と
も
に
夏
至
の
夜
の
天
空
の
不
可
思
議
に
思
い
を
こ
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
詩
人
が
特
に
教
育

的
意
図
を
も
っ
て
少
年
に
対
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
論
外
で
あ
る
。
少
年
が
敬
愛
す
る
師
と
と
も
に
天
空
の
神
秘
を
な
が
め
る
と
い
う
こ



と
、
そ
れ
以
上
に
す
ば
ら
し
い
教
育
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
る
に
モ
ム
ゼ
ン
は
、

ふ
た
た
び
こ
の
詩
の
教
育
的
意
図
を
強
調
し
て
い
う
。
少
年
の
答
え
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
り
た
っ
て
い

る
。
第
一
連
(
五
i
八
行
)
と
最
後
の
二
連
(
二
九
|
三
六
行
)

か
ら
な
る
第
一
の
部
分
と
、

そ
の
あ
い
だ
に
挿
入
さ
れ
た
第
二
の
部
分

と
で
あ
る
。
第
一
の
部
分
に
は
詩
人
の
聞
い
に
対
す
る
答
え
が
、
第
二
の
部
分
に
は
「
空
想
に
み
ち
た
脱
線
」
が
あ
る
。
少
年
は
師
の
夏

至
に
つ
い
て
の
聞
い
に
十
分
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の
狼
狽
を
か
く
す
た
め
に
、
そ
の
聞
い
に
は
直
接
関
係
の
な
い
天
文
学
上
の

知
識
を
ひ
れ
き
し
て
そ
の
場
を
と
り
つ
く
ろ
お
う
と
す
る
。
こ
こ
に
は

一
般
に
年
少
者
が
人
に
問
い
つ
め
ら
れ
た
と
き
よ
く
見
せ
る
態

度
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
鋭
く
と
ら
え
た
の
は
ゲ
l
テ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
か
つ
ま
た
、

に
立
た
せ
る
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
エ
レ
ン
ク
テ
ィ
ク
(
反
論
立
証
〉
の
本
質
で
あ
っ
て
、

弟
子
を
こ
の
よ
う
に
問
い
つ
め
て
窮
地

」
の
箇
所
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
は
じ
め
て
ゲ

ー
テ
の
教
育
的
意
図
が
明
か
に
な
る
の
で
あ
る
、

と
い
う
。
こ
う
考
え
る
と
、
第
二
の
脱
線
の
部
分
を
導
入
す
る
ロ

g口
付
7

4
司
丘
四
・
・
・
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は
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
く
る

Q

つ
ま
り
師
の
問
い
に
直
接
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
少
年
は
、
自
分
が
無
知
で
も
怠
情
で
も
な
い
こ
と
を
な

ん
と
か
し
て
立
証
し
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
彼
は
、

「
だ
っ
て
わ
た
し
は
知
っ
て
い
ま
す
」
と
強
く
い
う
の
だ
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

モ

ム
ゼ
ン
の
よ
う
に

ゲ
ー
テ
の
教
育
的
意
図
を
強
調
し
、

こ
こ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
証
術
ま
で
も
読
も
う
と
い
う
前
提
で
立
ち
む
か
う
な

ら
ば

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
必
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
重
ね
て
い
う
よ
う
に
、

」
の
詩
の
教
育
性
は
モ
ム
ゼ
ン
の
よ
う
に

解
さ
な
く
て
も
十
分
に
成
立
す
る
。
ま
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
育
法
を
も
ち
出
す
必
要
は
い
さ
さ
か
も
な
い
。
ロ
巾
ロ
ロ
日
ロ
ゲ
ヨ
巾
山
田
を
彼
の

よ
う
に
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
全
く
な
い
。
少
年
は
欣
然
と
し
て
空
の
見
張
り
に
立
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
先
生
は
真
夜
中
の
星
空
を
あ
お

ぐ
こ
と
が
大
す
き
な
の
だ
か
ら
。
真
夜
中
に
な
っ
た
ら
先
生
と
一
緒
に
星
空
を
な
が
め
、
創
造
主
を
た
た
え
、

天
文
の
こ
と
に
つ
い
て
も

教
わ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
少
年
に
と
っ
て
な
ん
と
い
う
喜
び
で
あ
ろ
う
。
詩
の
言
葉
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
語
っ
て
は
い
な
い
。

北
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

(
出
)

こ
れ
が
い
わ
ば
こ
の
詩
の
エ
レ
メ
ン
タ

l
ル
ホ
リ
ツ
オ
ン
ト
で
あ
る
c

そ
れ
以
上
に
こ
の
詩
か
ら
何
を
味
わ
う
か
は
、
読
む
人
の
そ
れ
ぞ

れ
の
主
観
と
教
養
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
異
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
い
ず
れ
か
を
一
方
的
に
主
張
す
る
の
は
、

こ
れ
ま
た
詩
の
生
命
を
お
び
や
か
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
読
む
人
の
自
由
な
想
像
力
に
働
き
か
け
、

さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
よ
び
お
こ
す

と
こ
ろ
に
詩
の
面
白
さ
が
あ
る
。
我
々
と
し
て
は
、

そ
れ
ら
の
方
向
に
共
通
な
ホ
リ
ツ
オ
ン
ト
を
た
し
か
め
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。

詩
人
は
ふ
た
た
び
少
年
に
む
か
っ
て
い
う
。

N
d〈
田
岡
山
口
門
出

22μ
己
正
門
戸
口
門
日
の
目
立

g

叶

α口
町
同
出
己

σ己
関
内
H
H
H
N
巾

ZMドロ}戸同開
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F
r
。μ
E
2仲
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田
口
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巾
耳
目

Z
P

目
白
門
日

5

Z出
口
宮
田
0
4
-
己
4
2
目。

urz-

口
問
ロ
ロ
門
口
〔
ロ

2
2
1
N市
町
内
仏

2
・
司

-o円
m
H
U

spw
己
問
団
の
岡
山
由

n
r
g
s〈
c-r
回
目
白
口
四
ロ
ロ

EV

口

広

田

g
F
4
1件
当
♂
己
目
白
〉
ロ

8
5
u

宮
山
口
問

2
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2
5
3
F司
自
己
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白
}
同
ロ
ロ
ア

zor--nr印
伴
内
門
会
凶
片
的
。
一

g
p

吋
広
町
宮
田
同
ロ
ロ
同

P
5
E
F巾』山門日目巾]円ソロ
E
ロ
U

ロ
巾
ロ
ロ
回
目
白

B
p
r
z
L
a
D
m
ω
n
r
α
ロ叩

k
r
r
(同
開
口
出

2
℃

2己
由

巾

HHHZrHnロ・

こ
の
か
ぐ
わ
し
い
庭
で
は

小
夜
鳴
烏
が
夜
、
と
お
し
な
き
も
し
よ
う
、

し
か
し
夜
が
そ
ん
な
に
す
ば
ら
し
く
な
る
ま
で
に
は

長
い
あ
い
だ
待
た
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

一229-

な
ぜ
な
ら
ギ
リ
シ
ア
の
民
が
い
う

」
の
フ
ロ
ー
ラ
の
季
節
に
は

や
も
め
ぐ
ら
し
の
ア
ウ
ロ

l
ラ
が

ヘ
ス
ペ
ル
ス
を
慕
っ
て
も
え
た
っ
て
い
る
か
ら
ね
。

さ
あ
お
は
い
り
、

か
わ
い
い
子
よ
、

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

な
か
に
入
っ
て
一
戸
を
し
め
な
さ
い

美
し
い
お
ま
え
を
へ
ス
ペ
ル
ス
と
思
っ
て

ア
ウ
ロ

l
ラ
が
さ
ら
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
か
ら
ね
。

夜
は
次
第
に
ふ
け
て
い
く
。
真
夜
中
に
な
れ
ば
天
空
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
可
思
議
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
が
詩
人
は
、
夏
至
の
今
夜

は
真
暗
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
少
年
に
さ
と
し
つ
つ

ヘ
ス
ペ
ル
ス
に
恋
い
こ
が
れ
る
ア
ウ
ロ
l
ラ
、
が
お
ま
え
を
へ
ス
ペ
ル
ス
と
思
い
あ

や
ま
っ
て
さ
ら
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
早
く
家
に
入
っ
て
や
す
む
よ
う
に
と
す
す
め
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
ゲ

l
テ
は
、

「
夜
に
な
っ
た
ら
悪
魔
に
さ
ら
わ
れ
ぬ
よ
う
に
子
供
を
家
に
入
れ
て
戸
を
と
ざ
し
な
さ
い
」
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
の
伝

承
を
、
自
由
に
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
世
界
に
転
用
し
て
い
る
Q

(

た
だ
し
厳
密
に
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
な
い
。
フ
ロ
ー
ラ
は
ロ

l
マ
の
花
の
女

一230ー

神
だ
か
ら
で
あ
る
。
)

ア
ウ
ロ

l
ラ
(
曙
の
女
神
)
は
夫
の
テ
ィ
ト
ヌ
ス
に
永
遠
の
生
命
を
え
さ
せ
た
が
、
永
遠
の
青
春
を
え
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
テ
ィ
ト
ヌ
ス
は
老
い
ぼ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
彼
女
は
、

」
の
夏
至
の
夜
夫
を
す
て
て
へ
ス
ベ
ル
ス

(
宵
の
明
星
)
を
追
い
求
め
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
へ
ス
ペ
ル
ス
は
太
陽
に
つ
づ
い
て
姿
を
消
し
た
か
ら
、

ア
ウ
ロ
i
ラ
は
彼
に
追
い
つ

く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
詩
人
は
、

ア
ウ
ロ

l
ラ
が
愛
の
あ
え
ぎ
の
あ
ま
り
美
し
い
酌
童
を
へ
ス
ペ
ル
ス
と
思
い
ち
が
え
て
さ
ら
っ

て
い
く
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
早
く
家
に
入
っ
て
や
す
み
な
さ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
東
方
の
イ
メ
ー
ジ
を
西
方
の
神
話
に
う

っ
し
え
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
妙
味
に
感
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

」
こ
で
も
っ
と
注
白
す
べ
き
は

少
年
を
他
の
女
性
か
ら
守
ろ
う
と
す
る

詩
人
の
気
づ
か
い
が
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
酌
童
が
詩
人
を
褐
色
の
髪
の
女
か
ら
守
っ
た
の
と
対
を
な
し
つ
つ
、
両

者
の
愛
情
の
つ
な
が
り
が
こ
こ
で
し
っ
く
り
と
か
た
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



s 

奈
川
婦
人
、
っ

さ
石
"
ノ
〆
し

ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に

る
。
し
か

ま
だ
護
っ
て
い
る
。
先
の
少
年
の

の
最
後
の

の

あ
い
だ
に
は
ど
う
い

い
が
お
か
れ
て
い
る
の
勺
あ
ろ
う
か
。

ポ
イ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

ニ
人
は
テ
ラ
ス
で
天
空
を
な
が

ア
ラ
ー
を
た
た

に
つ
い
て

っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

し
か
し
そ
ム
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は

な
い
意
味
を
欝
手
に
つ
け
加
え
た
も
の
で

コ
戸
外
で

し
た
い
と
い

う
少
年
の

い
は
し
り
ぞ
け
ら
れ

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
そ
う
は
っ
診
り
と
断
言
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ

の
対
話
体
の
詩
に
お
い
て
は
、
詩
人
が
少
年
と
と
も
に
夜
空
を
な
が
め
た
と
は
議
か
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
同
じ
よ
う
に
、
詩
人
が

少
年
の
願
い
な
し
り
ぞ
け
た
と
も
議
か
れ
て
は
い
な
い
の
で

少
年
の

て
詩
人
が
た
だ
ち
に
応
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、

な
が
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
詩
人
は
か
な

夜
い
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。
詩
人

こ

J
J
C
主
工
、
0

7
6
J
t
T
L
 

で
に
こ
の
書
一
全

体
が
ゆ
る
や
か
に
連
鎖
し
な
が
ら

の
治
則
に

ぷ
イ
ト
ラ
;
の
想
像
す
る
よ
う

231 -

い
を
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
c

ま
し
て
、

で
に
十
分

に
語
ら
れ
て
い
る
。
一
一
人
が
じ
っ
さ
い
に
天
空
を
な
が
め
る
と
い
う
こ
と
は
も
は

の
詩
的
省
轄
を
こ
こ
で
や
っ
て
い
る
の
だ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
む
私
は
む
し
ろ
ボ
イ
ト
ラ
!
の
こ
の
よ

少

年
と
と
む
に

な
が
め
な
が
ら
、

そ
ら
く
イ
ス
ラ
ム
的
な
ら
ぬ

l
i況
神
論
的
な
閉
山
懇
会
話
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し

く
。
そ
こ

ム
7

夜
は
い

っ
て
い
て

に
な
ら
な
い
こ

ら、

や
さ

せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
ム
ゼ
ン
の

主
主
、

o

t
f
L
 

々
の
心
が
お
の
ず
か
ら
そ

の
よ
う
に
動
い
て
い
く

ぃ
。
こ
こ
で
も
、
詩
は
論
理
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
詩
の
核
心
的
な
滋
味
と
美
し
さ

を
と
ら
え
る
こ
と
技
研
究
者
に
と
っ
て

は
な
か
づ
た
ら
し
い
。

シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
コ
ロ
ナ
誌
に
そ
の

イ
ン
タ
ー
ブ
レ
タ

北
大
文
学
部
紀
要



ツ

マ函
)東
/ 呈三与

を量
発
表酌
し零
て 二五
以 E
来長に

ペコ
L 、
てニ

ュ
ア
ン
ス
は
異
に
し
な
が
ら
も
そ
れ
は
凌
駕
し
が
た
い
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
見
解
と
し
て
通
用
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ボ
イ
ト
ラ
ー
や
リ
ュ
ヒ
ナ
ー
の
よ
う
な
大
家
が
、

さ
ら
に
は
モ
ム
ゼ
ン
に
い
た
る
ま
で
も
、
彼
の
美
し
い
言
葉
を

長
々
と
引
用
し
て
い
る
こ
と
、
我
々
も
ま
た
こ
の
論
文
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
こ
う
。

さ
て
少
年
は
詩
人
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
う
ち
に
さ
す
が
に
眠
り
を
も
よ
お
し
て
く
る
。
彼
は
も
う
一
度
神
を
た
た
え
、
詩
人
へ
の
愛

を
告
白
し
て
眠
り
こ
ん
で
し
ま
う
。
詩
人
は
も
う
一
度
盃
を
手
に
と
る
。
し
か
し
こ
の
酒
に
は
も
は
や
地
上
の
も
の
と
は
思
え
な
い
精
神

の
輝
き
が
あ
る
。

]
[
円
一
「
丹
江
口
日
内
向
ロ
C
ロ
rut-口
出
ず
巾
円
印
江
戸
巾

u
丘一ニ
-mu

。戸B-片

(FHHHrru
巾
片
君
田
口
}μ
巾
ロ
〔
日
ロ

-
n
r
F
2
h
E
5け

-232-

わ
た
し
は
も
っ
と
の
も
う

だ
が
そ
っ
と
そ
っ
と

お
ま
え
が
す
や
す
や
ね
む
っ
て
い
る
の
が
う
れ
し
い
の
だ
。

我
々
は
何
よ
り
も
こ
の
ぴ
宮
与
2
田己

F
丘
町
己
目

に
対
す
る
父
親
の
よ
う
な
い
つ
く
し
み
が
あ
る
。
が
ま
た
、 の

不
思
議
な
ひ
び
き
に
心
を
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
、
愛
す
る
者

天
上
へ
の
思
い
に
よ
っ
て
す
み
わ
た
っ
た
詩
人
の
心
境
が
残
り
な
く
っ
た
え

ら
れ
て
も
い
る
。

「
酌
童
の
書
」
は
さ
わ
が
し
い
、
酒
場
で
酒
を
た
た
え
る
歌
で
は
じ
ま
っ
て
い
た
。

し
か
し
今
少
年
の
愛
に
よ
っ
て
、
、
酒

は
最
も
崇
高
な
精
神
の
位
界
に
詩
人
を
導
き
、

「
最
も
神
的
な
陶
酔
」
の
実
現
と
と
も
に
こ
の
書
は
と
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

よ
し
大
屋
を
建
て
ん
と
も

く
わ
う
る
と
こ
ろ
な
か
ら
ん
。

我
々
は
こ
こ
数
年
来
試
み
た
「
西
東
詩
集
」
の
研
究
に
お
い
て

」
の
作
品
に
お
け
る
「
愛
」
の
問
題
を
主
と
し
て
追
究
し
て
き
た
。

第
一
論
文
「
ズ
ラ
イ
カ
書
」
で
は
ハ

l
テ
ム
と
ズ
ラ
イ
カ
の
愛
を

第
二
論
文
「
天
国
の
書
」
で
は
彼
ら
二
人
の
天
上
に
お
け
る
姿
を

第
三
論
文
「
酌
童
の
書
」
で
は
、

男
女
の
愛
で
は
な
く
老
い
た
る
詩
人
と
美
し
い
少
年
と
の
友
情
の
意
義
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
こ
こ

で
我

p

々
の
「
西
東
詩
集
し
研
究
に
ひ
と
く
ぎ
り
を
つ
け
る
の
は
、
も
と
よ
り
こ
れ
で
我
々
の
研
究
が
終
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
c

の
作
品
の
含
む
問
題
と
魅
力
と
は
ほ
と
ん
ど
無
尽
蔵
で
あ
っ
て
、

ラe

L-

そ
の
意
義
の
究
明
は
む
し
ろ
今
後
に
多
く
・
を
残
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

ぃ
。
ゲ

l
テ
の
作
品
の
な
か
で

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
を
除
け
ば

こ
の
詩
集
ほ
ど
詳
細
に
わ
た
る
考
証
を
与
え
ら
れ
た
も
の
は
な
い
と
思

そ
れ
に
基
く
新
解
釈
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
一
つ
の
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う
が
、
今
な
お
新
し
い
文
献
学
的
研
究
が
進
め
ら
れ
、

結
論
め
い
た
も
の
を
書
く
の
は
、

今
日
我
々
に
許
さ
れ
た
範
囲
で
も
こ
の
作
品
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る

Q

周
知
の
よ
う
に
、

こ
の
詩
集
は
十
二
の
書
と
拾
遺
に
お
さ
め
ら
れ
た
幾
つ
か
の
詩
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
書

が
独
自
の
主
題
を
展
開
し
な
が
ら

そ
れ
が
た
が
い
に
ひ
び
き
あ
っ
て
深
遠
多
彩
な
交
響
曲
を
か
な
で
る
の
が
こ
の
作
品
の
結
構
で
あ
ろ

ぅ
。
し
た
が
っ
て
、

」
の
詩
集
全
体
の
本
質
を
論
じ
る
場
合
、

い
ず
れ
か
の
書
を
考
慮
の
外
に
お
く
こ
と
は
本
来
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
こ
の
詩
集
が
「
ズ
ラ
イ
カ
書
」
に
お
い
て
絶
頂
に
達
し
、

そ
こ
に
全
作
品
の
精
髄
が
も
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き

な
い

Q

こ
の
室
田
で
は
、

ハ
i
テ
ム
と
ズ
ラ
イ
カ
の
愛
の
交
渉
を
核
心
と
し
な
が
ら

す
で
に
他
の
書
に
も
現
れ
て
い
る
作
者
の
西
東
的
思

索
が
ふ
た
た
び
変
奏
さ
れ
濃
縮
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
、
第
一
の
論
文
で
「
ズ
ラ
イ
カ
書
」
を
考
察

す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
然
そ
の
基
底
と
な
る
べ
き
「
詩
人
の
書
」
を
、
さ
ら
に
、

東
方
の
詩
精
神
の
イ
ン
カ
ル
ナ
ツ
イ
オ
l
ン
と
も
い
う

守

~ 



* 

ベ
き
ハ

l
y
d
ズ
な
歌
う
「
ハ

i
フ
ィ
ズ

を

ま
た
ズ
ラ
イ
カ
の
愛
を
予
認
し
つ
つ

「
愛
の

に
お
け
る
愛
に
つ
い
て
の

的
関
芯
潔
を
も
考
慮

し
た
。
と
こ
ろ
で
、

ハ
ー
テ
ム
と
ズ
一
ブ
イ
カ
の
獲
は
「
ズ
ラ
イ

で
一
応
の

」
の
モ

テ
ィ
!
ブ
は
さ
ら
に
「
天
爵

で
い
わ
ば
一
つ
の
メ
タ
モ
ル
ツ
ォ

i
ゼ
を
と
げ
る
。

ぺ
天
患
の

っ
た
第
二
の
論
文
一
で

と
し
て
こ
の
問
題
合
治
究
し

が
一
j

ユ
入
閣
の

自
体
は
ズ
ラ
イ
カ
と
ハ
;
テ
ム
の
愛
を
喰
…
の
主
題
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ

ア
}
キ
ふ
、
.

k
z
y
 

ベ
ル
シ
ア
の
神
秘
主
義
思
懇
に
対
す
る
作
者
の
立
場
が
強
く
現
れ
て
い
る
。

神
秘
主
義
的
思
想
は
、
多
く
の

「
西
東
詩
集
」
の
寓
機
性
、

そ
こ
に
見
ら
れ

の
論
議
を
よ
ん

あ
り
、

」
れ
は

に
「
天
国
の

に
と
ど
ま
ら
ず
、

ラF

'--

の
詩
集
全
体
の
理
解
に
か
か
わ

で
為
る
ゆ
え
に
、

我
々
は
そ
こ
で
他
の
蓄
と
も
関
係
づ
け
て
作
者
ゲ
;
テ
の
神
秘
主
義

に
説
き
及
ん
で
お
い

第
一
ニ
の
論
文
で

「
飴
童
の
書
」

し
て
、
愛
の
も
う

の
友
情
の

237 -

姿
J

を
追
究
し

こ
の
詩
集
に
お
け

様
梧
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
我
々

に
と
っ
て
は
、

加

、“

た
欠
く
こ
と
の
で
き
な

我
々
も
知
っ
て
い
る

Q

そ
れ
は
第

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

に
お
い
て
、
そ
の
論
述
の
仕
方
が
か
な
ら
ず
し
も
一
貫
し
て
い
な
い
こ
と
誌

の
主
題
と
構
成
た
も
っ
て
お
り
、
そ
の
変
化
に
応
じ
て
我
々
の
方
が
限

っ
、
ぎ
の
議
会
を
と
ら
え
て
ふ
た
た

を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
同
川

の
途
上
で
生
じ

し、

あ
る

た
の
で
あ
る
。
以
上
三
つ
の

の
度
を
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、

び
と
り
あ
げ
こ
れ
な
整
理
し
つ
つ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
で

に
「
酌
童
の

と
ん
ど
の
詩
を
顔

解
釈
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
れ

こ
の

の
な
か
ぐ
最
も
緊
筏
な
構
成
な
も
つ
ツ
ュ

ー
ク
ル
ス
な
な
し
て
い
る
た
め
で

以
上
で
我
々
が

ほ
ぼ
論
じ

た
こ
と
に
な
る
。

の
う
ち
、
「
考
察
い

つ議一一=口」の

四
東
的
詩
人
の

ら
す
る
折
に
ふ
れ
て
の
人
生
智
の
展
開
で
あ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
独
自

る
カ1

し
か
し
こ
の
詩
集
の

る
ば
あ
い
、

ら
は
す
で
に
我
々
が

た
諸
帯
一
一
面
の
な
か

北
大
文
学
部
紀
委



こ
コ
、
rt

b
智

J
V
L
v
v

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
能
の

の
う
ち
、
?
ア
ィ
!
ム
ル
の

"? 
!l) 

し
て
は
な
ん
と
し
て
も
断
衝

い
た
っ
将
来
の
デ
ィ

i
Mソ
プ
ン
」
か
ら
推
機
ざ
れ
る
と
こ
ろ
で

も
し
こ
の

、J
ζ

1

て
、
っ
こ

ザ

仇
H

品
dn

寸
、
L

こ
の
詩
集

ろ
う
と
想
像
怒
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

の

と

ル
ゼ
人
の

ラ回

、一

の
な
か
で
東
方
へ
の
傾
斜
が
識
も
顕
著
に
現
れ
て
お
り
、

一
の
「
考
察
し
ゃ

い
わ
ば
詩
人

の
極
限
会
訴
す
も
の
で
あ
る
が

し
そ
の
本
嚢

に
お
い
て

の
警
と
異
る
も
の
で
は
な
い
c

以
上
の
よ
う
に
見
る
こ

る
な
ら
ば
、
我
々
の

い
う
主
題
に
限
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か

ほ
ぼ
こ
の

の
精
神
を
と
ら
え
る
の
に
不
足
は
あ
る
設
い
と
考
え

i

〉
。
、

』

d
K
1

、ev

し

々
の
研
究
は
、

の
視
点
か
ら
こ
の

の
本
質
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き

ト
J

帆
久
ノ
《
》

以
上
の

の
J

も
と
に
、

以
下
に
お
い
て
我
々
は

全
体
を
支
え

!
日
ア
の

つ
ま
り
こ
の
作
品
の

238 

泊
料
に
つ
い

、ー
の

く
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の

主ま

お

い
で
あ
る
。
が

は
も

と
よ
り
単
に
西
方
の

た
め
の
外
被
な
の
で
は
な
い
。

の

参
入
し
、

ベ
ル
シ
ア

の
詩
人
ハ
ー
フ
ィ
ズ
の
幽
精
神
に
な
ら
お
う
と
し
た
た
め
に

に
註
釈
家
が
詳
細
に
わ
た
っ
て
議
↓
証
し
て
い
る

こ
こ
に
ゲ
ー
テ
の
詩
精
神
の

い
で
は
な
L

の
謙
案
変
奏
と
移
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
に
よ
っ
て
は
、

よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
の
詩
は
ハ
!
ブ
ィ
ズ
そ
の
他
の

」
こ
に
は
た
し
か
に
ゲ
ー
テ
の

的
態
度
が
あ
る
の

模
倣
的
作
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
勺
き
ょ
う
。
す
で
に
務
規
の
作
品
「
ゲ
ッ
ツ

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
摸
倣
を
い
う
な

ゲ
i
テ
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て

は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

あ
る
。

てア



舎

司'

ル
テ
ル

ル
ソ
!
の
「
新
品
ロ
イ
!

な
し
に
は
あ
の
よ
う
な
形
で
世

る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
イ
ブ

ィ
ゲ

i
一
一
エ
」
が
品
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
醗
案
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の

あ
可F
'.) 

O 

「
ロ
!
?
の
品
レ
ギ

i
」
は
ブ
ロ
ベ
ル
テ
ィ
ウ
ス
を
範

と
し
て
い
る
。
シ
ラ
;
か

と

こ
の
作
品
に
お
け
る
ゲ

i
テ
は
ま
さ
に
「
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
ベ
ル
ツ

げ
い
飽
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る。

よ
し
そ
の

が
ホ
メ

l
ロ
ス
に
な
ら
っ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
っ

ら
し
い
」

ゲ
ー
テ
自
身
が
、

ホ
メ

l
ロ
ス

つ
ヘ
ル
マ
ン
と
ド
同
一
ア
ア

の
詩
人
た
る
こ
と
は

の
者
と
し
て
で

同
)
?
と
出
向
叫
ん
門
戸
O

R

C

同
戸
川
口
-
H

ロ
ロ
吋
民
一
M
M

安
定
げ
。
υ・
)
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
c

さ
ら
に
、
あ
の
「
フ
ァ
ウ
ス

模
倣
i
l
!額
放
じ
よ
る
換
骨
脱
賠
j
l
の

た
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
あ
る
支
い
c

シ
品
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
以
来
、

っ
て
最
大
の
モ
ッ
ト
ー
と

は
、
む
ろ
ん
が
ト
!
テ
に
窺
し
い
も
の
で
あ
る
が

し
か
し

の
と
び
ぬ
け
た

-
一
ア
は
、
そ
の
創
持
に
あ
た
っ
て
い
た

ず
ら
に

め
る

と
な
く
、

に
自
分

ふ
さ
わ
し
い

め
る
こ
と

か
っ
た
の
で
あ
る
。

23ヲー

ナ
ぐ
れ
た
模
範
に

い
う
こ
の
創
作
態
度
は
、
我
々
た
し
て
お
の
ず
か
ら
み
の
ト

i
マ
ス
・
マ
ン
の

、a
s
u
w
 

ら
し
か
も
そ
れ
の

る
模
倣

い
よ
な
く

そ
こ
に
か
え
っ
て
自
己
の

ロ
デ
ィ

i
L
と
い

る
j戸

い
だ
さ
せ
る
。
パ

こ
め
て
、

三
ザ
ノ
ィ
!
と
い
う
の
は
も
と
も
と
ネ
ガ
一
ナ
イ
ー
ブ
な
呼
称
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、

〈

8
)

パ
ロ
デ
ィ

i
と
呼
ん
で
以
来
、

ト
i
マ
ス
・

γ

ン
、
が
や

の
気
味
を

の
製
作
態
度
の

'-

の

Lr
積
様
的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

る。

γ

ン
は
、

ゲ
ifTJ
小
説
で
あ
る
「
グ
ァ
イ
マ
ル
の
ロ
ッ
テ
い

の
な
か
で
ゲ

i
テ
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
せ
て
い
る
。

〈

7
V

こ
と
で
あ
る
〕
と

Q

こ

一
パ
ロ

デ
ィ
!
と
い
う
の
は
敬
愛
な
気
持
で
対
象
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
c

ほ
ほ

ら
対
象
に
別
れ
を
つ

の

マ
ン
が
ゲ
;
テ
の
ロ
を
か
り
て

芸
術
的
手
法
な
諮
っ
た
も
の
と
考
え

い
る
c

マ
ン
に

お
い
て
考
え

れ
ば
そ
れ
は

ろ
ん
間
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
マ
ン
は
、

に
都
合
の
よ
い

と
ケ
勝
手
に
ゲ

i
テ
に
い
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
レ
。

北
大
文
学
部
紀
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的
胤
燃
の
晶
一
吉
)
に
つ
い
て

の
パ
口
デ
ィ
i
は
、

マ
ン
に
あ
て
は
ま
る
以
上
に
ゲ
;
テ
に

廃
よ
く
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
に
ふ
の
え
て
こ
の

た
ト
!
?
ス
・
マ
ン
は
さ
す
が
に
す
ぐ
れ
た
批
評
家
で
も
あ
っ
て
、

ー
ア
の
創
作
態
度
の
本
質
を
見
ぬ
い
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
。
む
ろ
ん

の
こ
と
は
ゲ

i

γ
」、、ふ内久、今つ

吋

}
V
ナ
ヘ
ム
μ

ぜ

ゼ
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
彼
は
、

マ
ン
の
よ
う
に
い
か
に
も

後
世
の
人
ら
し
い
ひ
ね
っ
た
い
い

は
し
て
い
な
い
が

し
か
し
明
ら
か
に

い
く
ら
で
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

に
先
人
に
よ
っ
て

ら
れ
て
い
る
。
人
は
そ
れ
を
も
う

見
ら
れ
る
。
一
あ
ら
ゆ
る
聡
鴇
な
こ
と
は
す
で

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己

の
心
に
よ

品
め
る

る
Q

た
と
え
ば
「
ヴ
ィ
ル
へ
ん
ム
・
マ
イ
ス
タ
;
の
一
議
援
時
代
い
の
な
か
に
つ
ダ
の

い
は
、
問
じ
く
腕
路
年
の
詩

〈
2
8
m
F
n
y仲
良
部
の
な
か
に
つ
ぎ
の
文
句
が
あ
る
。

「
真
理

て
す
で
に
久
し
い
。
;
;
:
古

く
し

る
も
の

そ
れ
を
わ
が
所
有
と
ぜ
よ
。

(
む
虫
色
付
持
者
各
界
同
時
出
火
器

E

古
い
真
実
に
対
す
る
敬
漫
な
矯
依
の
心
に

は
、
何
時
に
そ
の

の
新
し
い
所
有
た
ら
し
め
よ
う
と
い
う
工
夫
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ま
さ
に
パ
ロ
デ
f

ー
に
他
な
ら
な
い
。

ト
!
?
ス
・
マ
ン
流
に
い

-2長。一

ち
、
古
き
模
範
に
対
し
て
行
う
敬
漫
な
破
壊
、

ほ
ほ
笑
み
を
う
か
ベ

ら
別
れ
を

つ
げ
る
態
度

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば

は
ハ

i
ブ
ィ
ズ
の

の
ゲ
i
テ
的
パ
ロ
デ
ィ
i
で
あ
る
と

い
う
V

}

と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で

か
か
る
パ
口
グ
ィ
!
の

い
成
果
を
結
ぶ
た
め
に
は
、

も
と
よ
り
そ
の

る
詩
人
な
り
作
品
な
り
に

い
愛
情
と
理
解
を
必
要
と
す
る
が
、

同
時
に
そ
の
模
範
に
と
ら
わ
れ
ぬ
自
由
な
心
の
ゆ
と
り
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
を
ト
i
マ
ス

-
マ
ン
流
に
い
え
ば
イ
ロ

i
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、

ゲ
i
テ
は
こ
れ
会
き
わ
め
て
大
ら
か
に
「
ガ
イ
ス
ト

と
い
っ
て
い
る
。
こ

れ
を
岡
本
語
に
訳
分
ば
「
、
英
知
的
態
蜜
」
と
で
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
る
い

れ
ば
、
内
凶
器
〈
C
H
d
『
知
山
内
向
口
智
仏

2
0
Z
5
3
F
a
s
z
z
す
な
わ
ち

ゲ
i
テ
が
さ
ら
に
つ
け
加
え
て
い

よ

に
為
っ
て
統
べ
る
も
の
を
一
で
あ
る
。
か
か
る
自
由
な
錆
抽
仰
の

噌V



立
場
は
、

ま
ず
彼
が
範
と
し
た
ハ

l
フ
ィ
ズ
に
対
し
て
主
張
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
当
然
ま
た
「
西
東
詩
集
」
全
体
を
支
配
し
て
い
る
。
周

こ
こ
に
扱
わ
れ
る
対
象
は
す
こ
ぶ
る
多
彩
を
き
わ
め
て
い
る
。
酒
を
く
み
、
愛
を
歌
い
、
処
位
の
知
恵
を
語
り
、
世
相
を

知
の
よ
う
に
、

調
刺
し
、

そ
の
扱
う
世
界
は
東
洋
か
ら
西
洋
に
ま
た
が
り
、
地
上
か
ら
天
上
に
及
ぶ
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
が
、

い
か
な
る
対
象
を
歌

う
に
し
て
も
、
詩
人
の
精
神
は
つ
ね
に
自
由
で
あ
っ
て
、
個
々
の
事
象
に
と
ら
わ
れ
る
と
い
う
風
は
い
さ
さ
か
も
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、

一
切
の
事
象
に
対
す
る
フ
モ
リ
ス
テ
ィ
シ
ュ
な
態
度
が
、

「
西
東
詩
集
」

に
お
け
る
ゲ

l
テ
の
根
本
的
な
立
ほ
切
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
に
は
、

ゲ
ー
テ
の
思
索
と
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
、
彼
の
核
心
的
な
思
想
と
思
わ
れ
る
も
の
が
数
多
く
お
さ
め

ら
れ
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
ゲ

i
テ
の
鏡
言
集
と
い
う
趣
き
を
も
っ
て
い
る
c

し
か
し
そ
の
よ
う
な
鎌
一
言
も
、

ゲ
ー
テ
の
あ
か
ら
さ
ま
な

信
念
の
吐
露
と
い
う
形
を
と
っ
て
は
い
な
い
。

一
見
は
げ
し
い
形
で
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ば
あ
い
で
も

ゲ
ー
テ
は
や
は
り
こ
れ
に

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は

こ
の
作
品
が
製
作
さ
れ
た
時
期
に
お
け
る
彼
の
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
シ
ュ
な
感
懐
が
も
ら
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
彼
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対
し
て
あ
る
距
離
を
と
り
、

イ
ロ
ニ
ー
を
も
っ
て
扱
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
「
不
満
の
喜
」

こ
れ
を
さ
ら
に
高
所
か
ら
眺
め
や
る
ゆ
と
り
を
失
つ
て
は
い
な
い
ο

来
の
デ
ィ

l
ヴ
ァ
ン
し
の
な
か
で
彼
自
身
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
聞
は
不
満
の
爆
発
を
お
さ
え
て
ば
か
り
い
る
わ
け
に
は
い
か
な

は
こ
の
不
満

(
d
Eロ
巳
)
と
い
う
一
つ
の
情
熱
に
対
し
て
も
べ

ー寸

将

ぃ
。
時
に
は
そ
れ
を
爆
発
さ
せ
て
う
さ
を
散
じ
る
の
は
よ
い
こ
と
で
も
あ
る
。

し
か
し
彼
は
ま
た
は
っ
き
り
と
知
っ
て
い
る
。
不
満
は
つ

ね
に
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
シ
ュ
で
あ
る
こ
と
を

Q

不
満
は
不
遜
で
あ
り

つ
っ
け
ん
ど
ん
で
あ
り
、

何
人
を
も
喜
ば
せ
は
し
な
い
こ
と
を
。
だ

か
ら
彼
は

「
あ
ら
ゆ
る
不
調
和
を
さ
け
る
た
め
に
」
お
だ
や
か
で
な
い
も
の
は
こ
の
書
か
ら
は
ず
し
、

あ
る
い
は
パ
ラ
リ
ポ
メ
ナ
に
お

さ
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

自
己
の
信
念
を
あ
か
ら
さ
ま
に
ぶ
ち
ま
け
な
い
こ
と
、

イ
ロ
ニ

l
が
、
対
象
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
自
己
自
身
に
対
し
て
も
な
さ
れ
る

北
大
文
学
部
紀
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

」シ}、

そ
こ
か
ら
し
セ

仮
装
と
変
貌
と
い
う
こ
の
詩
集
の
も
う
一
つ
の
特
徴
が
生
じ
る
。
総
じ
て
イ
ロ
ニ

l
の
本
質
は
、
自
己
の
本
体

を
あ
ら
わ
さ
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
作
品
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
プ
ロ

l
テ
ウ
ス
的
に
千
変
万
化
す
る
。
作
者

は
、
己
れ
を
表
示
す
る
と
見
せ
て
す
ら
り
と
体
を
か
わ
す
。
あ
る
い
は
、
仮
装
の
か
げ
か
ら
ち
ら
り
と
正
体
を
か
い
間
見
さ
せ
る

Q

こ
の

か
か
る
変
装
の
手
法
は
、

い
わ
ば
ハ
イ
ド
・
ア
ン
ド
・
シ

l
ク
の
戯
れ
に
作
者
は
心
か
ら
う
ち
興
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
か
る
ゼ
ル
プ
ス
ト
イ
ロ
ニ

l
の

点
で
最
も
興
味
が
あ
る
の
は
、
あ
の
「
地
上
の
子
の
最
高
の
幸
福
」
に
関
す
る
ハ

l
テ
ム
と
ズ
ラ
イ
カ
の
対
話
詩
で
あ
ろ
う
。

ω
c
-
a
w伊

〈

C
F
Cロ
仏

間

口

2
E
C
D門
】
ピ
ゲ

2
4司
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門
円
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N
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巾
庄
一
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

ロ
自
宅
己
白
山
岡
田
C

百
円
宮
口
付

z
a
p

ロ
cnrH12門
古
田
町

u
ζ
c
g
E
σ
F

〉
戸
町
民
主
-m
仏

2
H内
乱
即
日
印
巳
ロ
・

ズ
ラ
イ
カ

庶
民
も
奴
隷
も
支
配
者
も

み
ん
な
が
い
つ
も
い
っ
て
い
ま
す
、

地
上
の
子
の
最
大
の
幸
福
は

人
格
に
こ
そ
あ
る
と
、

ー244-

自
分
を
失
い
さ
え
し
な
け
れ
ば

ど
ん
な
に
し
て
も
生
き
て
い
け
る
、

本
来
の
自
分
で
さ
え
あ
る
な
ら
ば

何
が
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
と
。

ハ

l
テ
ム

そ
う
か
も
し
れ
な
い
、

み
ん
な
そ
う
い
っ
て
い
る

~ 



だ
が
わ
た
し
は
そ
う
は
思
わ
な
い

」
の
世
の
幸
福
は
こ
と
ご
と
く

ズ
ラ
イ
カ
だ
け
に
か
か
っ
て
い
る
。

ズ
ラ
イ
カ
が
惜
し
み
な
く
愛
し
て
く
れ
る
な
ら

わ
た
し
は
わ
が
身
を
い
と
し
い
と
思
う
、

だ
が
ズ
ラ
イ
カ
に
そ
っ
ぽ
を
む
か
れ
た
ら

わ
た
し
は
た
ち
ま
ち
破
滅
す
る
の
だ
。

c 245--

」
の
ハ

i
テ
ム
は
そ
れ
で
お
し
ま
い
だ

だ
が
わ
た
し
は
へ
こ
た
れ
は
し
な
い
、

す
ば
や
く
別
の
男
に
な
っ
て
、

ズ
ラ
イ
カ
に
愛
し
て
も
ら
う
の
だ
。

ラ
ビ
だ
け
は
ご
め
ん
だ
が

ー

!
l
こ
い
つ
は
ど
う
も
気
に
そ
ま
ぬ
|
|

フ
ェ
ル
ド
ヮ

l
ジ
ー
や
モ

l
タ
ナ
ピ

北
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

と
も
か
く
皇
帝
ぐ
ら
い
に
は
な
っ
て
や
る
。

こ
の
対
話
詩
は
お
そ
ら
く
「
西
東
詩
集
」
の
な
か
で
最
も
有
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
「
地
上
の
子
の
最
高
の
幸
福
云
々
」

の
二
行
は
ゲ
l
テ
思
想
の
核
心
を
示
す
も
の
と
し
て
、

ほ
と
ん
ど
諺
の
よ
う
に
な
っ
て
広
く
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。
人
格
を
最
高
の
宝
と

す
る
考
え
は
た
し
か
に
ゲ

l
テ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、

し
か
し
こ
の
対
話
詩
は
実
は
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
研
究
者
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

た
と
え

ば
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
ヒ
ナ
l
は
、
そ
の
編
纂
し
た
マ
ネ
ッ
セ
版
の
註
釈
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
こ
の
二
行
は
「
う
ん
ざ
り
す
る

ほ
ど
引
用
さ
れ
た
が
大
抵
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
(
回
:
日
口

σ
R
S
E
E
m
N
E
E
d
g
E
g
u
g
m
E
2
5
E田
口
町
〕
と
。
な
ぜ
ま
ち
が

て
ゲ
l
テ
的
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
|
|
|
こ
れ
が
こ
の
詩
全
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
ず
さ
れ
て
、

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
格
が
最
高
の
宝
で
あ
る
と
い
う
ま
こ
と
に
ま
っ
と
う
な
一
つ
の
人
生
智
|
|
こ
れ
は
き
わ
だ
つ

そ
の
ま
っ
と
う
な
意
味
の
ま

246-

ま
で
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
行
の
詩
句
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
た
し
か
に
そ
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、

の
詩
全
体
の
意
味
あ
い
は
こ
の
二
行
に
力
点
を
お
い
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ

つ
ま
り
こ
の
詩
句
は
、

ズ
ラ
イ
カ
が
ハ
l
テ

ム
の
見
解
を
た
ず
ね
る
た
め
に
、

い
わ
ば
誰
か
他
の
人
の
思
想
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

さ
て

こ
の
人
格
を
最
高
の
幸
福
と

す
る
思
想
に
対
し
て
ハ

l
テ
ム
は
ど
う
考
え
る
か
と
ズ
ラ
イ
カ
が
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ハ
l
テ
ム
の
答
え
に
こ
の
対
話

詩
の
重
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ハ
l
テ
ム
は
こ
れ
に
答
え
て
、
「
そ
う
か
も
し
れ
な
い
、

だ
が
わ
た
し
は
そ
う
は
思
わ
な
い
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
こ
の
世
の
幸
福
は
こ
と
ご
と
く
ズ
ラ
イ
カ
そ
な
た
だ
け
に
か
か
っ
て
い
る
、

そ
な
た
が
愛
し
て
く

れ
ぬ
な
ら
わ
た
し
は
た
ち
ま
ち
破
滅
し
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、

人
格
こ
そ
が
最
高
の
幸
福
だ
な
と
い
う
い
か
め
し
い
か
し
こ
ま
っ
た
態
度



は
少
く
と
も
こ
こ
で
は
や
め
に
し
よ
う
、

や
か
ま
し
い
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
今
は
く
つ
ろ
い
で
自
由
に
酒
を
く
も
う
、

恋
を
語
ろ

ぅ
、
と
い
う
の
が
こ
の
対
話
詩
全
体
の
精
神
な
の
で
あ
る
。
恋
の
み
に
生
き
る
、
愛
し
愛
さ
れ
る
こ
と
に
人
生
の
生
き
る
よ
す
が
を
見
出
だ

そ
う
と
い
う
の
が
こ
の
詩
の
心
な
の
で
あ
る
。
詩
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
人
格
の
尊
重
と
い
う
考
え
は
た

し
か
に
深
い
真
理
で
あ
ろ
う
が
、
今
ゲ
l
テ
は
そ
う
い
う
ま
じ
め
く
さ
っ
た
態
度
に
軽
く
肩
す
か
し
を
与
え
て
、

ま
あ
そ
う
堅
い
こ
と
を

い
い
た
も
う
な
、

と
微
笑
を
こ
め
な
が
ら
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
核
心
的
思
想
を
さ
え
も
イ
ロ

l

ニ
シ
ュ
に
つ
き
は
な
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
愛
の
モ
テ
ィ

1
フ
が
い
か
に
効
果
的
に
ひ
び
き
わ
た
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
こ
そ
こ
の
一
篇
の
比
類
の
な
い
魅
力
が
あ

る
。
と
は
い
え
も
と
よ
り
こ
れ
は
、
人
生
に
対
す
る
ま
じ
め
さ
を
放
棄
し
て
し
ば
ら
く
安
逸
に
身
を
ゆ
だ
ね
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。

自
己
の
核
心
を
も
イ
ロ
ニ
ジ

l
レ
ン
し
与
え
た
こ
の
技
巧
の
冴
え
は
、

人
生
に
対
す
る
不
動
の
信
念
を
有
す
る
者
に
お
の
ず
か
ら
訪
れ
る
潤
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達
自
在
な
境
地
を
あ
か
し
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
自
身
を
も
含
め
て
人
生
百
般
に
対
し
て
高
所
か
ら
フ
モ
!
ル
を
も
っ
て

の
ぞ
む
|
|
イ
ロ
ニ
ー
は
そ
の
一
様
態
に
す
ぎ
な
い
1
1
1
、

に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
が
こ
の
対
話
詩
の
精
神
で
あ
り
、

」
れ
は
や
が
て
「
西
東
詩
集
」
全
体

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
研
究
者
は
こ
れ
だ
け
で
は
満
足
で
き
ぬ
ら
し
く
、

さ
ら
に
解
釈
を
加
え
よ
う
と
す
る
c

た
と
え
ば
先
に
あ
げ
た
リ

ュ
ヒ
ナ

l
は
、

ハ
l
テ
ム
の
態
度
に
は
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
、

マ
タ
イ
伝
十
六
章
二
十
五
節
の
文
句
を

か
か
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
己
れ
の
生
命
を
え
ん
と
す
る
も
の
は
そ
れ
を
失
う
で
あ
ろ
う
c

己
れ
の
生
命
を
わ
が
た
め
に
失
う
も
の

は
そ
れ
を
見
出
だ
す
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し

ハ
l
テ
ム
の
言
葉
に
聖
書
の
こ
の
文
句
の
ア
シ
ク
ラ
ン
グ
を
求
め
よ
う

と
い
う
の
は
我
々
に
は
い
か
に
も
抹
香
く
さ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ハ

l
テ
ム
の
答
え
は
、
人
格
に
関
す
る
い
か
め
し
い
真
理
を
軽
く
い

な
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
い
か
に
も
人
生
の
達
人
ら
し
い
軽
妙
酒
脱
な
態
度
に
こ
の
詩
の
最
大
の
面
白
さ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

リ
ュ
ヒ
ナ
l
は、

せ
っ
か
く
の
こ
の
フ
モ
l
ル
を
ふ
た
た
び
聖
書
の
な
か
の
厳
粛
な
真
理
に
ひ
き
ず
り
こ
も
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

こ
の
詩
の
フ
モ
リ
ス
テ
ィ
シ
ュ
な
性
格
を
一
旦
は
と
ら
え
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
実
は
ふ
た
た
び
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
彼
が
反
対
す
る
道
学
者
的
見
解
に
み
ず
か
ら
お
ち
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詩
を
支
配
す
る
気
分
を
無
視
し
て

い
た
ず
ら
に
博
引
傍
証
を
求
め
る
こ
と
は
詩
の
解
釈
と
し
て
正
当
な
態
度
と
は
い
え
な
い
。

同
じ
よ
う
な
見
方
は

E
・
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
も
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
c

彼
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
|
|
t
ド
イ
ツ
人
が

人
格
に
つ
い
て
語
る
と
き
は
、
先
の
二
行
の
詩
句
が
|
|
大
抵
原
形
を
ゆ
が
め
て
l
i
|
実
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
ほ
ど
有
名
に
な
っ
て

こ
れ
は
原
詩
の
思
想
の
深
さ
を
と
ら
え
て
い
な
い
。
詩
の
本
意
は
、

な
解
釈
は

い
る
が
、

」
の
ズ
ラ
イ
カ
の
問
い
と
ハ
l
テ
ム
の
答
え
と
の
両
面
を

弁
証
法
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
見
方
か
ら
す
る
と
、

ブ
ー
ル
ダ
ハ
が
「
ズ
ラ
イ
カ
は
ゲ
l
テ
の

ー

l
l
諺
と
な
っ
て
流
布
し
て
い
る
|
|
人
格
に
つ
い
て
の
信
仰
告
白
を
知
ら
せ
る
c

詩
人
ハ
l
テ
ム
は
そ
れ
に
反
対
す
る
が
む
ろ
ん
た
わ

む
れ
て
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
こ
の
詩
を
十
分
深
く
理
解
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

1
1
1
そ
こ
で
シ
ュ
プ
ラ

二
に
し
て
一
な
る
愛
の
境
地
に
お
い
て
人
格
が
完
成
す
る
こ
と
を
象
徴
的
に
語
っ
た
「
裂
け
葉
い
ち
ょ
う
し
の
思
想
が
こ
こ
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ン
ガ
i
は
、

に
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

へ
l
ゲ
ル
の
「
宗
教
哲
学
講
義
「
や
「
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ベ
デ
イ
l
」
を
援
用
し
な
が
ら
、

ム
が
人
格
を
否
定
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
実
は
「
愛
の
弁
証
法
」
(
巴
と
井
正
内
仏

2
ピ
与
何
)
に
よ
る
一
層
高
次
な
人
格
の
完
成
を
い
っ

さ
ら
に

ハ

l
テ

て
い
る
の
だ
と
い
う
。

詩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
概
念
的
に
と
ら
え
て
い
け
ば
、

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
な
論
理
を
ひ
き
出
す
こ
と
は
矛
盾

で
は
な
い

Q

し
か
し
詩
は
そ
も
そ
も
概
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
ブ
l
ル
ダ
ハ
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

後
段
ハ
l
テ
ム
の
言
葉

に
は
た
わ
む
れ
の
調
子
(
閉
口

r
R
N
8
3
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
感
じ
が
こ
の
詩
の
生
命
な
の
で
あ
っ
て
、

」
の
味
わ
い
を
捨
て
さ
っ
た
概



念
的
再
構
成
は
そ
の
詩
の
文
学
的
解
釈
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
う
。

シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
!
の
解
釈
に
論
理
的
矛
盾
は
な
い
と
し
て
も

そ

れ
は
こ
の
詩
の
リ
ズ
ム
に
即
し
た
解
釈
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロマ

l
ノ
・
グ
ア
ル
デ
ィ

l

ニ
は
、
詩
の
イ
ン
タ
ー
プ

レ
タ
ツ
イ
オ
l
ン
に
関
し
て
、
解
釈
者
に
ソ
フ
ロ
ジ
ュ
ネ

i

(
節
度
〉
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
ホ
メ

l
ロ
ス
を

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
を
実
存
主
義
者
に
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
解
釈
者
た

る
我
々
の
審
美
的
節
度
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
は
解
釈
上
許
さ
れ
る
べ
き
エ
レ
メ
ン
タ

l
ル
ホ
リ
ツ
オ
ン
ト

ニ
1
チ
ェ
の
先
駆
者
に
し
た
り
、

が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
限
界
を
守
る
こ
と
は
一
に
解
釈
者
の
ソ
フ
ロ
ジ
ュ
ネ
ー
に
よ
る
他
は
な
い
。

ょ
こ
ろ
で
、

そ
れ
は
一
種
の
心

理
的
節
度
で
あ
り
、
解
釈
者
の
主
観
的
配
慮
と
審
美
的
修
練
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
c

」
こ
に
文
学
的
解
釈
の
困
難
さ
と
し
ば
し
ば
そ

し
か
し
、
論
者
の
い
う
科
学
性
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
う
と
も
、
文
学
の
学
的
解
釈
は
か
か

る
主
観
性
を
は
な
れ
て
は
存
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

の
科
学
性
を
疑
わ
れ
る
理
由
が
あ
る
。

主
観
的
解
釈
が
直
ち
に
文
学
の
学
的
解
釈
と
は
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
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ら
た
め
て
い
う
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
我
々
は
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
を
は
な
れ
て
も
う
一
度
ハ

l
テ
ム
の
言
葉
に
か
え
る
。

だ
が
ハ

l
テ
ム
の
言
葉
は
、
ブ
ー
ル
、
タ
ハ
が
い

う
よ
う
に
「
た
だ
た
わ
む
れ
て
い
る
だ
け
」
官

2
R
r
2
2ロ
ε
な
の
で
あ
ろ
う
か

Q

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
詩
の
心
は
た
わ
む
れ

に
こ
そ
か
か
っ
て
い
る
。
そ
な
た
が
愛
し
て
く
れ
ぬ
な
ら
わ
た
し
は
た
ち
ま
ち
破
滅
し
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
わ
た
し
は
た
ち
ま
ち
生
ま

れ
か
わ
っ
て
、

ズ
ラ
イ
カ
に
愛
さ
れ
る
人
に
な
っ
て
や
ろ
う
。
そ
な
た
に
愛
し
て
も
ら
え
さ
え
す
れ
ば
、

わ
た
し
は
何
に
だ
っ
て
な
る
つ

も
り
だ
。

フ
ェ
ル
ド
ゥ

l
ジ
ー
で
も
モ
ー
タ
ナ
ピ
で
も
よ
い
、

な
ん
な
ら
皇
帝
だ
っ
て
か
ま
い
は
し
な
い
。
こ
こ
で
詩
人
の
イ
ロ
ニ

l
は

完
成
す
る
。
し
か
も
、

こ
の
恋
に
よ
い
し
れ
た
男
は
、
盲
滅
法
に
愛
の
告
白
を
し
な
が
ら
、

老
猪
に
も
一
つ
だ
け
条
件
を
つ
け
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
い
な
い
。
わ
た
し
は
そ
な
た
の
愛
す
る
ど
ん
な
男
に
で
も
生
ま
れ
か
わ
ろ
う
が
、

た
だ
ラ
ピ

(
道
学
者
)

に
な
る
の
だ
け
は
か

北
大
文
学
部
紀
要



「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

ん
べ
ん
し
て
ほ
し
い
、

ラ
ピ
だ
け
は
な
ん
と
も
わ
た
し
の
気
に
い
ら
な
い
か
ら
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
思
う
に
ゲ

l
テ
は
い
ち
早
く
予
想

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
世
の
人
は
こ
の
ハ

l
テ
ム
の
心
を
解
す
る
こ
と
な
く
、

」
の
対
話
詩
の
意
味
を
軽
率
に
も
先
の
二
行
だ
け
に
限
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

融
通
の
き
か
ぬ
哲
学
的
ラ
ビ
ど
も
は
こ
こ
に
愛
の
弁
証
法
と
や
ら
を
読
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

ぅ
、
と
。
そ
こ
で
ゲ

l
テ
は
そ
う
い
う
連
中
に
あ
ら
か
じ
め
一
矢
を
む
く
い
た
の
で
あ
る
。
予
想
は
見
事
的
中
し
た
。
地
下
の
ゲ

l

テ

t土

A
l
テ
ム
の
た
わ
む
れ
が
哲
学
的
愛
の
弁
証
法
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
な
ら
、

さ
だ
め
し
苦
笑
を
禁
じ
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

が
問
題
は
こ
れ
で
つ
き
る
の
で
は
な
い
。

で
あ
ろ
う
か
。
官
能
の
喜
び
だ
け
を
た
た
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
も
し
人
が
こ
の
詩
に
な
お
一
つ
の

象
徴
的
な
意
義
を
求
め
る
な
ら
ば
、

一
体
、
詩
人
は
そ
れ
な
ら
ば
こ
こ
で
単
に
恋
に
よ
い
し
れ
る
こ
と
だ
け
を
主
張
し
て
い
る
の

そ
れ
は
た
と
え
ば
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
へ

l
レ
ナ
と
の
愛
の
歓
喜
に
お
い
て
語
っ
た
言
葉
に
そ
の
ま
ま
通

一250-

じ
る
で
あ
ろ
う
。

ロロ円
nrm門
出
巳
由
巳
口
}
回
同
門
門
戸
田
町
山
口
N
広

田

仲

間

。

2
ロ
r
r
r
一

ロ
虫
色
口
町
片
足

-EEU
ロ
ロ
門
同
省
庁

u

回
目
宮
〉
ロ

m
g
z
r
r

(
宮
口
J
∞)

ま
た
と
な
い
こ
の
出
会
い
を
あ
ま
り
せ
ん
さ
く
し
な
い
が
よ
い
、

存
在
は
義
務
だ
、
た
と
え
利
那
の
間
で
も
。

こ
れ
は
、
現
在
の
こ
の
瞬
間
を
重
視
し
、
こ
の
瞬
間
に
全
身
を
な
げ
か
け
る
態
度
で
あ
る
。
永
遠
の
相
の
下
に
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
瞬
間
の
相
の
下
に
す
己
)
若
宮
山
由
自
C
B
g
t〉
生
き
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
後
期
の
ゲ

i
テ
に
お
い
て
し
ば
し



r 

ば
見
ら
れ
る
基
本
的
な
思
想
で
あ
る
が
、

」
れ
が
今
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、

ハ
l
テ
ム
と
ズ
ラ
イ
カ
の
恋
の
讃
美
と
い
う
形
で
現
れ
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
詩
に
お
い
て
、
読
者
は
む
し
ろ
こ
の
恋
の
喜
び
に
視
野
を
限
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
哲
学
的
神
学
的
等
々

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
よ
け
い
な
せ
ん
さ
く
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
が
も
と
よ
り
、
瞬
間
に

生
き
る
こ
と
は
永
遠
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
瞬
間
が
永
遠
の
壁
冒
険
…
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
ゆ
え
に
、
詩
人
は
安
ん
じ
て
今
こ
の

の
思
弁
を
も
ち
こ
む
こ
と
は
、

瞬
間
に
全
身
を
ゆ
だ
ね
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
詩
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
最
も
有
名
な
こ
の
詩
に
つ
い
て
も
解
釈
は
区
々
に
わ
か
れ
る
。

ま
し
て
「
西
東
詩
集
L

全

体
の
解
釈
に
つ
い
て
は
な
お
多
く
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
問
題
の
所
在
を
暗
示

的
に
で
も
一
所
す
た
め
に
、
簡
単
に
こ
の
作
品
の
研
究
史
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

「
西
東
詩
集
」
の
最
初
の
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
が
現
れ
た
の
は

か
な
り
早
く
、

一
八
三
四
年
、

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
l
ン
・
ヴ
ル
ム
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
の
自
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

当
時
と
し
て
は
実
に
詳
細
な
研
究
を
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
当
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守
道

ふ
れ
カ

ゲ
ー
テ
の
詩
と
ベ
ル
シ
ア
詩
人
と
の
関
係
に
つ
い
て

時
一
般
に
は
こ
の
作
品
は
は
な
は
だ
縁
の
う
す
い
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
も
そ
も
、

文
学
史
上
ゲ

l
テ
疎
遠
の
最
も
は
な
は
だ
し
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
と
り
わ
け
難
解
な
こ
の
作
品
が
一
般
か
ら
う
と
ん
じ
ら
れ

た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
同
時
代
の
へ

l
ゲ
ル
が
い
ち
早
く
こ
の
作
品
に
深
い
関
心
と
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
ゲ
ー
テ
疎
遠
の
風
潮
を
う
な
が
す
先
導
役
を
つ
と
め
た
あ
の
ハ
イ
ネ
が
、

一
八
三

O
年
か
ら
一
八
七

O
年
に
及
ぶ
時
期
は
、

の
作
品
に
対
し
て
ま
こ
と
に
美
し
い
讃
辞
を
よ
せ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
著
「
ロ
マ
ン
派
」
の
な
か
で
、

ハ
イ
ネ
の
名
誉
の
た
め
に
も
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

W 

'-

ハ
イ
ネ

が
そ
の
新
し
い
文
学
的
理
想
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

時
代
を
こ
え
る
文
学
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
の
あ
や
ま
た
ぬ
目
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は

さ
す
が
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
全
く
の
例
外
で
あ
っ
て
、

一
般
に
は
こ
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
ず
、
十
九

北
大
文
学
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「
西
東
詩
集
、
酌
童
の
書
」
に
つ
い
て

世
紀
の
終
り
に
な
っ
て
も
そ
の
初
版
本
が
ド
イ
ツ
の
書
庖
に
ご
ろ
ご
ろ
こ
ろ
が
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

一
八
七
二
年
、

ヴ
ル
ム
に
つ
づ
い
て
、

フ
ォ
ン
・
レ

1
パ

l
の
註
釈
、

そ
れ
を
追
う
よ
う
に
七
八
年
に
は
デ
ュ
ン
ツ
ア
!
の
註
釈
が
現

れ
る
。
両
者
と
も
む
ろ
ん
テ
ク
ス
ト
ク
リ
テ
ィ

l
ク
の
上
で
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
が
、
デ
ュ

γ
ツ
ア
ー
は
早
く
も
活
発
に
レ

l
バ

ー
の
所
説
に
異
論
を
唱
え
て
お
り
、

(
剖
)

れ
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
「
西
東
詩
集
」
研
究
に
画
期
的
な
功
績
を
残
し
た
の
は
あ
の
コ
ン
ラ
I
ト
・

す
で
に
こ
の
頃
か
ら
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
立
ち
い
っ
た
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
さ

ブ
ー
ル
ダ
ハ
で
あ
る
。
彼
の
五
十
年
に
及
ぶ
久
し
い
文
献
学
的
研
究
は
、

こ
の
作
品
を
研
究
す
る
た
め
の
決
定
的
な
基
礎
を
す
え
た
だ
け

(
却
)

で
な
く
、
文
献
学
に
関
す
る
浅
薄
な
批
判
を
っ
き
破
っ
て
、
文
芸
研
究
の
大
道
を
示
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
探
究
に
お
い
て
絶
対
知
と
い
う
も
の
が
到
達
し
が
た
い
こ
と
は
ブ

l
ル
ダ
ハ
の
ば
あ
い
も
例
外
で
は
な
い
。
彼
の
該
博
周
到
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な
研
究
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
解
釈
の
方
向
に
つ
い
て
は
む
ろ
ん
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
批
判
の
最
も
重
大
な
点

は
、
彼
が
こ
の
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
あ
ま
り
に
多
く
宗
教
的
な
あ
る
い
は
神
秘
主
義
的
な
、
寓
意
を
読
み
こ
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
二
論
文
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

H
・
シ
ェ
l
ダ
i
が
鋭
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
詩
集
註
解
に
あ
た
っ
て
彼
の

{
釘
)

協
力
を
え
た
ボ
イ
ト
ラ
ー
も
む
ろ
ん
同
じ
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
今
日
し
ば
し
ば
話
題
に
の
ぼ
る
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
も
、
そ
の
大
著
「
ゲ

l

(
田
)

こ
の
点
に
関
し
て
強
く
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ブ
l

テ
」
の
な
か
で
し
ば
し
ば
ブ

l
ル
ダ
ハ
に
ふ
れ
て
、

ル
ダ
ハ
の
い
わ
ば
宗
教
的
偏
向
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
次
第
に
修
正
さ
れ
て
き
た
が
、

一
方
で
は
ま
た
、

」
の
作
口
聞
を
も
っ
と
ゲ
I
テ
の

生
活
に
密
着
さ
せ
、

こ
れ
を
ゲ

l
テ
の
直
接
な
体
験
の
告
白
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
が
現
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

第
一
論
文
で
詳
し
く
述
べ
て
お
い
た
の
で
、

ら
二
十
四
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、

ゲ
ー
テ
が
な
く
な
っ
て
か

マ
リ
ア
ン
ネ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
レ
マ

l
は
へ
ル
マ
ン
・
ゲ
リ
ム
に
あ
て
て
、
「
西
東
詩
集
L

の
ズ
ラ

」
こ
で
は
ご
く
あ
ら
ま
し
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

一
八
五
三
年
、

"" M 



4内

イ
カ
は
自
分
で
長
め
る
こ
と

ズ
ラ
イ
カ
の
幾
っ
か

の
作
で
あ
る
こ
と

し
た
。

」
れ
に
つ
い
て
の
グ
ワ
ム
の

ズ
ラ
イ
カ

ズ
ラ
イ
カ
nu

ハ
i
テ
ム
で
は
な
く

マ
ヨ
プ
ン
ネ
uu
ゲ
i
テ
の

の
交
渉
と
し
て
読
み
な
お
そ
う
と
い
う
綴
向
を
強
く
う

す
こ
と
と
な
っ
た
わ

マ
ッ
ク
ス
・
ヘ
ッ
カ
;
に
よ
る
一
向
者
の

編
集
、

ハ
ン
ス
・
ど
品

i
リ
ツ
の
研
究
は
、

こ
の
方
向
に

る

占
め
つ

〕
れ
ら
を
土
台
に
し
て
ズ
ラ
イ
カ

に
新
し
い
解
釈
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
は

H
-
A
-
コ
ル
ブ

で

に
お
さ
め

ミ
r
p
w
後
九
土
エ
リ
、

4
j
J
O
J
d樽
β
否

認

に
と
り
あ
げ
る

Q

そ
の

い
の
彼
の

iま

つ
ぎ
の
、
こ
と
く
で
あ
る
。

々
は

の

し
て
で
ヴ
ハ
ラ
イ
カ

の
形
で
も
っ
て
い

し
か
し
ゲ

i

テ
は
こ
の

か
ら
編
纂
し
た
の
で
は
な
い
。
ゲ

i
テ
は
、

、
、
、

こ
の
よ
う
な
人
間
的
顔
付
肢
が
す
ザ
ア
ン
ネ
芸
ハ

i
テ
ム
の
裕
樹
と
い
う
ブ
ィ
ク
シ
三
ン
合
構
成
忽
せ
た
の
で

こ
れ
ら
の

の
背
後
に
あ
る
マ
リ
プ
ず
ネ
と
の
恋
愛
体
験
J
K

人
に
知
ら
れ
ま
い
と
し
た
c

あ
る
。
し
か
し

で
に
γ

リ
プ
ン
ネ
が
み
ず
か
ら
そ
の
ヴ

i
i
N
を
は
ず
し
た
以
上
、
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そ
こ
で
コ
ル
フ

一
メ
ラ
イ
ヵ

を
解
体
し
、

か
か
る
非
芸
術
的
な
構
成
に
従
う
理
由
は
な
い
。

の
な
か
の
彼
ら
の
愛
に
関
す
る
詩
を
成
立
の
頗
序
に
排
列
し
、
ゲ

i
テ
が
修
正

み
方
に
対
し
て
疑
問
を
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
理
市
聞
は
第
一

し
た
マ
ザ
ア
ン

0) 

も
と
の
形
む
ひ
き
も
ど
さ
れ
る
。
こ
の
よ

論
文
で

時
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、

」
の
よ
う
な
読
み
方
は

全
体
の
性
格
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る

と

あ
る
ο

た
よ
う
に
、

こ
の
作
品
に
お
け
る
ゲ
ー
テ
の

人
生
に
対
す
る
ブ
モ
リ
ス
一
ア
ィ
シ
ュ
な
態
度

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
も
の
が
緩
越
し
た
甑
離
を
と
っ
て
総
め
ら
れ
る
。

君"」
3
ワ，

あ
る
こ

ぜ
る
天
属

に
お
い
で
さ
え
、
そ
こ
を
支
配
す
る
も
の

の

あ
っ
て
、
か
か
る
朗
か
な
英
知
の
ほ
ほ

」
そ
は
こ
の
詩
集
全
体
の

精
神
な
の
マ
あ
る
。
も
と
よ
り
、

ふ持
I~ 

ピ
ュ

i
リ
ノ
ツ
が
究
明
し
た
ゲ

i
テ
u
u

マ
ザ
ア
ン
ネ
の
悲
劇
的
恋
愛
は

あ
る

Q

;
テ
と
い
え

血
女
流
?
で
あ
る
う
c

い
傷
を
お
い
も
し
よ
う

Q

だ
か
ら
、
「
ズ
ラ
イ
カ

。コ

教
が
}
コ
ル
ブ
の
よ



「
西
東
詩
集
、
酌
堂
の
書
」
に
つ
い
て

う
に
彼
ら
の
恋
愛
体
験
の
表
白
と
考
え
る
こ
と
も
む
る
ん
可
能
で
あ
る
c

し
か
し
「
西
東
詩
集
」
に
お
け
る
ゲ

l
テ
は
、
も
は
や
単
に
血

を
流
す
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
彼
は
、
自
己
の
痛
切
な
体
験
を
あ
え
て
ポ
エ
ジ
ー
の
世
界
に
昇
華
さ
せ
、
精
神
の
遊
戯
の
位
界

と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
c

こ
こ
に
は
、
自
己
の
体
験
を
も
含
め
て
一
切
の
事
象
を
永
遠
な
も
の
の
誓
怖
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
晩
年

の
ゲ

l
テ
の
人
生
と
芸
術
に
対
す
る
根
本
的
な
態
度
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
瞬
間
に
身
を
挺
し
て
え
ら
れ
る
体
験
の
切
実
さ
と
、
V 

」

れ
を
永
遠
の
象
徴
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
英
知
的
態
度
、

こ
の
両
面
が
つ
ま
り
老
ゲ

l
テ
の
全
体
像
な
の
で
あ
る
ο

従
っ
て
、
体
験
の
切

実
さ
を
強
調
す
る
こ
と
は
ゲ

l
テ
の
生
に
肉
迫
す
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
ゲ

l
テ
の
一
面
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
う
。
ゲ

ー
テ
の
文
学
に
つ
い
て
体
験
の
告
白
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
が
、

な
か
に
読
み
こ
む
こ
と
を
意
味
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
ο

そ
れ
は
彼
の
生
涯
の
具
体
的
な
事
実
を
や
た
ら
に
作
品
の

「
西
東
詩
集
」
は
た
し
か
に
一
種
の
仮
装
詩
(
呂
田
凹
昨
日
ロ
℃
0
2
5
)
で
あ
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る
。
し
か
し
、
晩
年
の
ゲ

l
テ
の
体
験
的
真
実
は
仮
装
を
と
り
は
ら
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
仮
装
に
よ
る
体
験
の
象
徴
化
に

最
も
深
い
意
味
で
の
ゲ

l
テ
的
生
の
告
白
が
あ
る
の
で
あ
る
ω

最
後
に
こ
の
作
品
の
文
学
史
的
位
置
に
つ
い
て
一
一
言
し
て
お
こ
う
。

ゲ
ー
テ
精
神
の
展
開
か
ら
い
え
ば
、

」
の
作
品
は
ゲ

l
テ
が
古
典

主
義
を
の
り
こ
え
て
ロ
マ
ン
主
義
の
風
潮
に
う
な
が
さ
れ
な
が
ら
新
し
い
文
学
的
世
界
を
構
築
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
c

で
は
こ
の
一
治

あ
る
い
は
精
神
史
的
構
成
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
ο

本
研
究

第
一
論
文
の
末
尾
で
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
我
々
は
そ
の
後
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
み
た
が
、

し
い
世
界
は
文
学
史
の
潮
流
に
お
い
て
、

こ
れ
に
対
す
る
満
足
な
答

え
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。

こ
の
作
品
を
解
体
分
析
し
て
そ
こ
に
様
々
な
文
学
史
的
モ
メ
ン
ト
を
さ
が
し
出
す
こ
と
は

さ
し
て
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
こ
の
作
品
の
生
命
は
断
然
そ
の
よ
う
な
便
宜
的
措
置
を
否
定
す
る
c

お
よ
そ
ゲ

l
テ
を
文
学
史
の

な
か
で
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
ゲ

l
テ
時
代
と
い
う
大
き
な
一
章
を
設
け
ざ
る
を
え
な
い
、
ー
l
iそ
れ
は
文
学
史
的
操
作
で
は
な
く
し

慢も
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こ
れ
に
つ
い
て
は
第
一
論
文
一
一

O
頁
を
参
照
。

(
引

λ
)
P
H
R
H
E
o
r与
何
回
開
由
佳
口

r
S
L
E
d〈
白
血

H
s
r
-
5
8
E
g
g
-

な
お
コ
ル
フ
の
の
C
2
r
o
問
自
由

E
唱
曲
ロ
仏
己
目
E
R
F
U忌
r
H
H・
に
お
け

る
こ
れ
に
関
係
す
る
章
は
前
著
の
概
略
で
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ

る。

(
匁
)
コ
ル
フ
は
「
ゲ
l
テ
時
代
の
精
神
」
第
四
巻
「
盛
期
ロ
マ
ソ
主
義
」

で
「
西
東
詩
集
」
の
た
め
に
長
い
一
章
を
も
う
け
て
い
る
が
、
か
つ
て
の

第
一
巻
「
シ
ュ
ト
ヮ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ

γ
グ
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な

精
神
史
的
分
析
と
再
構
成
は
行
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
コ
ル
フ
は
、
精

神
史
家
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
作
品
の
リ
ズ
ム
に
即
し
た
解
釈
者
と
し
て
現

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
コ
ル
フ
の
方
法
的
不
徹
底
と
い
う
よ
り
は
、
作
品

自
体
の
生
命
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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