
萩
原
朔
太
郎
の
詩
に
お
け
る
本
文
改
訂
の
意
味
と
そ
の
効
果

一
、
「
愛
憐
詩
篇
」
に
つ
い
て

(住
l
v

萩
原
朔
太
郎
は
大
正
五
年
に
、
『
感
情
』
「
詩
集
の
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

い
ち
ば
ん
い
い
詩
は
い
ち
ば
ん
若
い
時
に
作
っ
た
詩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
ふ
西
洋
人
の
言
葉
は
、
絶
針
に
う
た
が
ふ
こ
と
の
で
き
な
い
事

責
で
あ
る
。
と
り
も
直
さ
ず
『
い
ち
ば
ん
い
い
』
と
い
ふ
言
葉
は
、
詩
の

方
で
は
『
い
ち
ば
ん
感
情
に
豊
富
な
』
と
い
ふ
意
味
に
外
な
ら
な
い
か
ら
。

朔
太
郎
の
代
表
作
と
い
う
と
『
月
に
吠
え
る
』
や

『青
猫
』
が
浮
か
ぶ
が
、

一

番
若
い
時
に
作
っ
た
詩
と
い
え
ば
、
『
純
情
小
曲
集
』
の
「
愛
憐
詩
篇
」
な
の

で
あ
る
。
詩
集
の
発
表
こ
そ
他
の
代
表
作
が
出
た
後
、
四
番
目
で
あ
る
が
初
出

と
い
う
点
で
は
創
作
さ
れ
た
当
時
既
に
世
に
出
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
、
創
作

五日

n
u
Hド

目
μ
u
m

，‘4
7
 

公

ノ
オ
ト
と
初
出
と
詩
集
で
は
そ
れ
ぞ
れ
変
化
が
あ
り
、
作
者
自
ら

一
番
い
い
と

述
べ
て
い
る
は
ず
の
詩
に
書
き
変
え
が
あ
る
事
実
は
、

一
体
な
に
を
示
す
も
の

な
の
か
。

荻
原
朔
太
郎
の
第
四
詩
集
『
純
情
小
曲
集
』
は
、
大
正

一
四
年
八
月
に
新
潮

社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「愛
憐
詩
篇
」

一
八
編
と
、

「郷
土
望
景

詩
」
一

O
編
と
い
う
二
部
構
成
に
よ
る
詩
集
で
、
前
者
は
大
正
二
年
か
ら
三
年
、

後
者
は
大
正

一
O
年
か
ら

一
五
年
に
発
表
さ
れ
た
作
品
か
ら
な
る
。
成
立
期
を

異
に
す
る
、

こ
れ
ら
の
詩
群
に
は
互
い
を
直
接
に
意
識
し
た
形
跡
は
な
い
。

「
愛
憐
詩
篇
」
は
朔
太
郎
の
最
も
若
い
頃
の
詩
で
あ
り
、
感
傷
的
な
作
風
で

青
春
の
想
い
を
う
た
い
あ
げ
て
い
る
。
対
し
て

「郷
土
望
景
詩
」
は
故
郷
、
埼

玉
県
前
橋
市
の
風
物
を
標
題
に
過
去
を
思
い
出
す
内
容
で
あ
る
。
二
つ
の
詩
群

の
共
通
性
と
し
て
は
文
語
調
で
あ
る
こ
と
と
、

一
人
称
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
愛
憐
詩
篇
ノ
オ
ト
』
に
は
「
愛
憐
詩
篇
」
の

一
ムハ

作
品
と
、
「郷
土
望
景
詩
」
の
「
公
園
の
椅
子
」

一
作
品
の
草
稿
が
あ
り
、
『
純

η〈
υ
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《住
2
)

情
小
曲
集
』
に
お
け
る
二
つ
の
詩
群
は
同
根
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
編
の
み
の
草
稿
で
は
こ
れ
ら
が
同
じ
源
か
ら
の
発
想

と
は
言
い
き
れ
な
い
。

こ
の
論
で
は
特
に
「
愛
憐
詩
篇
」
に
着
目
し
、
そ
れ
ら

の
作
品
の
制
作
時
、
発
表
時
、
詩
集
発
表
時
に
お
い
て
の
変
化
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
よ
う
と
思
う。

ま
ず
、
『
純
情
小
曲
集
』
に
あ
る
「
愛
憐
詩
篇」

は
大
正

一
四
年
に
詩
集
と

し
て
世
に
出
る
前
に
、

三
度
は
作
者
の
目
を
通
っ
て
い
る
。
詩
を
創
作
し
た
当

時
に
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
朔
太
郎
の
習
作
集

『愛
憐
詩
篇
ノ
オ
ト
』
第
八
巻
、

第
九
巻
に
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
詩
集
に
入
っ
て
い
る

一
八
作
品
中
、

二
ハ

作
品
ま
で
の
草
稿
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
正
二
年
四
月
か
ら
翌
三
年

一

二
月
に
か
け
て
の
作
で、

「愛
憐
詩
篇
」
の
詩
で
は
最
初
の
形
に
な
る
。
な
お
、

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
詩
に
は
、

詩
集
で
の
題
で
「
静
物
」
(初
出
で

は

「室
内
」
)
と
、

「再
舎
」
(
ノ
オ
ト
の
題
で

「初
秋
」
)
の
二
編
が
あ
る
。

二
度
目
は
、
初
出
の
際
で
あ
る
。
一
八
編
の
詩
は
次
に
あ
げ
る
雑
誌
に
お
い

て
、
発
表
さ
れ
て
い

っ
た。

『朱
繁
』

大

正

二

年

五

月

『
創
作
』
大
正
二
年
八
月

大
正
二
年
九
月

二
月

大
正
三
年
五
月

六
月

七
月

大
正
三
年
五
月

『
詩
歌
』

『
ア
ラ
ラ
ギ
』
大
正
三
年

一
O
月

一
一編

そ
し
て
三
度
目
、
制
作

・
発
表
か
ら
十
数
年
を
経
て
詩
集
『
純
情
小
曲
集
』

出
版
と
な
る
。
こ
の
二
度
に
わ
た
る
発
表
と
習
作
集
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
多

少
な
り
と
も
変
化
し
て
お
り
、
作
者
は
習
作
集
か
ら
雑
誌
発
表
、
詩
集
出
版
へ

と
幾
度
か
、
書
き
変
え
を
し
た
事
実
が
み
え
る
。

そ
の
中
に
は
、
い
く
つ
か
の

共
通
し
た
事
項
に
基
づ
く
変
化
が
あ
る
。

二
、
観
念
の
否
定
と
「
私
」
「
自
分
」
表
現
減
少

六
編

三
編

一
一編

一一
編

一
一繍

三
編

一
一編

一
編

『
愛
憐
詩
篇
ノ
オ
ト
』
と
初
出
の
発
表
、
ま
た
は
『
純
情
小
曲
集
』
の
詩
の

表
現
を
比
較
し
て
み
る
と
、
書
き
変
え
に
は
共
通
し
た
動
き
を
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
詩
の
中
に
登
場
す
る

「私
」
や

「自
分
」
と
い
う
表
現

の
否
定
か
ら
発
し
て
い
る
。

(注
3
)

H
「初
夏
景
物
」
〔以
後
、
標
題
に
は
ノ
オ
ト
で
の
題
名
を
あ
げ、

題
の
書

き
変
え
が
あ

っ
た
時
は
丸
括
弧
内
に
変
化
し
た
題
を
示
す
。
〕
(小
曲
集

「初
夏

《注
4
V

の
印
象
」)
で
は

一
二
行
自
に
二
度
の
書
き
変
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。

我
れ
ひ
と
、
三
し
ん
に
あ
き
ら
か
に
交
歓
な
す
、

(
ノ
オ
ト
)

わ
れ
ひ
と
¥
あ
き
ら
か
に
し
ん
に
交
歓
す
。
(
初
出
)

ひ
と
び
と
の
か
げ
を
し
ん
に
あ
き
ら
か
に
映
像
す
。
(
小
曲
集
)

ノ
オ
卜
と
初
出
に
は
、
「
我
れ
」
や

「
わ
れ
」
が
表
さ
れ
て
い
る
が
、
小
曲

集
に
な
る
と
主
語
は
「
ひ
と
び
と
の
か
げ
」
に
変
っ

て
い
る
。
詩
の
内
容
と
し

て
も
、

「我
れ
ひ
と
と
交
歓
す
る
」
と
、

「
ひ
と
び
と
の
か
げ
を
映
像
す
る
」
と

で
は
意
味
が
大
き
く
異
な
る
。
ま
ず
、
「
わ
れ
ひ
と
と
」
と
い
う
表
現
で
は

34一
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「
我
」
と
そ
の
他
の
「
ひ
と
」
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。
こ
の
後
に
「
交
歓
な
す
」

と
続
く
の
だ
か
ら
、
「
ひ
と
」
は
「
我
」
の
相
手
と
い
う
立
場
に
な
り
、
「
我
」

は
一
人
き
り
で
居
る
の
で
は
な
く
、
人
と
の
交
わ
り
を
持
つ
動
き
が
想
像
で
き

る
。
「
交
歓
」
と
は
、
た
が
い
に
う
ち
と
け
楽
し
み
あ
う
と
い
う
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
最
後
の

一
文
で
そ
れ
ま
で
の
部
分
に
「
我
」
と
い
う

前
向
き
な
存
在
が
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
が
「
ひ
と
び
と
の

か
げ
」
で
あ
っ
た
な
ら
動
い
て
い
る
も
の
は
、
第
三
者
同
志
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
も
、
「
映
像
す
」
と
い
う
結
び
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
描
写
も
全
て
ち

が
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
、
六
行
自
の
せ
っ
か
く
の

「
わ
が
手
」
に
も
「
我
」
は

前
向
き
に
存
在
せ
ず
、
冷
静
に
こ
の
風
景
を
眺
め
て
い
る
存
在
と
な
る
。
詩
の

視
点
も

一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
と
変
っ
て
し
ま
う
。

同
「
地
上
」

ノ
オ
ト
と
初
出
の
四
行
目
よ
り
八
行
目
ま
で
は
小
曲
集
に
お
い
て
、
削
除
さ

れ
て
い
る
。

わ
れ
は
友
を
呼
び

友
は
遠
き
静
物
を
よ
ぷ

り
ん
り
ん
と
光
る
空
気
に

も
の
み
な
は
音
な
く
め
ざ
め

わ
が
行
く
と
こ
ろ
に
鋭
く
透
銀
す

こ
の
部
分
を
失
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
詩
か
ら

「友
」
と
い
う
存
在
が
事
実

上
、
消
さ
れ
る
。

二
、
三
行
自
に
あ
る
よ
う
に
地
上
の
愛
す
る
も
の
の
伸
長
す

る
様
子
も
、
「
め
ざ
め
」
を
省
い
て

「
な
ζ

み
」
(
一
O
行
目
)
か
ら
の
表
現
と

な
る
。

一
三
行
目
の

一
文
、

輝
ゃ
く

上

し

も

輝

く

な

ん

(注

S
)

愛
物
ど
も
の
う
へ

に

わ

が

手
を
伸
べ
ん
と
す

こ
れ
に
あ
る

「
わ
が
手
を
伸
べ
る
」
行
為
も
、
削
除
部
分
が
現
存
す
れ
ば

「
わ

れ
は
友
を
呼
び
」
「
友
は
遠
き
静
物
を
よ
ぶ
」
、
そ
し
て
我
は
、

「
わ
が
手
を
伸

べ
る
」
の
よ
う
に
共
同
作
業
的
意
味
合
い
を
含
む
の
だ
が
、
削
除
さ
れ
た
こ
こ

で
は
、
「
わ
れ
」

一
人
の
動
き
と
う
け
と
ら
れ
る
。

ま
た
、

二
ハ
行
目
に
は
次
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
。

(

削

除

)

(

削

除

)

も

の

、

(
読
点
)

み
よ
そ
こ
は
か
と
し
ん
し
ん
と
愛
す
る
者
は
伸
長
し

ノ
オ
ト
で
は

「者
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
の
に
、
初
出
で
は

「も
の」

に
変
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「者
」
と
い
う
漢
字
が
請
け
負
う
「
人
」
の
存
在
は

「
も
の
」
と
い
う
暖
昧
な
存
在
と
な
る
。

「
わ
れ
」
以
外
の
同
格
の
立
場
は
完
全

に
見
あ
た
ら
な
く
な
り
、
そ
の
詩
に
お
い
て

「
わ
れ
」
の
持
つ
絶
対
的
存
在
は

他
に
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

日

「
涙
」

こ
の
詩
も
ノ
オ
ト
と
初
出
に
は
あ
る
の
だ
が
、
小
曲
集
で
は
最
後
の
二
行、

次
の
文
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

(初
出
)

た
れ
か
は
あ
だ
に
思
ふ
べ
き

。

(
句
点
)

な

る

な

ら

や
ん
ご
と
な
く
も
流
れ
し
は
我
の
我
ら
の
涙
さ
れ
め
や

こ
の
削
除
部
分
は
前
に
述
べ
ら
れ
た

「
自
分
の
一涙
」
と
い
う
詩
の
内
容
を
重

内
ペ

υ
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複
、
補
強
し
て
い
る
。

「涙
」
と
い
う
詩
は
、
削
除
部
分
に
至
る
ま
で
に

「我
」

と
う
表
現
を
四
度
使
用
し
て
い
る
、
も
と
も
と
が
か
な
り
主
観
的
な
作
風
の
詩

で
あ
る
。

ゆ
え
に

「我
の
我
ら
の
一
涙
」
(
初
出
で
は
「
我
の
我
な
る
一涙
」
)
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
「
自
分
」

に
関
す
る
表
現
を
減
ら
す
目
的
か
ら
削
除
は
な
さ

れ
た
。

同
「
涙
L

i
(削
除
)

心

一
悲
一

、
(
読
点
)

;
:
i
 

さ
は
さ
り
な
が
ら
こ
の
固
ま
た
こ
こ
ろ
一哀
一し
く

四
行
目
の

「
こ
こ
ろ
夏
し
く
」
(
ノ
オ
ト
)
が
初
出
で
は
「
こ
こ
ろ
悲
し
く
」

に
書
き
変
え
ら
れ
て
い
る
。

〔説
明
は
肘
で
行
う
。
〕

回
無
題
(
小
曲
集
「
金
魚
」
)

六
行
目
の

「我
の
哀
し
さ
」
(
/
オ
ト
)
は
後
に
、

「我
の
悲
し
さ
」
(
小
曲

集
)
に
変
っ
て
い
る
。

さ
く
り
の
花
は
咲iさ
き(

i淵tて小
守ほ曲
品こ集
車ろ)

iな ベ
ど
もす

、ιa
J
J

企
ロ

ー

』

f

か
く
ば
か
り
嘆
き
の
淵
に
身
を
投
げ
す
て

初
出
と
小
曲
集
は
、
こ
こ
で
改
行
、
六
行
目
と
あ
わ
せ
る
。

ド
F

A

O

ゴ
ヅ，

た
る
我
の
哀
し
さ

〔説
明
は
的
で
行
う
。
〕

肘
「
さ
く
ら
」
(小
曲
集
「
楼
」)

こ
の
詩
も
側
の

コ涙」
、
国
の
「
金
魚
」
と
同
じ
漢
字
の
変
化
が
九
行
自
に

見
ら
れ
る
。
「
哀
し
き
」
(
ノ
オ
ト
)
か
ら
「
悲
し
き
」
(
小
曲
集
)
へ
。

い
と
ほ
し
ゃ

あい
しな ま
もが春
ちの
に日
哀i悲の
し(ま
き小ひ
も曲る
の集とど
を)き(
み初
つ出
め )

fこ
る
我

初
出
と
小
曲
集
で
は
、
九
行
目
に
続
け
て
書
く
。

あ
ら
ぬ
を

「哀
し
い
」
と
い
う
言
葉
は

「悲
し
い
」
と
同
じ
く
、
カ
ナ
シ
イ
と
読
む
が

意
味
と
し
て
は
趣
が
ち
が
う
。

「哀
」
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る。

哀

①
あ
わ
れ
む
。

聞
か
わ
い
そ
う
に
思
う
。
不
慨
に
思
う
。
い
た
む
。

伺
い
つ
く
し
む

(
愛
)
。
情
を
か
け
る。

②
あ
わ
れ
。
あ
わ
れ
み
。
い
た
ま
し
い
感
じ
。

③
か
な
し
い
。
か
な
し
む
。
か
な
し
み
。

「悲
」
で
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

悲

①
か
な
し
い
。

せ
つ
な
い
。

②
か
な
し
む
。

肘
な
げ
き
い
た
む
。

n
h
u
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同
慕
い
い
た
む
。

③
か
な
し
み
。

「悲
」
は
そ
の
音
の
と
お
り
か
な
し
い
と
い
う
意
味
だ
が
、

「哀
」
の
文
字

で
は
か
な
し
い
と
い
う
よ
り
も
あ
わ
れ
む
内
容
の
意
味
が
濃
い
。
「
あ
わ
れ
む
」

と
は
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
た
り
、
同
情
す
る
事
な
の
で
、

「
か
な
し
い
」
に
比

べ
て
よ
り
自
己
的
な
言
葉
に
な
る
。
つ
ま
り
、

「哀
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
い
た
時
に
は

「自
分
」
と
い
う
存
在
が
よ
り
詩
の
中
に
意
識
さ
れ
て
い
た

と
言
え
る
。
た
っ
た

一
字
の
ち
が
い
だ
が
、
あ
わ
れ
む
趣
向
の
強
い
文
字
=
反
」

が

「悲
」
に
意
識
的
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
三
編
の

詩
に
お
い
て
も
ノ
オ
ト
、
初
出
、
そ
し
て
小
曲
集
へ
と
「
自
分
」
「
私
」
に
関

す
る
表
現
が
減
少
し
て
き
て
い
る
事
実
が
わ
か
る
。

朔
太
郎
は

「詩
と
は
何
ぞ
や
」
を
論
理
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
為
に
、

『詩

の
原
理
』
と
い
う
詩
論
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
論
は

「詩」

と
い
う
も
の
を
、

人
々
に
説
明
す
る
目
的
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
私
的
な
見
解
を
述
べ
た

論
で
は
な
く
、
朔
太
郎
に
お
い
て
公
的
と
見
な
し
た
内
容
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

普
通
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
詩
書
の
如
く
、
軍
に
韻
律
音
譜
の
註
で
あ
っ
た

り
、
名
詩
の
解
説
的
批
判
で
あ
っ
た
り
、
初
筆
者
の
入
門
的
手
引
で
あ
っ

た
り
、
或
は
濁
断
的
詩
論
の
主
張
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
と
は
、
全
然
内

(注
6
〉

容
が
異
っ
て
ゐ
る
。

内
容
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

自
分
は
こ
の
書
物
に
於
て
、
次
に
関
す
る
根
本
の
問
題
を
解
明
し
た
。
即

ち
詩
的
精
神
と
は
何
で
あ
る
か
、
文
撃
の
ど
こ
に
詩
が
所
在
す
る
か
、
詩

の
表
現
に
於
け
る
根
本
の
原
理
は
何
で
あ
る
か
、
詩
と
他
の
文
曲
目
子
と
の
関

係
は
ど
う
で
あ
る
か
、
そ
も
そ
も
詩
と
言
は
れ
る
概
念
の
本
質
は
何
で
あ

る
か
1
l
l

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
『
詩
の
原
理
』
序
文
よ
り
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
『
詩
の
原
理
』
は
昭
和
三
年
に
第
一
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
朔

太
郎
は
こ
の
論
を
仕
上
げ
る
の
に

「約

一
0
年
聞
を
要
し
た
。
」
と
記
し
て
い

る
。
昭
和
三
年
か
ら

一
O
年
遡
る
と
、
大
正
七
年
に
な
る
。
そ
の
聞
に
発
表
さ

れ
た
詩
集
と
し
て
は
、

一
年
繰
り
上
が
る
が
大
正
六
年
の
『
月
に
吠
え
る
』
、

大
正

一二
年
の

『青
猫
』『
蝶
を
夢
む
』
、
そ
し
て
大
正

一
四
年
の

『純
情
小
曲

集
』
と
な
る
。

実
際
に
序
文
に
も
、

こ
の
思
想
を
ま
と
め
る
篤
に
は
、
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
永
い
問
、
殆
ど
約

十
年
間
を
要
し
た
。
健
脳
な
讃
者
の
中
に
は
、
ず
っ
と
昔
、
自
分
と
室
生

犀
星
等
が
結
束
し
た
詩
の
雑
誌
「
感
情
」
の
橡
告
に
於
て
、
本
書
の
近
刊

虞
告
が
出
て
ゐ
た
こ
と
を
知
っ
て
る
だ
ら
う
。

と
あ
る
。

「感
情
」
は
大
正
五
年
六
月
か
ら
八
年

一一

月
ま
で
出
さ
れ
て
い
た

雑
誌
で
あ
る
。
ま
た
、
大
正

一
O
年
三
月
に
は
、
前
橋
在
住
の
詩
人
歌
人
た
ち

と
「
文
芸
座
談
会
」
を
設
け
、
八
月
ま
で

一
五
回
に
わ
た
っ
て
主
に

「詩
の
原

理
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
朔
太
郎
は
前
に
あ
げ
た
四

つ
の
詩
集
を
手
掛
け
な
が
ら
も
常
に
、
「
詩
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
疑
問
に
つ

い
て
考
え
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

『
詩
の
原
理
』
内
容
論
に
よ
る
と
、
芸
術
に
は

「
自
我
」
す
な
わ
ち
温
熱
の

感
で
あ
る
主
観
的
態
度
と

「非
我
」
冷
た
く
よ
そ
よ
そ
し
い
感
の
客
観
的
態
度

37 
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の
芸
術
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
る
温
熱
の
感
と
は
、

自
ら
の
感
情
(
意
志
を
含
め

て
)
の
事
で
、
主
観
的
態
度
は
感
情
的
態
度
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、

朔
太
郎
は

整
術
上
の
主
観
主
義
と
は
、
感
情
や
意
志
を
強
調
す
る
態
度
を
言
ひ
、
客

観
主
義
と
は
情
意
を
排
し
、
冷
静
な
知
的
の
態
度
に
よ
っ
て
、
世
界
を
無

関
心
に
観
照
す
る
態
度
を
言
ふ
。

こ
の
よ
う
に
定
義
づ
け
た
上
で
、

「詩
は
音
楽
と
同
じ
や
う
に
情
熱
的
で
、
熱

風
的
な
主
翻
献
を
高
調
す
る
」
文
学
だ
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
は
情
熱

的
で
、
熱
風
的
な
感
情
や
意
志
を
う
た
っ
た
も
の
と
きP
え
る
の
で
あ
る
。

「愛

憐
詩
篇
」
(
特
に
『
愛
憐
詩
篇
ノ
オ
ト
』
に
お
け
る
)
に
あ
る
詩
は
、
自
ら
の

感
情
を
の
び
の
び
と
う
た
っ
た
詩
が
多
い
。
自
分
の
感
情
や
意
志
を
素
直
に
う

た
い
あ
げ
る
こ
の
行
為
は
、
前
述
に
よ
る
と
主
観
的
行
為
に
あ
た
り
、
そ
れ
は

朔
太
郎
自
身
が
位
置
づ
け
た
詩
の
代
表
的
要
素
と

一
致
す
る
。

『
詩
の
原
理
』

内
容
論
、

一
、
二
、
三
章
に
お
け
る
論
の
主
張
は
こ
こ
で
は
詩
と
非
常
に
う
ま

く
対
応
し
て
見
ら
れ
る
。

で
は
、
主
観
派
の
文
学
世
界
と
客
観
派
の
そ
れ
と
で
は
ど
う
ち
が
う
の
か
。

客
観
派
か
ら
み
て
み
る
と
、
彼
ら
の
文
学
世
界
に
お
い
て
人
生
は

一
つ
の
実
在

「
あ
る
も
の
」
で
あ
る
。
自
然
人
生
の
実
相
を
見
、

真
実
を
観
照
し
、
存
在
の

本
質
を
把
握
す
る
こ
と
に
客
観
派
文
学
世
界
の
意
義
は
あ
る
と
見
な
す
。
つ
ま

り
、
実
際
の

「あ
る
が
ま
ま
の
世
界
」
に
対
し
て
あ
る
が
ま
ま
の
観
察
を
行
う

の
で
あ
る
。
自
分
本
位
の
感
情
を
意
識
せ
ず
、

自
分
が
冷
静
だ
と
判
断
す
る
あ

る
所
の
地
点
、
現
実
か
ら
ま
わ
り
の
世
界
を
見
て
意
義
や
価
値
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
。

ー""""""1

対
し
て
、
主
観
派
文
学
の
世
界
は
人
生
は

「
あ
る
も
の
」
で
は
な
く
、
「
あ

る
べ
き
も
の
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
実
の
世
界
は
、

悪
や
虚
偽
に
み
た

さ
れ
た
不
満
だ
ら
け
の
世
界
で
あ
る
。
本
当
の
人
生
は
決
し
て
こ
の
よ
う
な
醜

い
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
超
越
し
た
「
観
念
の
世
界
」
に
あ
る
と
信
ず
る
、

そ
れ
が
主
観
派
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の

「観
念
」
と
は
芸
術
上
、
ど
れ
ほ
ど
重

要
な
要
素
か
、
朔
太
郎
は
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。

套
術
は
そ
れ
の
理
念
に
向
っ
て
、
呼
び
求
め
る
所
の
祈
稀
で
あ
り
、
或
は

こ
の
不
満
な
る
現
貧
苦
か
ら
脱
れ
る
た
め
の
、
悲
痛
な
情
熱
の
絶
叫
で
あ

る
。
そ
れ
は
何
等
「
認
識
の
た
め
」
の
表
現
で
な
く
、
情
意
の
燃
焼
す
る

「
意
欲
の
た
め
」
の
萎
術
で
あ
る
。
(
引
用
文
中
の
そ
れ
と
は
、
「あ
る
べ

き
も
の
」
を
指
し
て
い
る
。)

祈
祷
と
は
、
正
し
く
「
あ
る
べ
き
も
の
」
の
世
界
を
求
め
る
声
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
観
念
や
祈
祷
が
感
情
の
表
現
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
事
を
示
し

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で

一
つ
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
「
月
光
と
海
月
」
(
初
出

「月
光
と
祈
掃
」
)
の
祈
祷
部
分
、

二
ニ
行
目
か
ら

一
七
行
目
ま
で
は
小
曲
集
に

お
い
て
削
除
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

(一

三
行
目
の
点
線
の
み
初
出
で
削
除
)

『

、マ
リ
ヤ
よ

聴

き

、

は
や
は
や
わ
が
信
願
を
き
〉
届
け

ハロ
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ひ

す

ゐ

、

』

姦
翠
の
く
ら
げ
を
輿
へ
し
め
て
よ

大
正
六
年
五
月
に
『
文
章
世
界
』
第
一

二
巻
第
五
号
に
発
表
さ
れ
た
朔
太
郎

の
詩
論
「
三
木
露
風
一
派
の
詩
を
放
追
せ
よ
」
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
論
で
朔
太
郎
は
、
三
木
露
風
一
派
が
新
し
く
起
こ
し
た
象
徴
詩
に
強
い

批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
。
以
下
、
引
用
す
る
と
長
く
な
る
の
で
要
約
し
て
述
、
へ

る
。
三
木
露
風
一
派
は
観
念
風
の
象
徴
詩
を
創
造
し
た
。
そ
の
詩
の
特
長
は
哲

学
ら
し
い
も
の
や
、
思
想
ら
し
い
も
の
を
詩
中
に
と
り
こ
む
点
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
特
長
は

一
時
も
の
の
こ
ま
か
し
に
す
ぎ
ず
、
本
当
は
詩
の
中
に
何
も

の
か
が
、

「
あ
る
ら
し
く
見
え
た
」
と
表
現
す
べ
き
で
あ
る
。

三
木
氏
ら
は
こ

れ
ら

「ら
し
き
も
の
」
の
影
を
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
た
め
、
無
理
に

語
法
を
転
倒
し
た
り
、
わ
ざ
と
内
容
を
不
鮮
明
に
し
た
り
、
感
情
を
正
直
に
宣

叙
す
る
こ
と
を
避
け
た
り
し
て
、
極
め
て
暖
昧
不
得
要
領
に
中
途
半
端
な
物
の

言
い
万
を
す
る
工
夫
を
し
、
そ
れ
を
象
徴
と
し
た
。
ま
た
表
現
は
不
自
然
で
窮

屈
で
少
し
も
自
由
な
リ
ズ
ム
が
出
な
い
。
そ
の
上
に
例
の
「
ご
ま
か
し
」
が
正

直
な
感
情
を
抑
制
し
て
い
る
た
め
に
、
ま
る
で
ど
こ
に
も
人
を
ひ
き
つ
け
る
よ

う
な
強
い
力
が
流
れ
て
い
な
い
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
詩
の
中
に
観
念
や
象
徴
な
ど
の
「
ご
ま
か
し
」
を
入
れ
て
、
さ

も
何
か
の
真
実
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
う
た
う
知
っ
た
か
ぶ
り
作
風
を
朔
太
郎

は
否
定
し
た
。
詩
を
つ
く
る
と
は
正
直
な
感
情
を
重
ん
じ
る
こ
と
と
し
、
自
ら

を
室
生
犀
星
と
共
に

「感
情
中
心
主
義
」
で
あ
る
と
公
言
し
た
。
取
っ
て
付
け

た
よ
う
な

「観
念
」
や
「
象
徴
」
を
入
れ
る
よ
り
、
感
情
を
純
粋
に
う
た
っ
た

方
が
よ
い
と
言
う
の
だ
。
ま
た
、
詩
で
人
を
ひ
き
つ
け
る
強
い
力
は
正
直
な
感

情
の
表
現
で
あ
る
と
い
っ
て
や
ま
な
い
の
は
、
こ
の
詩
論
を
発
表
し
た
同
年
に

朔
太
郎
の
代
表
作
『
月
に
吠
え
る
』
を
出
し
、
文
壇
で
か
な
り
の
評
価
を
得
た

そ
の
自
信
か
ら
だ
と
見
る
。
こ
れ
か
ら
、
経
過
を
追
っ
て
み
る
と
次
の
様
に
三

度
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。

O
大
正
二
、
三
年
「
月
光
と
海
月
」
を
ノ
オ
ト
に
作
成
。
こ
の
時
は
純
粋

に
主
観
的
態
度
で
詩
作
を
行
う
。
ゆ
え
に

「観
念
の
世
界
」
を
求
め
、

祈
祷
を
尊
ぶ
。

O
大
正
六
年

三
一
木
露
風
一
派
の
詩
を
放
追
せ
よ
」
を
発
表
。
当
時
あ
ま

り
の
観
念
を
第

一
と
す
る
観
念
主
義
に
あ
て
ら
れ
、
観
念
を
主
張
す
る

こ
と
に
否
定
を
感
じ
る
。

O
大
正
一
四
年
詩
集
小
曲
集
を
発
表
す
る
際
、
あ
か
ら
さ
ま
な
観
念
を
し

め
す
部
分
、
祈
祷
を
削
除
す
る
。

『
詩
の
原
理
』
で
は
、
正
し
く
あ
る
べ
き
世
界
は
「
観
念
の
世
界
」
に
あ
る

と
定
義
づ
け
て
い
た
が
、
作
者
も
論
の
序
文
で
述
べ
て
い
た
よ
う
に
あ
く
ま
で

公
的
な
詩
論
と
し
て
作
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
と

一
致
し
な
い
作

風
で
詩
が
発
表
さ
れ
て
も
格
別
お
か
し
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ

う
な
変
化
こ
そ
が
自
然
な
場
合
も
あ
る
。
観
念
の
否
定
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
を

求
め
る
祈
穏
と
い
う
考
え
自
体
を
消
し
て
し
ま
お
う
と
し
た
動
き
も
矛
盾
と
は

言
い
き
れ
な
い
。

次
の
よ
う
な
事
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

イ
デ
ヤ

主
観
と
は
「
観
念
」
で
あ
っ
て
、
自
我
の
情
意
が
欲
求
す
る
最
高
の
も

エ

ゴ

の
、
そ
れ
の
み
が
異
質
で
あ
る
所
の
、
員
の
規
範
さ
れ
た
る
自
我

で
あ

ハ同
d
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る
。
故
に

「主
観
を
高
調
す
る
」
と
は
、
自
己
の
理
想
や
主
義
や
を
掲

イ
デ
ヤ

げ
て
観
念
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
で
あ
り

イ

デ

ヤ

ヱ

主
観
は

「
観
念
」
で
あ
り
、

自
我
で
あ
る
。

「
エ
ゴ
」
と
は
も
と
も
と
、
ラ
テ
ン
語
で

一
人
称
単
数
の
人
称
代
名
詞
の
こ

と
だ
が
、
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。

エ
ゴ
①
認
識
、
意
欲
、
行
動
な
と
の
主
体
と
し
て
、

他
と
区
別
さ
れ
る
自
分
。

自
己
。
自
我
。

②
自
分
本
位
の
考
え
方
や
態
度
。

ま
た

「自
我
」
(
じ
が
)
で
も
調
べ
て
み
る
と

自
我
①
自
分
。
自
分
自
身
。

②
哲
学
で
、
対
象
の
世
界
と
区
別
さ
れ
た
認
識
、
行
為
の
主
体
で
あ
り
、

し
か
も
体
験
内
容
が
変
化
し
て
も
同

一
性
を
持
続
し
て
、
作
用
、
反

応
、
体
験
、
思
考
、
意
欲
の
働
き
を
す
る
意
識
の
統

一
体
。
我
(
わ

れ
)
。
ェ
ゴ
。

③
自
分
に
対
す
る
意
識
。
主
に
肉
体
と
切
り
離
し
て
心
理
的
、
精
神
的

な
意
味
で
用
い
ら
れ
、
精
神
分
析
で
は
、
人
間
の
行
動
を
現
実
に
適

応
さ
せ
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
と
な
り
、
「
自
我
」

と
は
つ
ま
り
、

「
自
分
」
や

「
自
己
」

を
さ
す
言
葉
と
み
な
す
。

「三
木
露
風

一
派
の
詩
を
放
追
せ
よ
」
の
論
で
、
観

念
主
義
、
観
念
を
否
定
し
た
行
為
は
、
こ
の

一
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
朔
太
郎

に
お
い
て
は

「自
分
」
と
い
う
表
現
の
否
定
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
そ
う

す
る
と
前
述
し
た
ノ
オ
卜
、
初
出
、
小
曲
集
の
書
き
変
え
に
、
な
ぜ

「
私
」

「自
分
」
と
い
う
表
現
が
減

っ
て
い

っ
た
か
は
、
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。

三
、
表
面
上
の
書
き
変
え
、
字
面
の
意
識

ノ
オ
ト
、
初
出
、
小
曲
集
の
書
き
変
え
を
比
較
す
る
と
、
句
読
点
や
漢
字
を

ひ
ら
が
な
に
変
え
る
な
ど
の
単
調
な
変
化
が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
漢
字

を
ひ
ら
が
な
に
書
き
変
え
て
あ
る
場
合
。

「
こ
〉
ろ
」
(
小
曲
集
「
こ
こ
ろ
」)

何
に
↓
な
に
、
↓
な
に
に
(
二
行
目
)

歩
む
↓
あ

ゆ

む

(

八

)

悲

し

↓

か

な

し

(

一
O
)

淋
し
き
↓
さ

び

し

き

(

一
四
)

「女
よ
」

彩

ら

れ

↓

い

ろ

ど

ら

れ

(

二
)

白
粉
↓
お

し

ろ

い

(

三
)

勿
れ
↓
な
か
れ
(
六
、
八
、
一

一
)

指
先
↓
ゆ

び

さ

き

(

七

)

機
ぐ
る
↓
く
す

ぐ

る

(

八

)

近

く

↓

ち

か

く

(

一
一)

我
が
↓
わ

が

(

一一

)

故
に
↓
ゆ

ゑ

に

(

一
四
)

悲
し
↓
か

な

し

(

一
五
)

逆
に
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
変
え
て
あ
る
場
合
。

「
み
ち
ゆ
き
」
(
小
曲
集

「夜
汽
車
」
)
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あ
り
あ
け
↓
あ
り
や
け
↓
有
明
(
二
)

し

ら

み

↓

白

み

(

四

)

す

ぎ

ず

↓

過

ぎ

ず

(

一二
)

「
こ
〉
ろ
」
(
小
曲
集
「
こ
こ
ろ
」
)

物

い

ふ

↓

物

言

ふ

(

一
三
)

「
さ
く
ら
」
(
小
曲
集
「
楼
」
)

あ

そ

ぶ

↓

遊

ぶ

(

=
一)

こ
れ
ら
の
よ
う
な
変
化
は

「愛
憐
詩
篇
」
全
一
八
編
の
う
ち
、
初
出

「室
内
」

(
小
曲
集

「静
物
L
)

の
一
一
編
を
除
い
て
全
て
の
詩
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
漢

字
を
ひ
ら
が
な
に
な
お
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
言
葉
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
は
幾
通

り
か
に
拡
が
る
。
「
さ
び
し
き
」
は
、
「
寂
し
き
」
に
も
「
淋
し
き
」
に
も
と
れ

る。

「あ
を
」
は
「
青
」
と
「
蒼
」
の
よ
う
に
、
「
お
も
い
」
は
「
思
い
」
や

「
想
い
」
に
。

「
ひ
と
り
」
は
「

一
人
L

で
も
「
独
り
」
で
も
よ
い
。
詩
の
世
界

は
作
者
だ
け
で
な
く
、
受
け
手
で
あ
る
読
者
の
感
性
に
よ
っ
て
も
つ
く
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
中
に
は
ノ
オ
ト
と
小
曲
集
と
の
表
記
が
同
じ
で
、
初
出
の
み
が
異
な

る
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

「
み
ち
ゆ
き
」
(
小
曲
集
「
夜
汽
車
」
)

咲
き
て
↓
さ
き
て
↓
咲
き
て
(
一
八
)

「
こ
、
ろ
」
(
小
曲
集

「
こ
こ
ろ
」
)

夕
闇
↓
夕
や
み
↓
夕
闇
(
六
)

無
題
(
小
曲
集

「
金
魚
」
)

す
て
↓
捨
て
↓
す
て

(
五
)

ノ
オ
ト
で
の
表
記
を
初
出
発
表
時
に
書
き
変
え
、
さ
ら
に
小
曲
集
発
表
の
時
に

初
出
の
作
品
を
も
と
に
改
稿
し
た
結
果
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
一
四
編
も
の

詩
か
ら
、
同
じ
形
式
の
変
化
が
読
み
と
ら
れ
る
こ
と
よ
り
、
小
曲
集
の
書
き
変

え
は
初
出
で
は
な
く
、
ノ
オ
ト
を
も
と
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

句
読
点
の
変
化
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
こ
こ
で
言
う
句
読

点
と
は
、
各
行
の
最
後
に
多
用
さ
れ
た
も
の
で
、
ノ
オ
ト
に
は
存
在
せ
ず
初
出

に
な
っ
て
初
め
て
現
れ
、
小
曲
集
で
は
殆
ど
が
は
ず
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
殊

な
変
化
が
見
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
例
と
し
て
「
花
鳥
」
よ
り
、
二
行
目
か
ら

七
行
目
ま
で
を
初
出
に
お
け
る
形
で
あ
げ
て
み
る
。

花
鳥
の
日
は
き
た
り
、

日
は
め
ぐ
り
ゆ
き
、

都
に
木
の
芽
つ
い
ば
め
り
。

わ
が
心
の
み
光
り
い
で
、

み

を

し
づ
か
に
水
脈
を
か
き
わ
け
で
、

い
ま
ぞ
岸
べ
に
魚
を
釣
る
。

こ
こ
で
見
る
読
点
は
小
曲
集
に
よ
る
と
、
一
つ
も
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は

小
曲
集
発
表
の
際
に
ノ
オ
ト
の
原
稿
を
も
と
に
書
き
変
え
が
あ
っ
た
の
か
。
ま

た
は
初
出
を
発
表
し
た
雑
誌
社
で
の
編
集
、
印
刷
段
階
に
お
い
て
、
作
者
以
外

の
者
の
手
が
加
え
ら
れ
た
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
の
真
実
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
詩
人
が
手
を
加
え
ら
れ
た
状
態
で
発
表
を
続
け
て
い

く
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
詩
は
特
に
文
字

一
つ
一
つ
の
意
味
が
大
き
く
、
そ
れ

だ
け
に
作
者
も
慎
重
に
考
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
全
一
八
編
中
、
句
読
点
の

変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
次
の
九
編
で
、
発
表
し
た
雑
誌
は
『
創
作
』
に
七
編
、
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『詩
歌
』
に
一

一編
、
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に

一
編
と
わ
か
れ
て
い
る
。
(
変
化
が
な
い

詩
は
『
創
作
』
に
他
三
編、

『
朱
繁
』

に
六
編
あ
る
。
)
題
名
は
/
オ
ト
に
よ
る
。

「
月
光
と
海
月
」、
「一課」
、
「
あ
り
ぢ
ご
く
」
、
無
題
(
初
出
「
き
の
ふ
け
ふ
」
)
、

「
地
上
」
、
「
花
鳥
」
、
「
春
日
」
、
「
初
夏
景
物
」、
「
初
秋
」
以
上
九
編

発
表
し
た
月
日
は
、
大
正
二
年
八
月
か
ら
三
年

一
O
月
。
そ
の
聞
に
変
化
の
な

か
っ
た
詩
も
発
表
さ
れ
て
お
り
、
時
間
的
な
統

一
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
『
創

作
』
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
大
正
二
年
の
八
月
に
「
あ
り
ぢ
ご
く
」
を
発
表
。

九
月
に
変
化
の
な
か
っ

た

一
一
編
発
表

(
「
緑
蔭
」
)
。
一

一
月
に
も
変
化
の
な
い

詩
を
発
表
(
「漬
溢
」
)
。
大
正
三
年
五
月
に

「春
日
」
、
六
月
に

「初
夏
景
物
」

「地
上
」
「
花
鳥
」

を
発
表
。
七
月
に
変
化
の
な
い

一
一編
発
表
(
「
室
内
」
)
。
こ

の
よ
う
に
変
化
の
有
無
は
、
互
い
違
い
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
も
、
編
集
者
な

ど
の
手
が
加
わ

っ
た
場
合
、
同
じ
出
版
社
で
同
期
間
に
統

一
さ
れ
た
表
記
で
出

さ
れ
て
い
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
印

刷
所
で
手
が
加
え
ら
れ
た
事
も
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
出
版
社
だ
か
ら
と
い

っ
て

一
つ
の
印
刷
所
に
全
て
の
仕
事
を
任
せ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場

合
句
読
点
の
変
化
は
有
り
う
る
と
し
て
も
語
句
ま
で
が
印
刷
上
の
作
業
で
変
わ

る
だ
ろ
う
か。

そ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
事
で
、
小
曲
集
が
ノ
オ
ト
と
似
た
形
と

な
る
の
は
事
実
か
ら
見
て
も
、
作
者
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
朔
太
郎
が

句
読
点
を
多
用
し
、
発
表
し
た
の
は
、
視
覚
か
ら
く
る
イ
メ
ー
ジ
の
実
験
の
た

め
と
私
は
判
断
す
る
。

踊
字
に
つ
い
て
は
、

ノ
オ
ト
や
初
出
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
小
曲
集

で
は
同
字
の
反
復
に
よ
り
表
記
さ
れ
て
お
り
、
踊
字
は
存
在
し
な
い
。

「
み
ち
ゆ
き
」
(
小
曲
集

「夜
汽
車
」)

『司司可

女
ご
〉
ろ
↓
女
ご
こ
ろ

(一

四
)

し
の
〉
め
↓
し
の
の
め
(
一
ム
ハ
)

他
の
詩
に
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
例
外
と
し
て
次
の
三
箇
所
の
み
が
初
出
に
お

い
て
略
さ
な
い
形
に
書
き
変
え
ら
れ
て
い
る
。

「
緑
蔭
」

ち
〉
↓
ち
ち

(
初
出
)

(

三

)

「月
光
と
海
月
」
(初
出

「
月
光
と
祈
祷
」
)

ふ
る
へ
つ
〉
↓
ふ
る
へ
つ
つ
(
一
九
)

「春
日
」
(小
曲
集

「
洋
銀
の
皿
」)

さ
〉
く
れ
て
↓
さ
さ
く
れ
て
(
四
)

こ
の
よ
う
に
統

一
さ
れ
た
変
化
は
、
ど
の
よ
う
な
判
断
で
実
行
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
朔
太
郎
は
大
正
六
年

一
二
月
に
『
詩
歌
』
第
七
巻
第

一
一
一号
に
お

い
て

「言
葉
の
問
題
」

と
い
う
詩
論
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
現

在
新
ら
し
い
詩
壇
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
表
現
は
四
つ
あ
り
、

一
つ
め
に

観
念
派
の
表
現
、

二
つ
め
に
は
支
那
語

(
漢
語
)
に
よ
る
韻
の
利
用
が
あ
げ
ら

れ
る
。
次
に
三
つ
め
と
し
て
、
支
那
語
又
は
外
来
語
と
し
て
の
漢
字
を
か
り
、

あ
る
種
の
複
雑
な
観
念
を
表
現
す
る
方
法
。
朔
太
郎
の
考
え
に
よ
る
と
、

漢
字
は
、
そ
の
象
形
文
字
と
し
て
の
視
覚
の
上
か
ら
、
詩
の
讃
者
に
射
し

て
特
別
な
趣
味
と
観
念
と
を
働
き
か
け
る
能
率
を
も
っ
て
ゐ
る
。

と
あ
り
、
朔
太
郎
自
身
は
こ
の
方
法
に
反
対
だ
と
言
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
四

つ
め
の
方
法
に
観
念
に
よ
っ
て
日
本
語
を
取
り
扱
わ
な
い
、

日
本
語
の
独
立
性

を
尊
重
す
る
表
現
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
表
現
に
よ
る
詩
形
は
、
朔
太
郎
が
当

時
起
こ
し
て
い
た
方
法
で
あ
る
。
言
葉
を
調
子
か
ら
分
離
し
て
直
接
リ
ズ
ム
に
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写
し
て
行
く
こ
と
に
よ
り
、
「耳
で
讃
む
詩
」
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
。
そ

の
ポ
イ
ン
ト
は
、

出
来
得
る
だ
け
日
本
語
か
ら
支
那
語
や
そ
の
他
の
外
来
語
を
騒
逐
す
る
。

出
来
る
だ
け
漢
字
を
排
斥
す
る
。
(
私
の
詩
は
で
き
る
だ
け
平
偲
名
を
使
っ

て
ゐ
る
)
何
故
な
ら
ば
漢
字
は
日
本
語
の
も
つ
音
楽
と
そ
の
特
別
な
リ
ズ

ム
の
純
性
を
破
壊
す
る
危
険
を
も
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
朔
太
郎
が
詩
の
中
の
漢
字
を
ひ
ら
が
な

に
な
お
し
て
い
く
変
化
ゃ
、
外
来
語
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
な
い
点
の
説
明
は

つ
く
。

「愛
憐
詩
篇
」
に
見
ら
れ
る
外
来
語
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。

「
み
ち
ゆ
き
」
(
小
曲
集
「
夜
汽
車
」)

ニ
ス
↓
に

す

(

小

曲

集

)

(
八
)

「女
よ
」

ゴ
ム
↓
ご

む

(

五

)

「緑
蔭
」

せ
り
い
↓
せ
り
い
(
小
曲
集
)
(
一
二
)

ち
〉
↓
ち
ち
(
初
出
)
↓
ち
ち
(
小
曲
集
)
(
三
)

え
に
し
だ
↓
え
に
し
だ
(
小
曲
集
)
(
四
)

さ

ぶ

ら
ん

さ
ふ
ら
ん
↓
泊
夫
藍
(
初
出
)
↓
さ
ふ
ら
ん
(
小
曲
集
)
(
七
)

ゑ
ね
ち
ゃ
↓
ゑ
ね
ち
ゃ
(
小
曲
集
)
(
九
)

か
あ
に
ば
る
↓
か
あ
に
ば
る
(
小
曲
集
)
(
九
)

(住
7
〉

(
び
い
ど
ろ
:
↓
び
い
ど
ろ
)
(
一一二
)

「初
秋
」
(
初
出
「
再
舎
」)

『
O
号
↓
ふ
ほ
を
く
(
小
曲
集
)
(
四
)

-43 

朔
太
郎
は
外
来
語
に
対
し
、
徹
底
し
た
ひ
ら
が
な
表
記
を
心
掛
け
て
書
き
変

え
を
し
て
い
る
。

当
時
、
外
来
語
は
生
活
に
溢
れ
、
詩
歌
中
に
も
頻
繁
に
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
表
現
は
作
者
に
よ

っ
て
様
々
で
あ
る
。
朔
太
郎
に
多
少

な
り
と
も
影
響
を
与
え
た
と
恩
わ
れ
る
白
秋
や
杢
太
郎
の
詩
を
見
て
み
よ
う
。

(注
8
)

北
原
白
秋

「邪
宗
門
秘
曲
」
よ
り
二
行
目
か
ら
五
行
目
。

ま
っ
せ

じ

ρ
し
?
一
っ
き
り
し
た
ん

ま

は

ふ

わ
れ
は
思
ふ
、
末
世
の
邪
宗
、
切
支
丹
で
う
す
の
魔
法
。

〈
ろ
ふ
ね

か

ひ
た
ん

こ
う
ま
う

ふ

か

し

ぎ

こ

〈

黒
船
の
加
比
丹
を
、
紅
毛
の
不
可
思
議
闘
を、

い
ろ
あ

か

に

ほ

ひ

と

色
赤
き
び
い
ど
ろ
を
、
匂
鋭
き
あ
ん
じ
ゃ
べ
い
い
る
、

信
ん
は
ん

さ
ん
と
め
じ
ま

あ

勺

き

ち
ん

た

南
蜜
の
桟
留
縞
を
、
は
た
、
阿
刺
吉
、
珍
舵
の
酒
を
。

(注
9
)

木
下
杢
太
郎

「金
粉
酒
」
よ
り
二
行
目
か
ら
六
行
目
。

オ

オ

ド

ヰ
イ

ド

ダ

ン

チ

ッ

ク

同
州
立
』
仏
冊
〈
H

冊
門
山
由

口

四

三

N
5
r
e

こ

が
ね

う

さ

け

黄
金
浮
く
酒ご

ぐ
わ
っ

ご
ぐ
わ

っ

リ

ケ

エ
ル
グ
ラ
ス

お
お
、

五
月
、
五
月
、
小
酒
蓋
、

ア

ス

テ

ヱ
ン
ド
グ
ラ
ス

わ
が
酒
舗
の
彩
色
波
璃
、

ま
ち

あ
め

む

り
さ
き

街
に
ふ
る
雨
の
紫。

え

れ

き

ぴ

ろ

う

ど

白
秋
は
他
に

「越
歴
機
」

「天
鶴
繊
」
な
ど
外
来
語
に
漢
字
を
当
て
は
め、

フ
リ
ウ
ト

ひ
ら
が
な
の
読
み
を
つ
け
て
表
記
し
て
い
る
。
杢
太
郎
も
「
竪
笛
」
な
ど
漢
字

を
当
て
て
、
そ
れ
に
カ
タ
カ
ナ
の
読
み
を
ふ
っ
て
書
い
て
あ
る
。
杢
太
郎
は
ま

た
、
外
来
語
を
そ
の
ま
ま
の
原
語
で
作
品
中
に
用
い
る
表
現
も
行
っ
て
い
る
。

聞
き
慣
れ
な
い
外
来
語
を
作
品
に
用
い
る
時
、
そ
の
言
葉
に
適
し
た
漢
字
を
当

て
は
め
る
と
、

言
葉
の
内
容
は
く
み
と
り
易
い
。
し
か
し
、
詩
に
用
い
る
言
葉

と
し
て
は
随
分
異
質
の
存
在
と
な
り
、

詩
論

「言
葉
の
問
題
」
に
あ

っ
た
第
三

の
表
現
の
よ
う
に
、
あ
ら
ぬ
観
念
を
も
働
き
か
け
て
し
ま
う
。
朔
太
郎
は
そ
の
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点
に
お
い
て
、
十
分
に
考
慮
し
て
い
る
。
外
か
ら
や
っ
て
来
た
言
葉
を
作
品
に

用
い
る
に
は
、
ま
ず
自
ら
の
感
覚
に
ひ
き
入
れ
、
自
分
の
詩
に
適
し
た
形
に
調

整
し
て
か
ら
使
用
す
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
詩
論
第
四
の
表
現
に
「
日
本
語

の
独
立
性
の
尊
重
」
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
作

品
を
見
て
も
わ
か
る
の
だ
が
、
朔
太
郎
は
字
面
に
も
注
意
し
て
書
き
変
え
を
し

て
い
る
。
『
詩
の
原
理
』
に
は
、
絵
画
を
見
る
よ
う
な
客
観
的
観
照
は
小
説
に

類
す
る
芸
術
で
あ
っ
て
、
詩
に
類
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
お
り
、
ま

(
注
叩
)

た
大
正
六
年

二

月
に

「
護
費
新
聞
」
に
出
た
詩
論
「
叙
事
詩
的
傾
向
の
詩
を

排
す
」
で
は
、
古
代
の
叙
事
詩
や
河
口
情
詩
に
生
命
感
や
意
義
を
感
じ
ら
れ
な
い

の
は
、
言
葉
を
外
観
的
に
美
し
く
飾
り
立
て
た
こ
と
に
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
意
見
か
ら
見
る
と
、

一言
葉
の
外
観
を
気
に
す
る
こ
と
に
反
対
の
立

場
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
朔
太
郎
の
詩
を
言
葉
の
美
術
と
し
て
眺
め
て
み
る

と
、
ノ
オ
ト
よ
り
も
初
出
や
小
曲
集
の
方
が
整
っ
て
見
え
る
。
第
四
の
表
現
に

あ
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
漢
字
か
ら
ひ
ら
が
な
へ
の
書
き
変
え
は
意
図
ど
お

り
行
わ
れ
て
い
る
が
、
逆
の
ひ
ら
が
な
か
ら
漢
字
へ
の
書
き
変
え
も
詩
の
中
に

は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
ら
が
な
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
効
果
的
に
存
在
す
る
。
読
者
が
ひ
ら
が
な
の
多
さ
に
気
付
く
前
に
、
さ
り

げ
な
く
漢
字
を
含
め
て
あ
る
の
だ
。
例
と
し
て
「
さ
く
ら
」
(
小
曲
集
「
楼
」
)

よ
り
二
行
目
か
ら
四
行
目
を
あ
げ
て
お
く
。

一し
た
一

楼
の

一下
一
に
人
あ
ま
た
つ
ど
ひ
居
ぬ

i前
除

同
を

て
あ
そ

ん Jむ

一み一

わ
れ
も
楼
の
木
の
下
に
立
ち
て

一見
一
た
れ
ど
も

オ
ン

ま
た
、
踊
字
の
室
田
き
変
え
や
、
外
来
語
の
使
用
統

一
な
ど
は
音
か
ら
み
る
と
、

ど
の
よ
う
に
表
記
し
て
も
影
響
は
な
い
。
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
書
き
変
え
て
い
る

の
は
、
明
ら
か
に
作
品
と
し
て
の
見
た
目
も
考
慮
し
て
い
る
為
で
あ
る
。
結
果
、

朔
太
郎
は
「
愛
憐
詩
篇
」
に
お
い
て
も
「
文
語
で
あ
り
な
が
ら
、
文
体
そ
の
も

(
注
目
)

の
は
平
明
な
口
語
脈
に
移
行
し
て
い
る
」
作
品
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ

る。

44 

も
う
一
点
、
注
意
し
て
み
る
と
朔
太
郎
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
恩
わ
れ
る
詩
人

に
山
村
暮
烏
の
存
在
が
あ
る
。
大
正
四
年
当
時
の
画
期
的
な
表
記
の
作
品
『
聖

三
稜
波
璃
』
は
字
面
を
非
常
に
意
識
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
直
接
字
面
に

関
し
て
の
朔
太
郎
の
意
見
は
な
い
も
の
の
、
内
容
や
音
の
使
い
方
に
関
し
て
は

(設

uv

吉岡
く
評
価
し
た
詩
論
が
存
在
す
る
。

八往
日
)

山
村
暮
烏

『
聖
=
一
稜
破
璃
』
よ
り
「
熔
印
」
と
「
風
景
純
銀
も
ざ
い
く
|
」

=
一
行
目
か
ら
一

一
行
目
。

風
景

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
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い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

か
す
か
な
る
む
ぎ
ぶ
え

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

熔
印

あ
を
ぞ
ら
に

銀
魚
を
は
な
ち

に
く
し
ん
に

音
被
を
植
ゑ
。

朔
太
郎
の
詩
は
ア
ク
セ
ン
ト
面
、
リ
ズ
ム
面
、
情
緒
面
で
も
音
楽
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
人
が
言
い
放
つ
ほ
と
美
術
的
(
外
観
を
観
照
す
る
芸
術
)
な
面
が

な
い
と
は
一
吉
え
な
い
。
字
面
な
ど
の
見
た
目
も
意
識
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
『
月

に
吠
え
る
』
や
『
青
猫
』
を
出
し
た
あ
と
で
も
「
愛
憐
詩
篇
」
は
存
在
し
、
朔

太
郎
の
初
々
し
さ
の
残
る
自
由
な
感
情
を
読
者
は
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

四
、
語
句
や
言
葉
の
変
化
に
よ
る
意
味
の
ち
が
い

書
き
変
え
の
中
に
は
、
用
い
ら
れ
る
言
葉
に
よ
っ
て
詩
の
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
っ

て
く
る
場
合
が
多
い
。
詩
に
は
作
者
の
精
神
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
言
葉
を
大

切
に
選
ぶ
詩
人
の
心
の
ゆ
ら
ぎ
が
、
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。

「
み
ち
ゆ
き
」
↓

「夜

汽

車

」

(

一

)

「
み
ち
ゆ
き
」
に
は
、
道
を
行
く
こ
と
や
旅
を
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
至
る
ま

で
の
経
過
、
手
続
き
、
前
お
き
の
意
味
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
他
に
駆
け
落
ち

を
も
示
す
言
葉
で
あ
る
。
女
と
夜
汽
車
で
ど
こ
か
へ
向
か
う
、
と
い
う
詩
の
内

容
か
ら
こ
の
題
名
は
駆
け
落
ち
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
が
小
曲
集
で
は

「夜
汽
車
」
に
変
化
し
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
久
保
忠
夫
氏
が
詳
し

(
注
目
)

く
述
べ
て
い
る
が
、
当
時
朔
太
郎
は

「
エ
レ
ナ
」
と
い
う
洗
礼
名
を
も
っ
女
性

に
想
い
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
女
性
と
自
分
の
行
く
末
を
思
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
題
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
。
初
出
に
あ
る
「
人
妻
」
と
い
う
表
現
も
、
朔

太
郎
の
妻
で
は
な
く
、
他
人
の
妻
で
あ
る
エ
レ
ナ
に
は
ぴ
っ
た
り
と
あ
て
は
ま

る
。
そ
の
上
、
エ
レ
ナ
と
関
わ
り
の
あ
る
私
生
活
と
詩
作
の
時
期
(
大
正
三
年

前
後
)
も
合
致
し
て
い
る
。

〔こ
れ
は
後
に
日
記
で
一
証
明
す
る
。
〕
朔
太
郎
は
書

き
変
え
を
行
う
う
ち
に
、

「
二
」
で
述
べ
た
よ
う
に
「
自
分
」
と
い
う
表
現
に

は
否
定
的
に
な
っ
て
い
る
。
駆
け
落
ち
の
よ
う
な
私
的
内
容
の
言
葉
は
、
で
き

る
だ
け
避
け
よ
う
と
し
て
「
夜
汽
車
」
に
変
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
明
す

る
表
現
が
同
じ
詩
の
中
に
あ
る
。

旅
び
と
の
眠
り
↓
旅
び
と
司
凶
眠
り
(
小
曲
集
)
(
六
)

ノ
オ
ト
の
表
現
で
は
、
こ
の
「
眠
り
」
と
い
う
言
葉
の
主
は
、
私
で
あ
り
、
女

で
あ
り
、
他
の
旅
び
と
達
で
あ
る
。
し
か
し
、

「旅
び
と
日
凶

」
に
な
る
と

「
眠
り
」
は
旅
び
と
と
、
夜
汽
車
の
も
の
と
な
る
。
勿
論
「
旅
び
と
」
の
中
に

は
、
私
と
女
は
存
在
す
る
の
だ
が
表
現
と
し
て
は
二
人
の
存
在
は
薄
く
、
暖
昧

な
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
、
か
わ
り
に
夜
汽
車
と
い
う
言
葉
の
印
象
を
強
め
て

い
る
の
だ
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
夜
汽
車
」
と
い
う
表
現
は
肯
定
さ
れ
、
掛
け
落

45一
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ち
の
雰
囲
気
は
隠
さ
れ
る
効
果
を
も
っ
。

「緑
蔭
」

仲
ら
ひ
↓
語
ら
ひ
↓
か
た
ら
ひ
(
一
二
)

す
ず
し
く
も
↓
さ
び
し
く
も
(
一
七
)

こ
こ
で
も
「
み
ち
ゆ
き
」
と
同
じ
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
初
め
は
二
人

の
関
係
の
近
さ
を
感
じ
る

「仲
ら
ひ
」
と
い
う
表
現
が
、
後
に
「
語
ら
ひ
」
と

う
会
話
を
示
す
言
葉
に
変
わ
っ
て
い
る
。
「
仲
ら
ひ
」
に
は
、
人
と
人
と
の
仲
、

間
柄
、
交
情
、
交
際
、
な
ど
の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ノ
オ
ト
で
は
、

「
二

人
の
交
際
」
と
い
う
意
味
あ
り
げ
な
表
現
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る
。

一
七
行
自

の
表
現
も
同
類
の
「
冷
た
い
」
雰
囲
気
で
あ
る
が
、
言
葉
か
ら
受
け
と
る
イ
メ
ー

ジ
は
随
分
異
な
る
。

「
春
日
」
(
小
曲
集
「
洋
銀
の
皿
」
)

泣
く
わ
れ
ぞ
↓
呼
ば
へ
る
わ
れ
ぞ
(
三
)

「泣
く
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
自
己
愛
を
感
じ
る
が
、
「
呼
ば
へ
る
」
に
な

る
と
自
己
で
は
な
い
他
の
(
第
三
の
)
存
在
が
現
れ
る
。
こ
の
詩
で
は
、
ず
っ

と
何
か
を
探
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
探
し
て
い
る
私
の
状
態
が
三
行
日
の
表

現
の
仕
方
に
よ

っ
て
、
異
な
っ
て
く
る
。
「
泣
き
な
が
ら
」
探
し
て
い
る
悲
観

的
な
状
態
な
の
か
、

「呼
び
求
め
な
が
ら
」
探
し
て
い
る
前
向
き
な
状
態
な
の

ふ
M

「
漬
遁
」

飛
び
も
行
け
り
↓
す
き
も
行
け
り
。
(
一
九
)

「飛
ぶ
」
と
「
す
ぎ
る
」
で
は
、
そ
の
行
動
を
お
こ
し
て
い
る
主
体
の
立
場

が
違
う
。
「
す
ぎ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
特
別
寄
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
が
、

偶
然
や
っ
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
あ
い
を
濃
く
も
っ
。
表
現
が
ノ
オ
ト
に

く
ら
べ
て
淡
白
な
の
で
あ
る
。

「
女
よ
」

小
曲
集
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

を
(
削
除
)

乳

房

置

も

て

指

先

も

て

吐

息

も

て

「
指
先
」
と

「吐
息
」
は
魚
の
よ
う
で
あ
ろ
う
が
、
か
ぐ
わ
し
か
ろ
う
が
、

女
性
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
詩
中
の
男
性
も
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
乳

房
」
は
女
性
の
み
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
男
性
に
も
、
朔
太
郎
に
も
あ
り
得
な

い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
「
を
」
を
用
い
て
、

「乳
房
」

を
独
立
し
た
も
の
に
し
て
い
る
。
ノ
オ
ト
で
は
、
こ
れ
ら
は
全
て
同
一
線
上
で

あ
っ
た
。

「月
光
と
海
月
」
↓

「月
光
と
析
幡
」
↓
「
月
光
と
海
月
」

(
一
)

「
海
月
」
か
ら
「
析
議
」
に
変
わ
っ
た
の
は
、

二
二
行
自
か
ら
一
七
行
自
に

か
け
る
祈
構
部
分
を
強
調
し
た
い
為
。

「析
橋
」
が
再
び

「
海
月
」
に
変
わ
っ

た
の
は
、
祈
祷
部
分
が
削
除
さ
れ
詩
の
象
徴
的
な
部
分
が
薄
く
な
り
、
題
名
の

み
が
浮
い
た
感
覚
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。

「地
上
L

者

↓

も

の

(

一
ムハ)

コ
一」
で
述
べ
た
通
り
、

「自
分
」
表
現
の
否
定
か
ら
生
じ
た
変
化
で
あ
る
。

ま
た
、
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
拡
げ
る
効
果
も
あ
る
(
「三」

参
照
)
。

つ
ね
に
眺
望
す
。
↓
お
だ
や
か
に
観
望
す
。
(
初
出
)
(
二
O
)

「
つ
ね
」
と
「
観
る
」
は
積
極
的
、
「
お
だ
や
か
L

と
「
眺
め
る
」
は
消
極
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的
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
こ
さ
せ
る
。
表
現
と
し
て
は
お
互
い
に
打
ち
消
し
あ

っ
て

よ
く
似
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
詩
の
内
容
上
「
地
上
に
伸
び
る
も
の
」
を

見
守
る
立
場
で
は
、
後
の
表
現
の
方
が
適
し
て
い
る
。

「初
夏
の
景
物
」
↓

「
初
夏
の
印
象
」
(
一
)

我
れ
ひ
と
』
(
略
)
交
観
な
す
(
一
二
)
↓
ひ
と
び
と
の
か
げ
を

(略
)

映
像
す
。

一
二
行
目
の
ち
が
い
は
「
二
」
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、
こ
の
ち
が
い
が
題
名

に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
「
映
像
」
と
い
う
架
空
の
は
か
な
い
存
在
は
、
は
っ

き
り
と
「
物
」
の
よ
う
な
言
葉
に
お
か
れ
る
よ
り
、
「
印
象
」
と
い
う
暖
昧
な

表
現
の
方
に
近
く
、
適
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
中
で
大
き
く
書
き
変
え
て
あ
る

の
は
、
題
名
と
一

二
行
自
の
み
で
あ
る
か
ら
互
い
を
意
識
し
て
変
え
ら
れ
た
の

は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
「
愛
憐
詩
篇
」
の
共
通
点
の
一
つ
に
時
の
描
写
が
あ
げ
ら
れ
る
。
室
田

き
変
え
が
あ
っ
た
部
分
は
次
の
四
点
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
も
と
の
題
名
で
あ
っ

た。

「
五
月
」
↓
「
旅
上
」

無
題
↓

「
き
の
ふ
け
ふ
」
(
初
出
)
↓

「
利
根
川
の
ほ
と
り
」

「
春
日
」
↓

「
洋
銀
の
皿
」

「
初
秋
」
↓

「再
舎
」

詩
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
描
写
も
あ
わ
せ
る
と
、
実
に
一
四
編
に
わ
た

っ
て

時
は
描
か
れ
て
い
る
。

「
花
鳥
」
花
鳥
の
日

「春
日
」

|
う
す
き
日

「初
夏
景
物」

|
五
月

「
初
秋
」

|
春
夏

「
五
月
」
!
五
月
の
朝

「
さ
く
ら
」

ま
ひ
る
と
き

「
み
ち
ゆ
き
」
あ
り
あ
け
、
し
の
の
め

「月
光
と
海
月
」

|
月
光

「涙
」

と
き
、
こ
の
日

「
あ
り
ぢ
ご
く
」

夏
の
日

無
題
1

き
の
ふ
け
ふ、

今
日

「
線
蔭
」

朝

「演
透
」

ひ
る
す
ぎ
て

「地
上
」

日

時
の
描
写
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
世
界
が
ほ
ん
の
ふ
と
し
た
瞬
間
を
と
ら
え

で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
し
て
、
時
と
い
う
存
在
は

『
詩
の
原
理
』
の

中
で
次
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
主
観
的
人
生
観
は
時
間

の
賞
在
に
か
か

っ
て
い
る
」
、
主
観
主
義
に
属
す
る
代
表
芸
術
は
音
楽
で
あ
り
、

音
楽
は
文
学
界
で
示
す
と
「
詩
」
に
一
番
近
い
も
の
と
な
る
。
ま
た

「音
楽
は

即
ち
時
間
に
属
し
」
と
も
言
っ
て
い
る。

要
約
す
れ
ば
、

主
観
的
要
素
の
中
に

は
、
音
楽
、
詩
、
時
間
が
存
在
す
る
事
と
な
る
。

「愛
憐
詩
篇
」
に
お
い
て
題

名
の
時
の
描
写
の
み
が
書
き
変
え
ら
れ
た
の
も
、
「
自
分
」
表
現
否
定
の
一

部

と
し
て
、
あ
か
ら
さ
ま
な
主
観
的
表
現
を
減
ら
す
目
的
に
よ
る
も
の
と
み
る
。

『
詩
の
原
理
』
に
基
づ
く
書
き
変
え
を
、
も
う

一
箇
所
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
こ
〉
ろ
」
(小
曲
集

「
こ
こ
ろ
」
)

一47-
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た
め
い
き
↓
恩
ひ
出

(

五

)

こ
の
変
化
は
詩
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
憂
柵
惨
な
雰
囲
気
を
漂
わ
す

「た
め
い

き
」
と
い
う
言
葉
を、

「恩
ひ
出
」
に
変
え
た
こ
と
で
、
暖
昧
な
表
現
に
し
て

イ
デ

ヤ

あ
る
。
し
か
し
、
理
由
は
イ
メ
ー
ジ
を
拡
げ
る
効
果
の
み
で
な
く
、

「
観
念
」

の
規
程
に
も
関
係
し
て
い
る
。
朔
太
郎
は
詩
論
の
中
で

萎
術
(
表
現
)
は
、
か
か
る
イ
デ
ヤ
に
封
す
る
あ
こ
が
れ
で
あ
り
、
勇
躍

副

司

で
あ
り
、
も
し
く
は
圃
閣
で
あ
り
、
祈
祷
で
あ
り
、
或
は
絶

望
の
果
敢
な
き
慰
め
|
悲
し
き
玩
具

で

あ

る

に
す
ぎ
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

「一
嘆
息
ご
こ
そ
が
た
め
い
き
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、

d
e
-T

物
v

i
l
l
i
-
-
1
1
1
1
1

後
の
、
「
観
念
」
主
義
を
否
定
す
る
精
神
に
影
響
さ
れ
て
、
書
き
変
え
と
な
っ

た
。嘆

息

〔歎
息
〕
た
ん
そ
く

な
げ
い
て
た
め
い
き
を
つ
く
こ
と
。
非
常
に
な
げ
く
こ
と
。

他
に
、
同
じ
意
味
だ
が
漢
字
の
視
覚
的
働
き

(「
一
ご

参
照
)
を
考
え
て
、

書
き
変
え
た
も
の
が
あ
る
。

「月
光
と
海
月
」
(
初
出

「月
光
と
析
樽
」
小
曲
集
「
月
光
と
海
月
」)

捕
へ
ん
↓
捉

へ

ん

(

三
)

ど
ち
ら
も
と
ら
え
る
、
っ
か
ま
え
る
の
意
。

「
あ
り
ぢ
ご
く
」
(
小
曲
集
「
蟻
地
獄
」)

(
と
ん
よ
く
)
た
ん
ら
ん

食
慾
↓
貧
斐
(
小
曲
集
)
(
四
)

欲
の
深
い
こ
と
の
意
。

手
足
↓
手
脚

(

九

)

ど
ち
ら
も
、
あ
し
を
意
味
す
る
。

虫
↓
轟

(

一

一
)

「轟
」
は

「虫
」
の
本
字
体
で
あ
る
。

「
演
遺
」

(
人
間
)
下
り
ゆ
く
↓
降
り
行
く
↓

降

り

て

ゆ

く

(

三
)

(
砂
)
降
ち
来
る
↓
落
ち
来
る
↓
落
ち
き
た
る
(
五
)

こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
三
つ
の
漢
字
は
、
ど
れ
も
よ
く
似
た

「
お
り
る
」

又
は

「
お
ち
る
」
内
容
だ
が
、
特
に

「降
」
は
高
い
所
か
ら
低
い
所

へ
お
り
る
意
味

合
い
が
強
く
、
砂
丘
を
お
り
て
行
く
立
場
か
ら
い
う
と
最
も
適
し
た
漢
字
で
あ

る
。
人
間
が

「降
り
る
」
な
ら
ば
、
生
物
で
も
な
い
砂
を
主
に
す
る
動
詞
は
同

じ

「降」

を
用
い
る
よ
り
も
他
の
漢
字
を
用
い
た
方
が
違
和
感
は
な
い
。
砂
は

人
間
の
脚
の
指
に
く
ず
れ
落
ち
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「降
」
の
意
味
か
ら
み
れ

ば
オ
ー
バ
ー
な
表
現
に
な
り
か
ね
な
い
。

48-

五
、
心
理
状
況
に
お
け
る
作
風
の
変
化

こ
こ
ま
で
、
「愛
憐
詩
篇
」
の
書
き
変
え
を
も
と
に
、

二
、
観
念
の
否
定
と
「
私
」
「
自
分
」
表
現
の
減
少

三
、
表
面
上
の
書
き
変
え
、
字
面
の
意
識

四、

語
句
や
言
葉
の
変
化
に
よ
る
意
味
の
ち
が
い

を
述
べ
て
き
た
。

作
品
に
見
え
る
作
風
と
、
『詩
の
原
理
』
に
記
さ
れ
て
い
る

詩
論
と
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
矛
盾
が
み
え
る
。
作
風
は
意
識
せ
ず
と
も
作
者

の
心
理
状
態
に
大
き
く
影
響
を
・
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
後
に
年
を
追
っ
て

朔
太
郎
の
心
理
を
中
心
に
作
風
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
よ
う。
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大
正
三
年

一
月

一
日
か
ら
二
月
六
日
に
お
け
る
、
三
三
日
間
の
み
日
記
が
現

存
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
ノ
オ
ト
第
九
巻
を
作
成
し
つ
つ
、

「
愛
憐
詩
篇
」

の
詩
を
発
表
(
初
出
)
し
て
い
る
時
で
あ
る
。
ま
た
三
年
間
に
お
よ
ぶ
東
京
生

活
を
切
り
上
げ
、
帰
郷
し
て
迎
え
た
新
年
で
あ
り
、
屋
敷
の
一
隅
の
小
建
物
を

改
造
し
、
自
分
の
書
斎
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
経
緯
も
あ
る
。
以
下
、
ポ
イ

〈
注
凶
〉

ン
ト
と
な
り
そ
う
な
部
分
を
表
記
す
る
。

大
正
三
年

一
月
一
日

「
何
と
な
く
気
分
の
い
い
年
始
で
あ
る
。
た
し
か
に
今
年
は

期
待
に
報
い
ら
れ
る
と
恩
ふ
。
自
分
は
第

一
に
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
を
欲
し
て
居
る
。
」
「
栄
光
我
が
身
の
上
に
あ
れ
」

「
私
は
自
分
と
い
ふ
も
の
が
い
と
し
く
て
た
ま
ら
な
い
。
」

「
私
は
私
自
身
に
懸
を
し
て
居
る
の
だ
。
」

「
わ
が
心
は
何
物
を
か
を
欲
し
て
居
る
。
し
か
も
あ
ま
り
に

そ
の
物
は
輪
画
を
敏
い
て
居
る
。
」

「我
が
彼
等
の
中
に
あ
る
は
茨
の
中
に
白
百
合
の
咲
け
る
が

如
し
。
」

新
し
い
室
の
出
来
上
る
日
を
待
つ
の
は
春
を
待
つ
心
で
あ
る
。

「若
さ
の
す
ぎ
や
ら
ぬ
ま
に
わ
が
道
を
見
出
だ
さ
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
」

一
月

一
二
日
「
窓
掛
け
の
出
来
上
っ
て
来
る
の
が
待
遠
で
た
ま
ら
な
い
。
」

一
月

一
八
日

W
は
欲
し
い

一
月

一
九
日
部
屋
の
完
成
を
待
つ

麗
ら
か
な
日
が
つ
づ
く

月

日

一
月
六
日

一
月
七
日

一
月
八
日

一
月
九
日

「私
は
か
う
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。」

一
月
二
O
日

「
ア
ヱ

・
マ
リ
ヤ
、
彼
女
の
上
に
嗣
一
帽
を
垂
れ
給
へ

」

一
月
二
三
日

「音
楽
舎
の
件
に
つ
き
S
子、

s氏
等
に
通
信
を
愛
す
。
」

「
今
の
我
に
は
詩
想
全
く
澗
れ
た
り
。
」

一
月
二
四
日
「
S
N
子
よ
り
返
信
来
る
。
」

「
こ
れ
を
機
舎
と
し
て
二
度
彼
と
通
信
を
な
す
こ
と
を
や
め

ん
。」

一
月
二
五
日
演
奏
会
の
日

「
S
子
は
た
う
と
う
来
な
か
っ
た
。」

一
月
一
一
六
日

「虚
偽
の
生
活
で
あ
る
。
す
べ
て
は
空
庖
で
あ
る
。」

一
月
二
七
日
「
中
央
公
論
小
山
内
の

『同
じ
こ
と
』
を
讃
む
。
」
人
生
の

国
県
理
を
み
る
。
「
何
か
起
り
さ
う
で
何
も
起
ら
な
い
。
」

新
し
い
部
屋
が
完
成
し
、
気
分
が
い
い
。

一
月
二
九
目
新
し
い
生
活
は
始
ま
ら
な
い
。

「
や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
は
何
も
な
か
っ
た
。」

空
虚
で
あ
る
。

一
月
=
一O
日
「
彼
女
と
の
こ
と
を
考
え
る
と
耐
え
が
た
い
自
己
憎
悪
の
念

に
悩
ま
さ
れ
る
。
」
「
も
は
や
二
度
こ
ん
な
馬
鹿
気
た
た
は
む

れ
に
手
を
出
し
て
は
い
け
な
い
。
」

一
月
三二

日
自
己
の
改
造
を
し
た
い
。

「あ
あ
ど
う
か
し
て
呉
れ
、
早
く
だ
れ
か
来
て
助
け
て
呉
れ
。
」

三

一
日
夜
い
よ
い
よ
新
生
活
が
始
ま
る
時
機
が
き
た
。

二
月
一
日
機
舎
な
ん
で
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
生
活
に
新
し
い
建
築

が
必
要
。

深
い
絶
望
と
希
望
。
生
き
甲
斐
の
あ
る
生
活
を
送
り
た
い
。

49 

月

日
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夢
の
中
の
生
活
の
こ
と
。

「新
し
い
生
活
と
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
偽
ら

れ
た
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
」

「
ど
う
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
恩
ふ
。
自
分
は
も
う
こ

の
上
こ
の
田
舎
に
住
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
」

日
記
の
中
の
「
彼
女
」
「
S
子
」
「
S
N
子
」
は

「
四
」
で
述
べ
た
エ
レ
ナ
の

こ
と
で
、

S
は
エ
レ
ナ
の
新
し
い
姓
(
嫁
さ
先
)
の
頭
文
字
で
あ
る
。

「
W
」

は
宅
O
B印
コ
(
女
性
)
の
事
と
み
る
。
ま
た
、

一
月
三
日
、
七
日
に
み
ら
れ
る

心
境
は
同
じ
く
「
四
」
の
「
春
日
」
(
小
曲
集

「洋
銀
の
皿
」
)
の
三
行
目
に
あ

る
「
泣
く
」
と
い
う
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
、
自
己
愛
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。

一一
月
四
日

一
一
月
五
日

朔
太
郎
は
「
愛
憐
詩
篇
」
に
あ
る
詩
を
つ
く
っ
て
い
た
当
時
、
常
に
何
か

(
『
詩
の
原
理
』
で
い
う
こ
と
ろ
の
イ
デ
ヤ
)
を
求
め
て
日
々
を
送
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
何
か
と
は
ま
だ
詩
論
で
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
、
具
体
的
な
も
の

で
は
な
く
、
自
分
で
何
を
欲
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
苦
悩
し
て
い

る
。
何
ら
か
の
変
化
を
求
め
る
あ
ま
り
、
自
ら
全
て
の
家
具
を
調
整
し
、
理
想

的
空
間
(
新
し
い
部
屋
)
を
作
る
こ
と
に
熱
意
を
そ
そ
ぐ
が
、
出
来
上
が
っ
た

空
間
を
見
て
も
欲
す
る
心
と
あ
せ
り
は
消
え
な
か
っ
た
。
何
か
を
求
め
欲
す
る

心
は
実
際
に
、
大
正
三
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た

「春
日
」
(
『
創
作
』
に
発
表
)
、

「
月
光
と
祈
橋
」
(
『
詩
歌
』
に
発
表
)
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
春
日
」
で
は

「
洋
銀
の
皿
は
い
づ
こ
に
あ
り
や
」
と
皿
を
探
し
、

「月
光
と
祈
梼
」
で
は

「く

ら
げ
を
輿
へ
し
め
て
よ
」
と
く
ら
げ
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
編
の
詩
が
同

時
に
五
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ノ
オ
ト
に
創
作
さ
れ
た
の
は
そ
れ

以
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
日
記
で
苦
悩
し
て
い
る
時
期
と
、
発

表
さ
れ
た
詩
の
作
風
は

一
致
す
る
の
だ
。
こ
れ
ら
何
か
を
得
ら
れ
な
い
不
安
は

そ
の
後
も
朔
太
郎
の
心
に
深
く
根
ざ
し
、
大
正
六
年
に
発
表
の
『
月
に
吠
え
る
』

に
も
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
。
例
え
ば
、
「青
樹
の
梢
を
あ
ふ
さ
て
」
で
は

愛
を
求
め
て
お
り
、
「
雲
雀
の
巣
」
で
は
生
臭
い
ほ
ど
の
生
を
描
写
し
、
暖
昧

(
桟
凶
)

な
何
か
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
飢
餓
感
は
「
愛
憐
詩
篇
」
と
同
じ
心
に
あ

る
と
み
ら
れ
る
。

求
め
て
得
ら
れ
な
い
も
の
は
、
次
に
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
朔
太
郎
は
受

け
止
め
よ
う
と
す
る
。
長
い
期
間
、
求
め
続
け
て
も

一
向
に
得
ら
れ
な
い
理
想

の
世
界
。

こ
れ
を
第
一
に
掲
げ
て
は
い
る
が
、
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
は
っ

き
り
し
な
い
観
念
主
義
は
、
朔
太
郎
に
と

っ
て
痛
に
さ
わ
る
存
在
で
あ
っ

た。

し
か
し
、
世
間
は
三
木
露
風
ら
の
観
念
主
義
に
新
た
な
詩
の
世
界
を
見
た
と
注

目
す
る
。
朔
太
郎
の
苛
立
ち
は
つ
い
に
詩
論

「
三
木
露
風

一
派
の
詩
を
放
追
せ

よ
」
で
あ
ら
わ
に
な
る
。
観
念
主
義
の
否
定
で
あ
る
。

観
念
は
否
定
し
て
も
朔
太
郎
の
何
か
を
得
ら
れ
ぬ
不
安
は
、
な
く
な
る
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
大
正

一一

年
に
出
版
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
『
新
し
き
欲
情
』
に

お
け
る

「夜
汽
車
の
窓
で
」
に
は
、

「愛
憐
詩
篇
」
の
「
み
ち
ゆ
き
」
(
小
曲
集

「
夜
汽
車
」
)
と
同
じ
内
容
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
ど
ち
ら
も
イ
デ
ヤ
の

あ
る
理
想
の
世
界
へ
行
き
た
い
が
、
そ
の
方
向
が
わ
か
ら
ず
ど
こ
か

へ
流
さ
れ

る
と
い
う
不
安
が
底
に
は
流
れ
て
い
る
。

ア
フ
ォ
リ
ズ
ム

「夜
汽
車
の
窓
で
」
よ
り
抜
粋

い
づ
こ
へ
、
い
づ
こ
へ
、
私
の
汽
車
は
行
か
う
と
す
る
か
。

そ
し
て
大
正
一
四
年
『
純
情
小
曲
集
』
と
し
て
「
愛
憐
詩
篇
」
を
発
表
。
そ
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こ
に
は
上
達
し
た
詩
人
の
な
せ
る
書
き
変
え
の
他
に
、
現
在
の
自
分
の
主
義
か

ら
反
す
る
観
念
を
求
め
て
い
た
部
分
の
書
き
変
え
も
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
四
年

後
の
昭
和
三
年
に
は
詩
論
『
詩
の
原
理
』
の
出
版
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て

お
き
た
い
の
は
第
四
章

「抽
象
観
念
と
具
象
観
念
」
で
あ
る
。
真
の
芸
術
家
と

は
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
自
分
自
身
に
お
い
て
も
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
と
、

過
去
の
自
分
の
行
動
、
心
境
を
認
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
こ
こ
で
は
み
え
る
。

ま
ず
、
芸
術
と
は

「主
義
」
の
よ
う
に

一
つ
の
主
張
を
掲
げ
て
説
明
で
き
る

も
の
と
は
違
い
、
人
間
の
生
活
の
よ
う
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
要
因
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
芸
術
を
考
え
て
た
上
で
、
次
に
芸
術
家
に

つ
い
て
記
し
て
い
る
。

義
術
家
は
彼
自
身
の
イ
デ
ヤ
に
つ
い
て
、
自
ら
反
省
上
の
自
覚
を
持
た
な

い
。
換
言
す
れ
ば
警
術
家
は
、
何
を
人
生
に
つ
い
て
情
欲
し
、
イ
デ
ヤ
し

て
ゐ
る
か
を
、
自
分
自
身
に
於
て
意
識
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
イ
デ
ヤ
と
は
、
全
く
説
明
、
議
論
が
な
く
と
も
、
気
分
上
の
意
味
と
し

て
芸
術
家
の
意
識
に
あ
る
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
る
。
意
図
と
し
て
は
、
朔
太
郎

自
身
が
何
を
求
め
て
い
た
(
る
)
の
か
わ
か
ら
な
い
言
動
を
、
こ
こ
で
肯
定
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
自
分
自
身
で
も
い
い
わ
け
を
言
い
、
納
得
し
て
い

る
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
上
、
朔
太
郎
の
述
べ
る
イ
デ
ヤ
は

「観

念
」
の
文
字
を
離
れ
、

「夢
」
と
い
う
文
字
に
お
り
た
っ
た
。
芸
術
家
の
生
活

は
も
は
や
「
観
念
を
掲
げ
る
生
活
」
で
は
な
く
、
「
夢
を
持
つ
生
活
」
で
あ
る

と
し
、
中
で
も
詩
人
の
イ
デ
ア
は

「夢
」
を
夢
み
る
こ
と
で
あ
る
と
表
す
る
の

で
あ
っ
た
。

イ
デ
ヤ

朔
太
郎
が
求
め
て
い
た
も
の
、
そ
れ
は
本
当
に
「
夢
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

人
に
よ
っ
て
は
、
那
珂
太
郎
氏
の
よ
う
に
朔
太
郎
の
詩
は
な
が
く
読
む
に
は
耐

え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
言
う
。
那
珂
太
郎
氏
が
語
る
に
は
、
人
生
に
対
し

て
漠
然
た
る
畏
怖
の
念
と
好
奇
心
を
あ
わ
せ
持
つ
、
年
少
の

一
時
期
に
は
独
特

の
魅
力
が
あ
る
が
、
成
人
に
向
け
多
く
の
事
を
経
験
す
る
と
共
に
朔
太
郎
の
詩

〔
盆
口
)

へ
の
興
味
は
醒
め
て
し
ま
う
と
。
こ
の
よ
う
に
感
じ
る
の
は
、
朔
太
郎
が
彼
自

イ

デ

ヤ

イ

デ

ヤ

身
の
夢
を
追
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
夢
は
朔
太
郎
の
み
を
満
足
さ
せ
る

イ
デ
ヤ

も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
者
に
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
別
の
夢
が
存
在
す
る
か
ら
な
の

だ
。
逆
に
言
え
ば
、
朔
太
郎
が
他
人
の
詩
や
論
で
は
納
得
い
か
な
か
っ
た
の
も

こ
の
為
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
デ
ヤ

書
き
変
え
は
「
夢
」
に
対
す
る
朔
太
郎
の
意
識
の
変
化
に
よ
っ
て
、
あ
ら
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
何
か
を
求
め
て
止
ま
な
い
、
こ
の
試
行
錯
誤
が
各
詩
に
う

イ
デ
ヤ

つ
さ
れ
て
い
る
。
私
が
み
つ
け
た
萩
原
朔
太
郎
は
、
「
夢
」
を
求
め
続
け
た
詩

人
で
あ
っ
た
。

(注
l
)

『
感
情
』
・
第

一
巻
第
二
号

「詩
集
の
は
じ
め
に
」
よ
り
荻
原
朔
太
郎

大
正
五
年
六
月
二
七
日
感
情
詩
社

(注
2
)
安
藤
靖
彦
氏
の
説
に
よ
る
『
群
像
日
本
の
作
家
叩

代
表
作
ガ
イ
ド
よ
り

(注
3
)
各
表
記
を
比
較
検
討
す
る
際
な
ど
、
引
用
し
た
資
料
名
を
示
す
必
要

が
多
く
あ
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
略
し
て
記
す
。

習
作
集
『
愛
憐
詩
篇
ノ
オ
ト
』
↓
ノ
オ
ト

雑
誌
に
初
め
て
発
表
↓
初
出

荻
原
朔
太
郎
』
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詩
集
『
純
情
小
曲
集
』
↓
小
曲
集

(注
4
)
詩
の
行
の
読
み
方
に
つ
い
て
、
行
を
と
っ
て
い
る
も
の
は
全
て
、
題

名
も
含
め
て
前
か
ら
行
数
と
し
て
数
え
る
。

(注
5
)
詩
の
書
き
変
え
部
分
に
お
い
て
、
原
則
点
に
『
愛
憐
詩
篇
ノ
オ
ト
』

を
基
本
と
し
て
表
記
す
る
。
点
線
は
雑
誌
に
お
け
る
初
出
発
表
で
『
愛
憐

詩
篇
ノ
オ
ト
』
と
異
な
る
箇
所
。
波
線
は
『
純
情
小
曲
集
』
が
初
出
で
発

表
時
の
表
記
と
異
な
る
箇
所
を
記
す
。
点
・
波
線
と
も
横
に
は
変
化
し
た

形
の
語
句
を
表
記
。
な
お
、
外
来
語
の
よ
う
に
表
記
が
重
な
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
は
、
本
文
を
優
先
し
、
資
料
名
を
丸
括
弧
に
入
れ
て
一
不
す
。

(注
6
)
以
後
、
詩
論
・
日
記
・
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
な
ど
は
筑
摩
書
房
『
萩
原
朔

太
郎
全
集
』
よ
り
引
用
す
る
。

(注
7
)

「
び
い
ど
ろ
」
は
ノ
オ
ト
で
も
ひ
ら
が
な
表
記
で
存
在
し
、
小
曲
集

で
は
外
来
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
「
び
い
ど
ろ
」
な
る
言
葉
は
す

で
に
江
戸
時
代
か
ら
日
本
に
入
っ
て
来
て
お
り
、
明
治

・
大
正
時
代
で
は

目
を
ひ
く
よ
う
な
外
来
語
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
は
日
本
語
と
し
て
の
意

識
が
強
く
、
北
原
白
秋
も
『
邪
宗
門
』
に
て
、
日
本
語
の
よ
う
に
扱
っ
て

いヲ令。

(注
8
)

『
邪
宗
門
』
北
原
白
秋

明
治
四
二
年
三
月
一
五
日
易
風
社

(注
9
)

『
食
後
の
唄
』
木
下
杢
太
郎

大
正
八
年

二

一月

一
O
日
ア
ラ
ラ
ギ
発
行
所

(
注
印
)
「
讃
責
新
聞
」
大
正
六
年

一
一
月
二

O
日、

一一

一
日
に
掲
載

(
注
日
)
『
萩
原
朔
太
郎
研
究
』
よ
り
北
川
透

- 司町「

「
荒
琴
た
る
地
方
あ
る
い
は
エ
レ
ナ
の
光
で
」

(
注
ロ
)
『
感
情
』
第

一
巻
第
五
号
大
正
五
年

一一

月

「日
本
に
於
け
る
未
来
形
の
詩
と
そ
の
解
説
」

山
村
暮
鳥
の

『
聖
三
稜
破
璃
』
か
ら
「
だ
ん
す
」
を
と
り
あ
げ
て
、
ラ

行
の
発
音
が
作
品
に
丸
み
を
お
び
た
表
現
を
お
こ
す
と
絶
賛
し
た
。

(
注
目
)
『
聖
三
稜
破
璃
』
山
村
暮
鳥

大
正
四
年
一
二
月

一
O
日
に
ん
さ
よ
詩
社

(注
M
H
)

『
荻
原
朔
太
郎
論
〈
上
〉
日
本
の
近
代
作
家
4
』

「朔
太
郎
の
恋
|

|

エ
レ
ナ
と
い
へ
る
女
性
に
つ
い
て
1

l
」
久
保
忠
夫

こ
こ
に
て
久
保
氏
は
、
ェ
レ
ナ
と
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ

た
の
か
を
述
べ
て
い
る
。

(
注
目
)
朔
太
郎
自
身
の
こ
と
ば
は
「

」
で
く
く
っ
た
。
「

分
は
筆
者
に
よ
る
要
約
で
あ
る
。

(
注
目
)
『
群
像
日
本
の
作
家
一C
荻
原
朔
太
郎
』

「
朔
太
郎
詩
の
分
析
」
久
保
忠
夫

「
飢
え
た
る
萩
原
朔
太
郎
」
飯
島
耕
一

両
氏
の
説
を
参
考
に
し
た
。

(
注
打
)
『
荻
原
朔
太
郎
研
究
』

「
『
月
に
吠
え
る
』

前
半
期
の
問
題
』

那
珂
太
郎

」
の
な
い
部
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