
文

學

概

塾
卩冊

み
矛

野

蕭

々

　
名
づ
け
て
文
學
概
論
と
い
ふ
か
ら
に
は
、
苟
も
文
學
に
關
係
す
る
限
ゆ
、

一
般
に
亙
っ
て
種

々
の
問
題

を
討
究
し
、

こ
れ
に

一
定
の

解
読
を
與

へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
與

へ
ら
れ
て
る
る
紙
數
が
極
め
て
少
な
い
上
に
、
論
じ
ら
れ
な
く
て
は

な
ら
な

い
題
目
が
非
常
に
多
い
爲
に
、
こ
こ
で
は
普
通
の
意
味
に
於
け
る
概
論
を
試
み
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
讀
者
に
十
分

の
理

解
を
得
る
が
た
め
に
は
そ

の
中

の
一
項
目
、
例

へ
ば
文
學
本
質
淪
、
文
學
鐙
骨界
論
文
は
批
評
論
等

の
み
で
も
、
相
當

の
分
量
あ
る
書
物

を
成
す
に
値
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
極
度
に
壓
締
し
て
形
式
的
に
整
備
を
期
す
る
な
ら
ば
、
少
數
専
門
家
を
除
い
て
、

一
般

の
讀
者

に
は
殆
ど
筆
者
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
が
捕
促
し
難
く
な
る
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
故
私
は
以
下
學
的
系
統
的
に
考
察
敍
述
す
る
方

法
を
離
れ
て
、
言
は
民
断
片
的
に
二
三
の
問
題
を
概
言
し
、
真
庭
か
ら
文
學

一
般
に
關
す
る
知
識
と
理
解

と
同
情
と
を
讀
者

の
心
に
喚

起
し
て
み
よ
う
と
思
ふ
。
勿
論
そ
の
爲
め
概
論
と
し
て
當
然
觸
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
幾
多

の
問
題
が
此
處
に
は
遺
却
さ
れ
る
で
あ
ら

う
。
し
か
し
若
し
私
の
試
み
が
よ
く
行
く
と
す
れ
ば
、
私

の
言
及
す
べ
く
し
て
言
及
す
る
こ
と
の
出
來
な

い
諸
點
も
、
私

の
論
述
か
ら

推
定
し
て
、
私

の
こ
れ
に
聾
す
る
解
答
を
抽
出
す
る
こ
と
が
、
左
ま
で
困
難
で
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
し
か
し
果
し
て
こ
の
豫
期
が
豫
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期
通
ゆ
に
成
功
す
る
か
否
か
は
、
私

の
言
明
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
此
處
に
文
學
概
論
の
名

の
下
に
講
ず

る
と
こ
ろ
が
、
普

通

の
意
味

の
そ
れ
と
は
甚
だ
し
く
相
違
し
て
み
る
こ
と
の
み
は
確
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
點
豫
め
讀
者

の
諒
解
を
得
て
置
き
た
い
と
思
ふ

の
で
あ
る
。

一
一

第

一
に
我

々
が
定
め
て
置
き
た
い
こ
と
は
、
我
々
が
此
處
に
文
學
と
呼
ぶ
と

こ
ろ

の
も

の
は
、
最
も
廣
義
に
於
け
る
文
學
即
ち
リ
チ

ヤ
ア
ド
・グ
リ
イ
ン
・
モ
ル
ト
ン
が
敍
事
詩
、
抒
情
詩
、
戯
曲
、
歴
史
、
哲
學
、
雄
辯
と
分
類
し
た
や
う
な
總
括
的
な
も

の
で
は
な
く
、

寧
ろ
彼
が
詩
と
名
づ
け
た
も
の
、
換
言
す
れ
ば
言
葉
を
主
要
な
表
現
手
段
と
す
る
藝
術
的
文
學
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
斯
う
い
ふ
意
味
に
於
け
る
文
學
は
如
何
な
る
起
源
か
ら
發
生
し
た

の
で
あ
る
か
o
そ
れ
に
つ
い
て
は
學
者

の
闇
に
種

々
の
読
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を

一
々
此
處
に
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
文
學
が
藝
術

の
一
分
野
で
あ
る
限

ゆ
、

一
般
藝
術
の
起
因
に
關

す
る
主
要
な
見
解
を

一
瞥
し
て
置
く

こ
と
は
、
文
學
の
本
質
を
把
握
す
る
上
に
於
て
必
ず
し
も
無
益
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
さ
う
し

て
普
通
藝
術
の
起
源
に
つ
い
て
行
は
れ
た
解
釋
は
所
謂
心
理
的
説
明
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。
そ
の

一
つ
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
そ
の

『詩
學
』
に
於
て
主
張
し
た
模
倣
本
能
説

で
あ
っ
て
、
藝
術
は
總

べ
て
自
然

の
模
倣
か
ら
發
生
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
・

こ
れ
は
寫
實
的
な
希
臘
藝
術
の
根
幹
を
な
す
思
想
と
し
て
、
長
く
欧
羅
巴
の
藝
術
論
を
支
配
し
て
み
た
も

の
で
あ
ゆ
、
そ
の
影
響
す
る

と

こ
ろ
も
決
し
て
少
く
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
獨
逸
の
哲
學
者
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
及
び
其
影
響
を
強
く
受
け
た

ブ
リ
イ
ド

リ
ツ
ヒ
・
シ
ル
レ
ル
が
出
る
に
及
ん
で
模
倣
本
能
読
は
斥
け
ら
れ
て
、
遊
戯
衝
動
説
が
建
て
ら
れ
た
。

そ
し
て
真
読
は
直
に
諸
因
に
傳
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播
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
o
美
を
以
て
實
用
利
害
の
観
念
か
ら
全
く
獨
立
し
た
人
聞
生
來

の
一
要
求
で
あ
る
と
し
た
カ
ン
ト
つ
思
想
を
根

底
と
し
た
比
論
は
、遊
戯

の
發
生
を
以
て
生
活
に
過
剰
な
精
力
の
發
壑

、
あ
る
と

い
ふ
や
う
に
説

い
た
が
、
こ
れ
は
ギ
ュ
ィ
ヨ
ウ
、

マ
ア

シ
ャ
ル
等
に
よ
っ
て
一
種

の
訂
正
補
綴
を
う
け
、
遊
戯
も
亦
人
闇
生
活
に
不
必
要
な
精
力
の
發
散
で
は
な
く
、
寧
ろ
遊
戯

に
よ
っ
て
人

は
精
力
の
再
生
を
呼
び
起
す
も

の
で
あ
ゆ
、
そ
の
意
味
に
於
て
遊
戯
は
人
生
に
必
要
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
も

の
と
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

兎
に
角
模
倣
本
能
説
が
衰

へ
て
漸
く
遊
戯
衝
動
説
が
行
は
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
は
、
藝
術

の
發
生
が
そ
の
原
動
力
を
外
界
即
ち
自
己
以

外
の
世
界

に
負

っ
て
み
る
の
み
で
は
な
く
、
實
に
ま
た
人
間
内
部
の
力
の
發
現
を
要
求
す
る
心
を
動
機
と
す
る
こ
と
に
心
づ
い
た
も
の

と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
こ
の
傾
向
が
漸
次
藝
術

の
發
生
に
於
け
る
主
観
的
要
素

の
強
調
に
向

つ
た
こ
と
は
當
然
で
あ
っ
た
。

ダ
ア
ギ
ン
等
進
化
論
者
に
よ
っ
て
論
か
れ
た
吸
引
本
能
説
、
即
ち
快
的
な
も

の
に
よ
っ
て
他
人
を
自
己
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
本
能

こ
そ
藝
術
制
作

の
動
因
で
あ
る
と
す
る
説
も
、
矢
張
ゆ
亦
同
様

の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
で
あ
ゆ
、
更
に
ま
た

一
部
心
理

學
者
等
に
よ
っ
て
唱
導
主
張
さ
れ
て
る
る
自

己
表
現
本
能
論

の
如
逢
は
、

一
層
明
に
客
観
的
外
界
よ
り
は
作
者
内
心
の
發
動
に
重
き
を

置
く
に
至

っ
た
こ
と
を
示
し
て
み
る
。
勿
論

こ
れ
等

の
説
は
互
に
全
然
相
排
斥
し
て
み
る
譯
で
は
な
く
、
或
る
部
分
に
於
て
は
合
致
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
み
で
は
な
く
・
相
互
に
補
遺
す
る
と
こ
ろ
も
少
く
な

い
の
で
あ
る
が
、
何
れ
の
読
▼も
そ
の
一
つ
を
以
て
全
藝
術

の

發
生
を
説
明
し
得
な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
殆
ど
學
界

の
定
説
と
な
っ
て
み
る
。

　

ま
た
こ
れ
等
心
理
學
的
説
明
の
他
に
、
更
に
發
生

學
的
研
究
と
も
い
ふ
べ
き
、

ヒ
ル
ン
の

『
藝
術
の
起
源
』
叉
は

エ
ル
ン
ス
ト
・
グ

ロ
オ
セ
の

『藝
術

の
始
』
等
に
於
て
は
・
原
始
民
族
の
藝
術
の
實
歌
の
調
査
に
基
い
て
、
そ
の
發
生

の
情
況
を
檢
讃
し
、
カ
ン
ト
が
利
害

關
心
な
き
快
感
を
以
て
美
で
あ
る
と
し
、其
處

に
藝
術
衝
動
の
根
本
を
見
よ
う
と
し
た
の
に
反
し
て
、藝
術
も
亦
實
生
活
に
必
要
な
、
或
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は
ま
た
生
活
の
利
害
と
極
め
て
密
接
な
衝
動
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
實
證
し
ょ
う
と
し
て
み
る
。

ヒ
ル
ン
は
今
日
我
々
か
ら

見
る
時
單
な
る
裝
飾
品
と
見
え
る
と
こ
ろ
の
原
始
民
族
の
武
器
道
具
等
に
附
著
し
て
み
る
紋
様
の
如
き
も

の
も
、
實
は
宗
教
的
象
徴
で

あ
っ
た
ゆ
、
或
は
所
有
主
の
記
號
で
あ

っ
た
り
し
て
、
皆
實
生
活
上
の
意
義
を
持
つ
も

の
で
あ
る
と
し
、
更
に
言
葉
を

つ
い
で
原
始
的

な
文
墨
戯
曲
等
の
結
論
に
到
逹
す
る
。
「
我
々
が
最
も
原
始
的
な
、

而
も
藝
術
的
目
的
以
外
如
何
な
る

目
的
も
持
っ
て
る
な
い
戯
曲
と

信
じ
て
み
る
野
蠻
人

の
舞
踏
、
例

へ
ば
北
米
印
度
人
や
黒
奴
等
の
舞
踏
も
、
實
は
軍
な
る
藝
術
的
所
産

で
は
な
く
て
、
彼
等
は
こ
れ
に

よ

っ
て
鳥
獣
を
射
撃
す
る
練
習
を
し
て
み
る
の
で
あ
る
」
と
言
ひ
、
グ

ロ
オ
セ
も
亦
、「
原
始
民
族
の
藝
術
的
作
品
の
最
多
數
は
、
純
粋

な
美
的
動
機
か
ら
生
じ
て
み
る
も
の
で
は
な
く
て
、
同
時
に
あ
る
實
際
的

の
目
的

に
役
立
つ
や
う
に
企
て
ら
れ
て
み
る
。
而
も
屡
後
者

が
第

一
義
に
置
か
れ
て
み
て
、
前
者
即
ち
美
的
要
求
は
た
だ
第
二
次
的
に
果
た
さ
れ
て
み
る
に
過
ぎ
な

い
」
と
説
い
て
み
る
。

こ
れ
ら

の
研
究
は
斯
う
し
て
文
學
が
實
際
生
活
と
離
る
べ
か
ら
ざ
る
關
係
に
於
て
發
生
し
た
こ
と
を
告
げ
る
も
の

で
あ
る
が
、

タ
ル
ト
・
ブ
ル

フ
マ
ン
の
如
き
は
文
學
の
最
初
の
形
態
で
あ
る
歌
謡
は
労
働
に
作
ふ
必
然

の
現
象
で
あ
る
と
し
、
歌
謡

の
根
源
は
寧
ろ
言
語
以
前
の
律

動
的
氣
息
か
ら
來
る
意
味
な
き
發
聲
に
溯
る
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
説

い
て
み
る
。
無
論
人
聞
文
化
の
未
開
幼
稚
な
時
代
に
於
て
は
、
總

べ
て
の
文
化
現
象
の
萌
芽
が
混

一
歌
態
に
あ
る
の
は
賞
勲
で
あ

っ
て
、
政
治
も
宗
教
も
同

一
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
文
學
藝
術

の

み
が
獨
り
遊
離
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
あ
ゆ
偲

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
發
生
歌
態
の
み
か
ら
直
に
文
學
は

實
生
活
に
從
屡
的
位
置
を
占
め
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
と
の
結
論
に
念
ぐ
こ
と
は
、
必
ず
し
も
安
當

で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
分

化
と
發
逹
と
は
往

々
本
来

の
關
係
に
變
更
を
齎
ら
す
こ
と
が
少
く
は
な
く
、
真
庭
に
分
化
發
逹

の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
多
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
發
生
塑
的
研
究

の
我

々
に
指
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
藝
術
從
っ
て
ま
た
文
學
が
我

々
の
生
活
に
深
く
そ
の
糎
蔕
を



横

ヘ
セ

み
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
如
何
に
藝
術
文
學
が
そ
れ
自
體
の
生
命
と
法
則
と
に
從
っ
て
生
長
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
全
然
我
々

の
生
活
と
無
關
係
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
ふ

一
事
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
關
係
す
る
側
面
が
生
活

の
物
質
的

側
面
で
あ
る
か
、
抑
も
ま
た

内
面
的
精
神
的
側
面
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
人
に
よ
り
時
代
に
よ
っ
て
著
し
い
見
解
の
相
違
が
あ
る
に
し
て
も
、
我

々
の
生
活
な
く

し
て
藝
術
の
生
長
は
な
く
、
ま
た
何
等
か
の
意
味
に
於
て
生
活
に
働
き
か
け
な
い
文
學
は
な
い
筈
で
あ
る
Q

こ
れ
は
全
く
自
明
な
理
由

で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
往

々
閑
却
さ
れ
誤
解
さ
れ
て
み
る
故
、
敢
て
此
處
に
注
意
を
促
す
所
以
で
あ
る
。

　
さ
て
生
活
と
文
學
と
が
密
接
に
離
れ
る
こ
と
の
出
來
な
い
關
係
に
あ
る
と
し
て
、
我
々
の
生
活
そ
の
も

の
が
自
己
以
外
の
世
界
と
一

そ
れ
が
自
然
界
で
あ
ら
う
と
或
は
他
の
人
間
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
み
る
肚
禽
で
あ
ら
う
と
一
及
び
自
己
自
體

の
内
的
世
界
と
か
ら
成

立
し
で
る
る
こ
と
は
何
人
も
等
し
く
認
め
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
前
述
し
た
藝
術
起
源
の
心
理
的
説
明
の
二
つ
、

即
ち
自
然
模
倣
説
と
自
己
表
現
説
と
に
よ
っ
て
も
暗
示
さ
れ
て
み
る
。
尤
も
自
然
模
倣
説
と
雖
も

一
概
に
自
己
の
内
部
生
活
を
無
親
し

て
、
外
界

の
存
在

の
み
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
表
現
諡
に
し
て
も
決
し
て
外
界
の
形
象
を
蔑
親
し
、
そ
の
影
響
を
忘
れ
て

み
る
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
大
體
に
於
て
外
界
自
然
の
物
象
に
則
す
る
こ
と
を
重
ん
ず
る
傾
向
と
、
自
己
の
内
的
要
求
の

表
現
を
主
體
と
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
と
は
、
文
學
史
上
に
於
け
る
歴
然
た
る
事
實
で
あ
っ
て
、
史
家
が
寫
實
主
義
理
想
主
義
或
は
古
典

主
義
浪
漫
主
義
と
呼
ぶ
野
立
は
實

に
此
處
に
深

い
根
ざ
し
を
持
っ
て
る
る
と
思
は
れ
る
o

「
苟
も
藝
術
と
な

っ
て
外
部

へ
向
っ
て
表
現
を
求
め
る
も
の
は
、
既
に
人
間
の
内
心
に
於
て
何
等
か
の
方
法
で
意
識
さ
れ
た
存
在
と
な

っ
て
み
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
世
界
が
創
作
物

の
材
題
、
内
容
、
形
式
、
思
想
と
な
る
以
前
に
、
世
界
は
罷
驗
で
あ
る
。
何
故
か
と
言

へ
ば
人
聞
は
常

に
さ
う
し
て
第

一
に
感
覺
的
に
條
件

つ
け
ら
れ
た
、
且
つ
感
覺
的
に
生
き
て
み
る
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
耳
目
を
.
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三
八
O

通
し
て
入
間
の
内
部
に
入
る
も
の
,
形
象
、音
響
、
時
.
存
在
、
運
動
、
こ
れ
が
人
聞

の
生
き
る
世
界
で
あ

る
。
こ
れ
が
我

々
の
運
命
と

呼
ぶ
事
實
と
價
値
、
印
象
と
出
来
事
、衝
動
と
要
求
の
全
軆
を
以
て
純
粋
な
生
命
感
情
を
充
た
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
創
作
の
要
素
は
、

譬

へ
そ
れ
が
單
な
る
性
質
で
は
な
く
て
本
質
で
あ
る
と
は
い
へ
、
決
し
て
純
粹
な
歌
能
心、
し純
粋
な
事
實
、
緊
密
な
纏
り
あ
る
存
在
の
一

国
と
し
て
は
何
處
に
も
現
は
れ
て
は
み
な
い
。
そ
れ
は
常

に
人
生
の
可
能
な
現
象
形
式
で
あ
る
。
・…
-
創
作

の
仕
事
は
意
識
的
な
自
己

法
則
に
從

つ
た
仕
事
で
あ
り
、
自
己
の
姿
に
從
っ
て
の
世
界
の
自
主
的
形
成
で
あ
り
、
從

っ
て
薪
ら
し
い
高
昇
さ
せ
ら
れ
た
入
生
で
あ

る
。」
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
エ
フ
エ
レ
は

『
文
學
の
本
質
』
で
斯
う
い
ふ
や
う
に
説

い
て
み
る
が
、
と

れ
は
理
想
派
に
屬
す
る
總

べ
て
の
人
々

の
文
藝
觀
を
代
表
し
て
み
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
.、
こ
れ
等

の
人
々
の
信
條

に
從

ふ
と
,
爻

學
は
決
し
て
既
存
叉
は
現
存
の

世
界
を
ば
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
譬

へ
そ
れ
が
既
存
の
形
象
や
出
来
事
や
要
求
を
描
寫
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
單
に
そ
れ
だ
け

に
止
っ
て
は
な
ら
な
い
。
其
處
に
何
物
か
が
附
加
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
存
在
の
事
實
で
は
な
く
て

「
可
能
な
現
象
形
式
」
が
與

へ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
が
希
求
し
憧
憬
し
て
み
る
新

し
い
高
め
ら
れ
た
生
活
の
態
様
が
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
於
て
そ
の
高
め
ら
れ
た
生
活
の
態
様
、
新
し
く
秩
序
立
て
ら
れ
た
世
界
の
面
貌
が
、
作

者
に
果
し
て
概
念
的
叉
は
思
想
的
に

意
識
さ
れ
る
か
.
或
は
無
意
識
叉
は
牛
意
識
的
に
想
像
さ
れ
る
か
は
別
の
問
題
と
し
て
、
兎

に
角
外
界
か
ら
の
印
象
と
い
ふ
や
う
な
完

全
な
受
動
的
な
態
度
で
は
な
く
、
進
ん
で
生
産
的
形
成
を
す
る
絶
對
の
主
観
力
を
高
調
し
、
」其
處

に
精
神
生
活

一
般
、
從

っ
て
ま
た
文

學
の
意
義
が
あ
る
と
す
る
の
が
、
冒こ
れ
等
の
人

々
の
主
張
で
あ
る
。
さ
う
し
て
斯
う
し
た
信
條

の
最
も
極
端
に
走
っ
て
み
る
も
の
は
即

ち
浪
漫
派
の
そ
れ
で
あ

っ
て
、
内
面
生
活
の
要
求
を
以
て
最
も
重
要
事
で
あ
る
と
考

へ
て
る
た
彼
等
は
、
物
的
な
外
界
を
輕
親
し
て
こ

れ
を
模
倣
し
描
寫
す
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
の
み
か
、單
に
こ
れ
を
象
徴
し
て
用
ふ
る
こ
と
に
さ

へ
或

る
程
度
の
選
擇
を
必
要
と
し
、



少
な
か
ら
ぬ
躊
躇
を
感
じ
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
彼
等

の
求
め
る
も
の
は
確
乎
た
る
形
態
や
現
象
で
は
な
く
て
、
朧
朦
と
し
て
官
能

の
捕

捉
し
得
な
い
精
神
の
憧
擬
で
あ
る
。
そ
れ
故
彼
等
は
自
分
の
作
品
さ

へ
超
脱
し
よ
う
と
し
て
、
と

れ
に
所
謂
浪
漫
的
イ
・
ニ
イ
を
浴
び

せ
か
け
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
て
彼
等
は
現
實
に
於
け
る
物
體

や
現
象
を
描
寫
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
か
な
い
の
み
で
は
な
く
、
彼
等

の
作
品
そ
の
も
の
に
も

国
定
の
形
式
を
輿

へ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
で
、
所
謂
浪
漫
的
無
形
式
を
標
榜
し
た
の
で
あ
る
。
斯
う
い
ふ
や
う

に
主
観
内
面
の
世
界
の
表
現
を
主
眼
と
す
る
文
學
が
、作
者
の
個
性
と
か
性
格
と
か
を
重
視
す
る
の
は
當
然

で
あ
る
が
、
そ
の
個
性
や
性

格
が
特
殊
な
異
常
性
を
發
挿
す
る
場
合
、
巣

し
て
そ
れ
が
よ
く
傅
逹
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
の
問
題
が
起
る
で
あ
ら
う
。
理
論
上
こ
れ
を

救
ふ
手
段
と
し
て
は
、
浪
漫
派
が
實
際
主
張
し
て
み
る
や
う
に
、
個
性
の
特
異
性
は
要
す
る
に
表
面
的
な
も
の
で
あ
り
、

一
時
的
な
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
本

に
於
て
は
す

べ
て
同

一
な
宇
宙
精
神
が
貫
ぬ
い
て
ゐ
、
各
個
性
は
そ
の
本
質
に
於
て
は
必
ず
相
繋
が
る
も
の

を
包
含
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
,
苟
も
文
學
が
眞

の
文
學
と
し
て
そ
の
本
質
に
觸
れ
て
る
る
限
り
、

一
見
し
て
如
何
に
異
常
な
も
の

と
雖
も
他
人

に
理
解
さ
れ
直
感
さ
れ
な
い
筈
は
な
い
と
説
き
得
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
事
實
の
問
題
と
し
て
は
、
こ
の
種
の
主
観
的
な

作
品
が
そ
の
思
想
や
感
情
や
氣
分
や
を
十
分
他
に
傳
達
す
る
こ
と
は
可
な
り
困
難
で
あ
る
こ
と
は
拒
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
た
め

言
語
の
音
楽
的
要
素
を
高
調
し
た
り
、
象

徴
的
作
用
を
力
説
し
た
り
、
そ
の
他
種

々
の
技
巧
や
形
式
を
試
用
し
て
み
る
こ
と
は
、
所
謂

浪
漫
派
、
象
徴
派
、
表
現
派
等
の
文
學
作
品
を
見
れ
擢
、
直

に
明
瞭
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　
斯
う
い
ふ
態
度
に
反
し
て
純
粋
に
自
我
の
主
観
を
抑
制
し
て
、
客
觀
自
然
の
世
界
に
の
み
依
憑
し
ょ
う

と
す
る
文
學
が
あ
る
。
近
代

の
自
然
主
義
又
は
印
象
主
義
の
文
學
は
即
ち
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
種
の
文
學
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
唯
物
的
自
然
科
學

的
人
生
.
世
界
觀
の
歡

へ
る
と
こ
ろ
に
從
っ
て
、入
間
の
自
我
と
い
ふ
如
き
も
の
は
畢
竟
虚
妄
の
傀
儡
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
何
等
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三
八
二

の
構
成
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
文
學
の
職
能
も
ま
た
水
泡
の
如
き
作
家
の
憧
憬
や
塞
想
を
描
く
べ
き
で
は
な
・丶

己
を

寒
し
く
し
て
た
だ
外
界
の
眞
を
描
寫
し
、
精

々
そ
れ
が
自
己
に
投
げ

つ
け
る
印
象
を
傳

へ
る
以
上
に
出
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
即
ち

か
う

い
ふ
文
學
に
於
て
は
入
間
の
自
我
は
何
等
、の
獨
創
を
も
自
然
の
事
實

の
上
に
加

へ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
o
た
だ

一
念
自
然

の

忠
實
な
再
現
に
努
力
し
て
及
ば
ざ
る
を
憂
ひ
な
く
て
は
な
ら
な

い
o
そ
れ
故
こ
の
種
の
文
學
は
、
若
し
理
論
通
り
に
行

っ
た
な
ら
ば
、

永
遠
の
翼

の
み
が
あ
っ
て
、
人
間
的
個
性
的
な
要
素
は
全
く
含
ま
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
主
観
的
文
學
の
あ
る
と
こ
ろ

に
は
ま
た
國
民
的

叉
は
民
族
的
色
彩
の
あ
る
國
民
文
學
叉
は
民
族
文
學

の
存
在
が
許
さ
れ
る
理
で
あ
る
が
、
一
i
勿
論
個
性
的
文
學
と
国
民
文
學
と
は
時

に
よ
っ
て
明
か
な
對
立
を
な
す
場
合
が
な
い
で
は
な

い
。
し
か
し
そ
れ
は
要
す
る
に
程
度
の
問
題
に
齢
す
る
の
で
あ

っ
て
、
個
人
に
個

人
意
義
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、国
民
に
も
困
民
性
が
認
め
ら
れ
る
理
で
あ
っ
て
、縄
掛
に
個
人
の
特
性
を
無
視
す
る
と
こ
ろ
に
は
ま

た
国
民
性
は
存
在
せ
す
、
從
っ
て
國
民
文
學
の
成
立
は
考

へ
ら
れ
な

い
か
ら
、
l

l
こ
の
純
客
観
的
文
學
に
於
て
は
世
界
文
墨
ぺ

の
可

能
の
み
が
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
自
然

の
再
現
の
み
を
重
ん
ず
る
結
果
は
、
作
品
に
創
作
的
要
素
は
全

然
失
は
れ
て
、
た
だ
模
倣
再
現
の
技
術
的
側
面

の
み
が
關
心
の
中
心
と
な
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
前
述

の
理
想
的
文
學
が
動
も
す
る

と
空
疎
な
イ
デ

ェ
の
展
開
と
な
り
、
偏
狭
な
主
観
的
世
界
像
人
生
像
の
説
教
と
な
る
懼
れ
の
あ
る
に
反
し
て
、
こ
れ
は
無
意
味
な
事
實

出
來
事
の
羅
列
に
経

っ
て
、
文
學
創
作
の
入
生
的
意
義
が
何
處
に
あ
る
か
を
疑
は
し
め
る
に
至
る
も
の
が
あ
る
。
實
際
人
生
に
於
け
る

日
常

の
事
象
出
来
事
の
類
は
我
々
が
親
し
く
知
り
味
っ
て
み
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
單
に
そ
れ
を
言
語
に
よ

つ
て
再
現
す
る
0
み
で
は
、

文
學
は
殆
ど
何
等
の
價
値
を
見
出
し
得
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
Q

.
以
上
は
説
明
の
便
宜
の
た
め
、
両
極
端
の
文
學
様
式
を
略
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
事
實
我
々
が
今
日
ま
で
持
ち
來

つ
た
文
學
は
、
そ



の
意
鬪
や
主
張
が
如
何
で
あ
っ
た
か
を
別
と
し
て
、
さ
ま
で
極
端
に
自
我
の
表
現
や
自
然

の
再
現

に
没
頭
し

て
み
る
毛
の
は
少
く
、
多

ぐ

は
そ
の
中
間
に
介
在
す
る
の
で
あ

っ
て
、
言
は
ば
混
合
様
式
を
…選
ん
で
み
る
も
の
が
大
多
數
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
混
合
の
程
度
は

實
に
無
限
で
あ
る
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
主
観
的
な
思
想
情
感
を
現
は
す
に
も
客
観
的
な
事
象
の
描
寫
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、

客
観
的
自
然
を
再
現
し
よ
う
と
欲
し
な
が
ら
も
、
其
間
に
作
者
の
人
聞
性
が
染
み
出
し
て
み
る
も
の
が
あ
る
。
文
藝
史
上
に
於
け
る
種

種
の
イ
ズ
ム
は
そ
の
妝
態
を
表
示
す
る
爲

の
命
名
で
あ
る
こ
と
も
少
く
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
文
學
が
人
生
と
密
接
な
關
係
を
有
し
、

人
聞
生
活
の
向
上
と
發
逹
と
を
庶
幾
す
る
精
神
文
化
の

一
領
域
で
あ
る
限
り
、
我
々
の
生
活
を
何
等
か
の
意
味

に
於
て

一
層
浄
化
し
、

高
澄
せ
し
む
る
任
務
を
帯
び
て
み
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
譬

へ
實
在
の
世
界
の
再
寫

を
主
と
す
る
も
の
で
あ
ら
う

と
も
、
そ
の
中

に
こ
の
重
要
な
作
用
が
働
い
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
が
概
念
的
思
想
的
或
は
系
統
的
に
な
る
こ
と
は

却
っ
て
そ
の
效
果
を
阻
む
も

の
で
あ
る
か
ら
、
徹
頭
徹
尾
藝
術
的
に
人
の
感
性
に
訴

へ
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し

か
し
斯
う
言
っ
た
か
ら
と
て
、
私
は
決
し
て
文
學
作
品
が
よ
り
善
く
よ
り
高

い
生
活

の
態
様
を
直
接

に
描
寫
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

の
で
も
な
く
、
ま
た
作
家
が
必
ず
さ
う
し
た
意
圖
を
以
て
創
作
に
臨
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
も
な
い
。
寧
ろ
さ
う
し

た
效
果
は
自
然
に
湧
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
作
家
の
意
識
無
意
識
よ
り
は
、

一
層
藝
術
的
で
あ
る
か
非
藝

術
的

で
あ
る
か
に
由
る
こ
と

が
多

い
も
の
と
考

へ
る
。
何
と
な
れ
ば
藝
術
そ
の
も
の
の
發
生
が
本
來
人
聞
生
活
を
よ
り
善
く
、
よ
り
高
く
し
ょ
う
と
の
欲
求
か
ら
生

れ
て
來
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
調

文
墨
概
諭
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以
上
に
於
て
我
々
は
文
學
の
起
源
發
生
の
方
面
か
ら
、
そ
の
本
質
に
觸
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
更
に
こ
の
章
に
於
て
は
作
家
と

剛
般
民
衆
と
の
關
係
に
つ
い
て

一
瞥
を
與

へ
、
文
學
作
品
の
創
作
的
過
程
の
方
面
か
ら
、
文
學

の
機
能
に
及
ん
で
み
よ
う
と
考

へ
る
。

　
創
作
的
過
程
が
昔
か
ら
今
日
ま
で
何
等
の
變
化
も
な
く
、
ま
た
變
化
し
得
な

い
も
の
で
あ
る
と
考

へ
る
の
は
、
全
く
歴
史
的
心
理
的

考
察
を
無
視
し
た
偏
見
で
あ
る
。
原
始
民
族
や
小
兒
等
の
間
に
今
H
も
な
ほ
見
る
こ
と
の
出
來
る
詩
の
發
生
と
、
文
化
の
進
ん
だ
国
民

に
於
け
る
そ
れ
と
を
比
較
す
れ
ば
、
其
間
に
非
常
な
差
異
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
前
章
に
於
て
も
述
べ

た
や
う
な
、
昂
奮
の
主
観
的
動
機
と
、
感
興
の
對
象
の
客
観
的
動
機
と
は
如
何
な
る
時
代
如
何
な
る
民
族

に
於
て
も
共
通
で
あ
る
が
、

そ
の
他
の
創
作
行
程
に
於
て
は
、
意
識
、
傳
統
、
形
式
に
對
す
る
要
求
、
獨
創
性
の
檢
覈
等
の
變
化
に
よ
っ
て
著
し
い
差
異
が
成
立
し

て
み
る
。
し
か
し
此
處
で
は
さ
う
し
た
言
は
ば
作
家
概
念
の
變
邏
の
歴
史
を
詳
説
す
る
こ
と
が
眼
目
で
は
な

い
。
た
だ
そ
れ
に
よ
つ
て

文
學
創
作
の
諸
任
務
と
機
能
と
を
明
に
す
れ
ば
足
り
る
。
さ
う
し
て
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
今
日
全
く

斥
け
ら
れ
て
み
る
や
う
な
作

家
概
念
の
中
に
も
、
多
分
に
詩
作
機
能
の
本
質
を
指
唆
す
る
も
の
を
包
含
し
て
み
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
時
代
時
代
に
よ
る

作
家
概
念
の
變
化
も
、
要
す
る
に
そ
の
強
調
點
の
相
違

に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

エ
ア
.
エ
ム
.
マ
イ
エ
ル
は
詩
作
行
程
の
發
逹
に
於
て
二
つ
の
重
要
な
點
の
あ
る
こ
と
を
確
立
し
て
み
る
。
そ
の

唖
つ
は
作
家
が
漸
次

「
民
衆
」
の
共
同
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
詩
作
が
創
作
的
刺
戟

の

「
機
會
」
か
ら
愈

々
自
由
に
な

っ
て
行
く
こ
と

で
あ
る
と
。
こ
の
見
解
は
悉
く
首
肯
す
る
こ
と
が
出
來
難
い
も
の
の
、
文
學
創
作
に
つ
い
て
の
考
察
に
面
白
い
靦
點
を
與

へ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
以
下
こ
れ
を
紹
介
し
な
が
ら
私
の
説
述
に
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
い
。

　

マ
イ

エ
ル
は
号"
ふ
。
詩
人
は
そ
の
最
も
原
始
的
な
時
代
に
於
て
、
共
同
な
體
驗
に
よ
っ
て
非
常
な
昂
奮
を
感
じ
、
そ
の
昂
奮
か
ら
腕

鋤



却
し
ょ
う
と
す
る
肉
體
的
必
要
に
迫
ら
れ
て
み
る
多
數
者

の
中
の

一
人
で
あ
る
。
悲
し
む
者
、
喜
ぶ
者
、
怒
る
者
、憂
ふ
る
者
等
の
眞
中

か
ら
、
そ
の
混
沌
不
明
な
感
じ
を
或
る
程
度
ま
で
理
解
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
搾
出
し
得
る

一
人
が
飛
び
出
し
、
続
い
て
他
の

一
人
が
飛

び
出
す
。
さ
う
し
て
共
度
毎
に
そ
の
場
の

「歌
況
」
が
周
囲
に
集
っ
て
み
る
人
々
を
驅

っ
て
殆
ど
動
物
的
の
叫
喚
を
以
て
こ
れ
に
唱
和

さ
せ
る
。
こ
の
場
合
詩
人
は
多
數
音
無
し
に
は
存
在
出
來
な
い
。
そ
し
て
そ

の
共
同

の
昂
奮
が
退
く
と
共
に
、
彼
は
ま
た
そ
の
多
數
者

の
何
人
と
も
選
ぶ
と
こ
ろ
の
無
い

一
入
と
な
る
の
で
あ
る
と
。
詩
人
帥
ち
文
學
の
作
家
の
原
始
型
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
が
斯
う

い
ふ
程

度
の
者
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
心
理
的
に
考

へ
て
も
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
我
々
が

特
に
注
意
を
怠
っ
て
な
ら
な
い
點
は
、
詩
人
が
周
圍
の
群
衆
な
し
に
は
存
在
し
な

い

一
事
で
あ
る
。
自
分
の
發
言
に
唱
和
す
る
多
數
者

を
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
實
に
こ
の
多
數
者

の
唱
和
の
必
要
こ
そ
、
文
學
が
更
に
進
歩
し
て
、共
同
の
昂
奮
や
機
會
や
を
離
れ
た
、

全
く
作
家
獨
自
の
動
機
か
ら
産
出
さ
れ
る
場
合
に
も
、
な
ほ
隠
約
の
悶
に
豫
想
さ
れ
又
思
念
さ
れ
て
る
る
も
の
で
な
く
て

は

な
ら

な

い
。
如
何
に
個
人
的
傾
向
が
強
烈
な
時
代
に
あ
っ
て
も
、
單

に
作
家

一
入
の
胸
懐
を
吐
露
す
る
に
止
っ
て
、
他
の
何
人
の
唱
和
即
ち
換

言
す
れ
ば
同
感
を
も
期
待
し
得
な

い
も
の
ば
、
そ
れ
は
文
學
と
し
て
我
々
に
何
等
の
價
値
を
有
し
な

い
で
あ
ら
う
。
譬

へ
作
家
は
原
始

詩
人
の
や
う
に
直
接
周
囲

の
民
衆
と
同
じ
昂
奮
に
刺
戟
さ
れ
て
る
な

い
こ
と
を
白
魔
し
て
み
る
場
合
に
も
、
な
ほ
何
處
に
か
、
何
時
の

日
に
か
、
自
分
の
讀
者

の
あ
る
こ
と
を
期
待
し
な
い
で
は
み
ら
れ
な

い
で
あ
ら
う
。

　

さ
て

マ
イ
エ
ル
は
斯
う
い
ふ
詩
人
の
原
始
型
を
名
づ
け
て

「先
唱
者
」
と
呼
ん
で
み
る
が
、
彼
は
語
を

つ
い
で
言
っ
て
み
る
。
こ
の

先
唱
者

に
は

一
つ
の
天
賦
が
現
れ
て
み
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
に
は
そ
の
苦
し
い
思
を
言
語
に
表
現
す
る
能
力
が
、
よ

し
輩
な
る
痕
跡
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
他
の
多
數
者
よ
り
は

一
層
多
く
與

へ
ら
れ
て
る
る
。
さ
う
し
て
こ
の
天
賦
が
漸
次
そ
の
程
度
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を
増
加
す
る
や
う
に
な
れ
ば
、
他
人
が
未
だ
表
現
を
要
求
し
な

い
程
度
の
昂
奮
に
際
し
て
も
、
こ
れ
に
言
葉
を
與

へ
す
に
は
み
ら
れ
な

く
な
る
で
あ
ら
う
。
更
に

一
歩
進
め
ば
、
困
厄
、
戰
爭
、
死
等
の
直
接
の
印
象
が
な
く
て
も
、
歴
然
と
そ
れ
を
腦
裡
に
思
ひ
浮
べ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
生
れ
る
感
動
を
言
語
に
現
は
す
こ
と
が
出
來
る
o
こ
の
程
度
に
至
る
と
き
彼
は
既

に
群
衆
の

一
人
で
は
な
く
て
、
そ
の
位

置
は
全
く
孤
獨
に
な
る
。
彼
は
感
受
性
の
鋭
敏
と
、
想
像
力
の
豐
富
と
、
表
現
衝
動

の
強
大
と
に
よ
っ
て
最
早
や
單
な
る
先
唱
者
で
な

な
く
て

一
種
の
豫
言
者
に
變
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
平
然
と
し
て
み
る
周
囲
の
群
衆
の
中
に
み
て
、
上
か
ら
の
靈
感

に
う
た
れ
る
者
、

紳
の
啓
示
の
器
に
な
る
の
で
あ
る
と
。
さ
う
し
て
作
家
の
こ
の
特
質
は
時
代
に
よ
つ
て
そ
の
力
説

の
程
度

に
種
々
の
差
異
の
あ
る
を
免

れ
な

い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
最
も
強
調
す
る
時
所
謂
天
才
崇
拝
時
代
が
出
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
作
家
は
来
る
べ
き
生
活
態
様
の
創

始

者
で
あ
り
、
そ

の
作
品
は
人
生
を
指
導
す
る
經
典
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
さ
て
そ
の
や
う
な
場
合
は
暫
く
措
く
と
し
て
、
我

々
ぼ
マ
イ
エ
ル
に
從
っ
て
詩
人
作
家

の
他
の
楷
梯
を
考

へ
て
見
よ
う
。
そ
れ
は
上

述

の
や
う
な
詩
人
の
特
質
が
民
衆

に
よ
っ
て
或

は
爲
政
者
に
よ
っ
て
回
顧
せ
ら
れ
、　
一
定
の
感
情
叉
は
思
想
氣
分

の
換
気
が
彼
に
要
望

さ
れ
る
場
合
で
あ
る
o
彼
は
自
分
の
敏
感
性
と
表
現
能
力
と
の
自
覺

か
ら
、
自
己
内
心
の
逼
迫
か
ら
で
は
な
く
、
斯
う
し
た
他
か
ら
の

依
囑
に
よ
っ
て

一
種
の

「
技
術
者
」
と
し
て
立
上
る
。
豫
言
者
で
あ

っ
た
作
家
は
兎
に
角
、
自
分
と
同

一
な
感
奮
は
持
た
な
い
な
が
ら

も
、
そ
れ
を
持
つ
べ
き
民
衆

が
周
囲
に
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
み
た
。
自
分
を
動
か
し
て
詩
作
に
赴
か
し
て
み
る
力
が
微
弱
な
が
ら
も
民

衆

に
豫
感
さ
れ
て
る
る
こ
と
を
感
じ
て
み
た
。
こ
の
意
味
に
於
て
彼
は
民
衆
か
ら
未
だ
全
く
離
れ
て
み
な

い
の
で
あ
る
。
然
る
に
他
の

依
囑
に
よ
っ
て
詩
作
す
る
作
家
は
、
全
く
註
文
に
よ
っ
て
衣
服
を
裁
縫
し
、
器
具
を
製
作
す
る
職
工
と
同
様
で
あ

っ
て
、
内
面
的
に
は

彼
の
詩
を
要
求
す
る
民
衆
と
何
等
の
關
係

は
な
い
の
で
あ
る
。
斯
う
し
て
作
家
も
や
が
て
そ
の
詩
作
に
對
す
る
労
銀
を
受
取
る
こ
と
と



な
る
。
彼
も
亦
瓧
會
の
他
の
勞
働
者
と
等
し
く
取
扱
は
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

詩
人
を
こ
の
や
う
に
取
扱
ふ
こ
と
は
、
今
日
は
た
だ
僅
に
そ
の
痕
跡
を
存
す
る
の
み
で
あ

る
と
述
べ
て
み
る

マ
イ

ェ
ル
の
言
を
、
我

我
は
正
直
に
受
取
る
こ
と
が
出
来
難
い
や
う
な
氣
が
す
る
。
何
と
な
れ
ば
詩
作
が
正
し
く
既
に

一
つ
の
職
業
化
し
て
し
ま
っ
た
現
代
に

あ

っ
て
ば
、
譬

へ
作
者
が
書
肆
や
雑
誌
新
聞
肚
の
注
文
に
應
じ
て
そ
の
詩
作
の
形
式
内
容
を
左
右
す
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
無
意

識

の
間

に
な
ほ
民
衆

の
嗜
好
を
覗
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
得
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
其
點
に
於
て
全
然
民
衆
を
無
視
す
る
と
い
ふ
こ
と
は

極
め
て
稀
な
場
合
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
言
は
ば
な
ほ
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
大
戦
革
命
以
後
に
於
け
る
ソ
ヴ

エ
ッ
ト
露
西
瓶
に
於
け
る
文
學
、
或
ば
廣
く

一
般
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
・學
等
、
そ
れ
が
抽
象
的
思
想
で
あ
ら
う
と
、
魔
除
の
杜
愈
叉
は

政
事
の
問
題
で
あ
ら
う
と
、
兎
に
角
文
藝
を
文
藝
そ
れ
自
體
以
外
の
目
的
に
奉
仕
さ
せ
、
詩
作
家
を

一
定
の
目
的
に
動
員
し
よ
う
と
す

る
現
象
は
、
正
に
作
家
概
念
の
こ
の
楷
梯
に
属
す
る
も
の
と
言
っ
て
差
支
な
い
と
考

へ
る
。
王
侯
の
死
に
際
し
て
悲
哀
の
情
感
を
そ
そ

る
爲
に
挽
歌
が
要
求
さ
れ
、
戰
爭
の
勃
發
に
逢
っ
て
士
気
を
皷
舞
す
る
た
め
に
軍
歌
が
希
求
さ
れ
る
時
、
詩
人
が
こ
れ
に
應
じ
て
詩
作

す
る
や
う
に
、
階
級
意
識

の
宣
揚
の
た
め
、
資
本
主
義
の
悪
尉
會
を
打
倒
す
る
た
め
、
新
瓧
禽
の
樂
土
を
禮
讃
す
る
た
め
等
々
の
目
的

を
以
て
、
43
央
執
行
委
員
の
指
令
に
應
じ
て
作
詩
に
従
事
す
る
詩
人
は
、
文
學
を
正
し
く

一
つ
の
技
能

以
上
に
は
考

へ
て
る
な
い
。
言

ふ
ま
で
も
な
く
こ
れ
等
の
人

々
に
は
そ
の
唯
物
的
な
世
界
観
及
び
瓧
會
觀
に
拌
ふ
唯
物
的
文
學
觀
が
あ

っ
て
、
文
學
を
も
政
治
問
題
や

瓧
會
問
題
や
衛
生
問
題
と
同
様
、
物
的
生
活
の
利
谷
向
上
に
参
加
せ
し
め
よ
う
と
欲
し
て
み
る
の
で
、
文
學
君
も
亦
そ
の
就
會
工
作
の

一
持
場
に
働
く
職
工
で
あ
る
こ
と
ほ
當
然
な
の
で
あ
ら
う
。
私
は
今
そ
の
是
非
を
こ
こ
に
論
じ
よ
う
と

い
ふ
の
で
は
な

い
。

マ
イ
ェ
ル

が
文
學
發
逹

の
初
期
に
於
て
見
出
す
の
み
で
あ
る
と
し
た
作
家
概
念
が
、
實
は
そ
の
後
に
於
て
も
時

々
採
用
さ
れ
、
現
今
に
於
て
も
盛
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に
唱
導
さ
れ
て
る
る
事
實
を
指
摘
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
う
い
ふ
風
に
文
學
が

一
定
の
意
識
さ
れ
た
目
的
に
奉
仕
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
時
、
作
品
の
價
値
標
準
は
主
と
し
て
そ
れ
が
齎
ら
す
效
果
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
而
も
そ

の
效
果
は
當
面
の
要
求

を
充
た
す
種
類
の
も
の
で
あ
り
、
所
期
の
效
果
を
得
た
後
は
忘
れ
去
ら
れ
る
の
を
常
則
と
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
文
學
作
目期
は
厳
密

に
歴
史
的
の
意
義
を
有
す
る
の
み
で
あ

っ
て
、
永
遠
性
と
い
ふ
如
き
こ
と
は
全
く
痴
夢

に
屬
す
る
こ
と
と
な
ら
う
。

　
し
か
し
上
述
の
や
う
な
場
合
に
も
、
作
者

が
そ
の
詩
作
の
注
文
者
と
全
然
同

一
な
思
想
感
情
に
燃
え
て
み
る
と
し
た
ら
、
他
か
ら
の

注
文
は
や
が
て
自
己
内
心
の
要
求
で
あ
る
か
ら
、
作
家
は
技
術
者
た
る
意
識
の
苦
痛
も
殆
ど
感
じ
な
い
で
済
む
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
際

問
題
と
な
る
こ
と
ば
作
家
の
個
性
で
あ
る
。
作
品
の
價
値
が
民
衆

へ
働
き
か
け
る
當
面
の
效
果
影
響
で
走
る
時
、
個
性
の
持
つ
特
異
性

の
介
在
ば
果
し
て
利
益
と
な
る
か
ど
う
か
。
個
性
的
文
學
を
排
撃
し
て
楽
園
の
文
學
を
要
望
す
る
聲
が
此
・處
か
ら
發
聲
す
る
と
思
は
れ

る
。
素
樸
な
内
容
、
單

一
な
形
成
、
普
遍
的
材
題
、
粗
大
な
言
語
が
喜
ば
れ
て
、
複
雑
な
精
練
さ
れ
た
特
殊
な
作
品
は
そ
の
存
在
を
危

く
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
文
學
は
普
遍
的
に
な
る
と
共
に
低
劣
に
な
る
で
あ
ら
う
し
、
秀
抜
高
貴
な
魂
が
描
き
出
す
世
界
像
人
生
像
ば
途

に
斥
け
ら
れ
て
、
文
學
創
作
の
活
動
は
狭
い
實
用
の
範
囲
に
眉
根
さ
れ
、
や
が
て
自
由
な
生
命
を
失
ふ
で
あ
ら
う
。

　

さ
て
作
家

の
技
能
的
側
面
の
み
が
高
調
さ
れ
て
、
そ
の
自
由
な
魂
の
創
造
が
顧
み
ら
れ
な

い
と
き
、
文
學
は
や
が
て
他
の
諸
技
藝
と

同
様
に
學
習
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
、
中
世
の
所
謂

「
璽
習
作
家
」
の
如
き
も
の
を
産
む
で
あ
ら
う
。
作
家
は
特
殊
な

感
受
性
や
創
作
的
衝
動

に
驅
ら
れ
て
創
作
に
赴
く
本
来
の
過
程
を
忘
れ
て
、
技
術
に
よ
っ
て
所
期
の
效
果
を
牧
め
る
こ
と
の
み
に
力
を

集
中
す
る
結
果
、
そ
の
技
術
の
修
練
の
み
が
作
家

に
必
須
な
條
件
と
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
學
習
が
眞
の
作
家
を
産
出
す
る

か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
文
學
に
於
け
る
技
術
の
問
題
も
決
し
て
軽

々
に
見
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
作
家
は
そ
の
鋭
い
感



受
性
強
い
内
面
的
衝
迫
に
驅
ら
れ
て
創
作
に
向
ふ
次
ぎ
に
、
こ
れ
を
他
人
に
傳
達
す
る
上
の

形
式
技

巧
を
支

配
し
な

く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
支
配
は
作
家
を
作
家
九
ら
し
め
る
か
否
か
の
分
岐
點
で
あ
る
。
そ
れ
故
文
學
に
於
て
決
し
て
輕
税
す
る
こ
と
を
得
な

い
重
要
事
で
あ
る
。
文
學
に
於
け
る
形
式
論
技
巧
論
の
生
す
る
の
は
全
く
必
然
の
勢
で
あ
る
と
言
は
な
く
て
ぼ
な
ら
な
い
。
戯
曲
が
五

幕
を
以
て
普
通
の
長
さ
と
す
る
こ
と
も
、
叙
事
詩
が

一
定
の
律
語
で
書
か
れ
る
こ
と
も
、
抒
情
詩
の
諸
種
の
形
式
が
そ
れ
ぞ
れ
の
性
能

に
應
じ
て
異
る
效
果
を
與

へ
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
器
械
.化
し
た
規
律
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
限
り
、
大
體

に
於
て
通
用
性
を
持
っ
て
る

る
こ
と
は
爭
は
れ
な
い
。
そ
れ
故
普
通
詩
學
や
文
典
概
論
が
斯
う
い
ふ
方
面
の
解
説
に
從
ふ
こ
と
も
決
し
て
無
益
で
は
な

い
と
思
ふ
。

し
か
し
形
式
や
技
巧
は
そ
れ
が
規
則
と
し
て
遵
奉
せ
ら
れ
る
時
に
で
は
な
く
、
そ
れ
が
あ
る
精
祕

に
よ
つ
て
自
由
な
生
動
を
與

へ
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
始
め
て
そ
の
機
能
を
十
分
に
發
拝
す
る
も
の
と
私
は
信
じ
て
み
る
o

　
上
述
し
た
先
唱
者
、
豫
言
者
、
職
工
、
學
脅
詩
人
等
の
作
家
の
典
型
が
近
代
の
高
尚
な
文
學
に
於
て
そ
の
儘
許
容
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
何
人
も
首
肯
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
惆
.性
と
人
格
の
價
値
を
重
じ
た
沂
代
に
泌
て
は
文
學
作
品
も
亦
作
者
の
個
性
と
八
.格

と
の

反
映
し
て
み
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
作
者
の
内
面
的
體
驗

の
基
礎

に
僻
が

れ
た
作
品
で
な
け
れ
ば
藝
術
的
で
な
い
と

さ

へ
解
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
成
る
意
味
に
於
て
激
越
な
感
情
の
必
然
的
發
露
の
口
で
あ
っ
た
先
唱
音
叉
は
豫
言
者
時
代
、
即

ち
詩
が
始
め
て
詩
人
を
作
っ
た
常
初
に
於
て
自
明
で
あ
っ
た
作
者
と
作
と
の
内
面
的
聯
關
を
回
復
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら

古
代
に
あ
つ
で
は
詩
作
は
直
に
當
面
の
機
愈
に
反
應
し
て
作
用
し
な
く
て
ほ
な
ら
す
、そ
の
目
標
は
周
圍
の
民
衆
に
あ
っ
た
。
然
る
に
、

最
近
の
例
外
を
別
と
し
て
、
近
代
文
學
は

一
般
に
詩
作
の
機
侖
を
與

へ
る
衝
曝
と
、
そ
の
藝
術
的
形
成
に
至

る
ま
で
に
長
い
歳
月
の
介

在
す
る
こ
と
を
拒
ま
な
い
。
そ
の
教
具
?
襯
ま
た
急
速
を
期
し
て
は
み
な

い
。
前
述
し
た
や
う
に
詩
作
が
世
間
に
公
に
せ
ら
れ
る
か
ち
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に
は
・
こ
れ
が
讀
者
を
豫
類
し
て
み
る
こ
と
、
從
っ
て
何
等
か
の
效
果
影
響
を
望
ん
で
み
る
こ
と
は
明
で
あ

る
。
と
は
い
へ
、
そ
の
效

果
影
響
は
先
唱
者
や
豫
言
者
の
や
う
に
當
面
の
切
迫
し
た
感
激
昂
奮
か
ら
の
解
決
で
は
な

い
。
譬

へ
當
面
の
人
生
祗
兪
問
題
を
取
扱
っ

て
み
る
場
合
に
も
、
そ
れ
以
外

に
何
物
か
も
つ
と
根
本
的
な
も
の
と

一
時
的
偶
然
的
で
な
い
も
の
に
觸
れ
る

こ
と
を
必
要
と
し
た
。
そ

し
て
太
古
の
詩
人
が
先
づ
民
衆
の
機
關
で
あ
り
民
衆

へ
の
直
接
の
作
用

の
弛
め
に
作
詩
し
弛
の
に
、
近
代
作
家
は
自
己
の
内
的
要
求
に

よ
っ
て
第

}
に
自
己
の
た
め
に
作
詩
す
る
。
而
も
そ
れ
が
ま
た
讀
者
民
衆
の
た
め
の
作
詩
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
か
う
い
ふ
二
重
な

任
務
を
課
せ
ら
れ
た
文
學
は
、
各
個
性
の
特
異
性
の
表
白
で
あ
る
と
共
に
、
な
ほ
ま
九
谷
個
性
の
底
に
流

れ
る

一
般
人
間
的
な
る
も
の

へ
の
透
徹
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
。
た
だ
個
性

に
よ
っ
て
異
っ
て
み
る
感
覺
や
感
情
や
思
想
や
趣
味
や
の
表
白

に
止
っ
て
は
、
作
者
自
身

の
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
人
聞

一
般

の
所
有
と
は
な
り
得
な
い
。
我
々
の
文
學
は
何
處
ま
で
も
我

々
の
文
學

で
な
く
で
は
な
ら

な
い
。
如
何
に
そ
れ
が
個
性
的
色
彩
に
色
ど
ら
れ
て
み
よ
う
と
も
、
單
に
創
作
者
だ
け
の
狹
い
世
界
に
屬
し
て
み
て
は
な
ら
な
い
。
そ

し
て
個
性
の
體
驗
が
藝
術
的
形
式
を
得
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
や
が
て
そ
れ
が
廣
く
人
聞

の
所
有
に
な
り
得
る
可
能
性
を
得
る
と
い
ふ
こ

と
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
れ
は
内
容
的
に
は
個
性
を
通
し
て
の

一
般
人
聞
性

へ
の
到
達
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
の
墮
落
と

滅
亡
と
を
招
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
繁
榮
と
向
上
と
浄
化
と
の
方
向
を
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
外
面
的
に
は
そ
の
形

式
技
巧
が
よ
く
そ
の
内
容
の
傳
達
と
指
唆
と
を
果
た
す
も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
個
性
分
化
の
度
が
強
け
れ
ば
強
い
程
、

作
家
と
讀
者
と
の
間
隔
は
大
き
い
筈
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
繋
ぐ
た
め
の
形
式
も
用
語
も
種

々
の
技
巧
手
法
も
愈
々
精
練
を
必
要
と
す

る
で
あ
ら
う
。
文
學
形
態
の
分
化
發
達
は
主
と
し
て
此
處

に
そ
の
淵
源
を
持
っ
て
る
る
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。



匹

　
文
學
形
態
の
要
素
及
び
そ
の
發
達

に
就
て
は
、
モ
ル
ト
ン
の
論

が
夙
に
我
が
國
に
も
紹
介
さ
れ
て
み
る
が
、
そ
れ
が
歴
史
的
事
實
に

適
合
す
る
か
否
か
に
は
研
究

の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
る
る
と
し
て
、理
論
的
な
説
明
と
し
て
は
兎
に
角
要
を
得
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

氏
は
文
學
形
態
の
原
形
質
と
し
て
民
謡
舞
踊
を
擧
げ
、
こ
れ
が
方
位
を
定
め
る
も
の
と
し
て
叙
述
と
表
出
と
散
交
と
詩
と
を
定
め
、
詩

の
方
向
に
於
て
叙
述
に
向
ふ
も
の
を
叙
事
詩
と
し
表
出
を
指
す
も
の
を
戯
曲
と
し
、
そ
の
中
間
に
あ
る
も

の
を
抒
情
詩
と
し
、
詩
に
封

ず
る
散
文
の
方
向
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
如
上
の
派
生
に
遖
應
す
る
も
の
を
歴
史
と
雄
辯
と
哲
學
で
あ
る
と
定
め
た
。
勿
論
こ
の
場
合
に
於

け
る
詩
と
散
交
の
対
立
は
狭
義
に
於
け
る
詩
と
散
交
即
ち
律
語
と
非
律
語
の
そ
れ
で
は
な
く
、
言
は
ば
藝
術
と
し
て
の
文
學
と
非
藝
術

的
な
言
語
表
現
と
の
對
立
と
し
て
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
こ
こ
で
我

々
の
考
察
の
主
要
な
對
象
と
な
る
も
の
は
、
歴
史

や
哲
學
や
雄
辯
で
は
な
く
て
.
'寧
ろ
敍
事
詩
抒
情
詩
戯
曲
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　

さ
て
彼
が
文
學
形
態
の
原
形
質
と
し
た
民
謡
舞
踊
が
果
し
て
原
形
質
で
あ
っ
て
、
其
處
か
ら
上
述
の
六
つ
の
枝
葉
が
分
派
生
長
し
た

の
で
あ
る
か
、
或
は
民
謡
舞
踏
な
る
も
の
が
寧
ろ
個
々
の
形
態
要
素
の
原
始
的
な
結
合
で
あ
っ
た
か
は
、
今
我

々
の
問
題
と
は
し
な
い

と
し
て
、
彼
が
民
謡
舞
踊
の
名

の
下
に
認
め
た
言
語
、
音
楽
、
所
作

の
三
要
素
が
あ
ら
ゆ
る
文
學
形
態
を
組
成
す
る
根
本
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
は
・
殆
ど
論
議
の
餘
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
言
語
が
文
學
形
態
を
形
成
す
る
に
必
須
な
素
材
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ

と
で
あ
ら
う
・
晋
樂
と
所
作
と
は
こ
れ
に
比
較
す
れ
ば
附
随
的
な
性
質
を
帯
び
て
み
る
が
、
こ
こ
に
普
樂
と
呼
ぶ
も
の
が
必
ず
し
も
樂

器
に
因
る
も
の
の
み
で
は
な
く
・
言
語
の
律
動
色
調
等
を
も
含
む
廣
義
の
も
の
と
解
す
る
時
、
こ
の
要
素

の
演
じ
て
み
る
役
目
が
如
何
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に
重
大
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
所
謂
韻
文
律
語
の
發
達
は
全
く
こ
の
要
素

の
認
識
か
ら
出
酸

し
て
る
る
こ
と
勿
論
で
あ

る
。
所
作
は
勿
論
言
語
に
俘
っ
て
こ
れ
を
補
足
す
る
身
體
四
肢
の
悪
態
運
動
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
純
粹
な
文
學
に
於
て
は
僅
に
交
體
の

う
ち
に

一
部
を
残
留
さ
せ
る
の
み
で
多
く
は
沿
…失
し
て
し
ま

っ
て
み
る
。
し
か
し
戯
曲
の
や
う
な
も
の
に
於
て
は
、
そ
の
言
語
は
こ
れ

に
俘
ふ
所
作
を
豫
件
と
し
な
い
譯
に
は
行
か
す
、
從

っ
て
そ
の
支
配
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
と
は
い
へ
、
大
體
に

於
て
普
樂
的
要
素
よ
ぴ
は
遙
に
次
亜
的
な
竜
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
さ
て
こ
れ
等
の
三
要
素
が
種

々
の
文
學
形
態
を
作
る
と
し
て
、
先
づ
そ
の

叫
方
向

へ
進
ん
だ
も
の
を
叙
事
詩
と
す
る
。
こ
れ
は

メ
エ

ル
ヒ
エ
ン
叉
は
所
謂
叙
事
詩
竝
び
に
近
代
に
於
け
る
小
論
物
語
を
含
ん
で
み
る
廣
義
の
叙
事
詩
で
あ
っ
て
、
既
に
起
っ
て
る
る
事
實
を

叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
際
最
も
重
要
な
も
の
は
言
語

で
あ
り
、他
の
晋
樂
及
び
所
作
の
二
要
素
、就
中
所
作
は
殆
ど
無
く
な
っ
て

み
る
。
そ
し
て
詩
に
屬
す
る
も
の
で
こ
れ
と
對
照
的
方
向
に
進
ん
で
み
る
も
の
は
戯
曲
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
敍
事
詩
の
や
う
に
物
語
が

過
去
の
こ
と
と
し
て
外
面
か
ら
語
ら
れ
は
し
な
い
で
内
面
か
ら
表
81
さ
れ
る
。
詩
が
演
幽
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
所
作
が
主
要
な

働
き
を
し
、
時

に
は
所
作
劇
・の
や
う
に
全
く
言
語
を
捨
て
去
る
こ
と
さ

へ
あ
る
o
さ
う
な
れ
ば
こ
れ
が
文
學
の
領
域
外
に
脱
出
す
る
こ

と
勿
論
で
あ
る
が
、
如
何
に
こ
の
方
向
が
所
作
を
必
要
と
す
る
か
が
覗
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
音
楽
と
結
合
す
る
と
き
オ

ペ
ラ
と
な
る
こ
と
は
言
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。
以
上
の
二
つ
の
形
體

の
聞

に
位
す
る
も
の
が
抒
情
詩
で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
ば
抒
情

詩
に
あ
っ
て
は
内
容
は
第
三
者
だ

よ
っ
て
雫
靜
に
語
ら
れ
叙
述
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
體
験
者
膚
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
過
去
の
事
實

の
叙
述
を
必
ず
し
も
拒
否
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
も

一
面
現
在
説
話
者

の
心
理
に
起
る
も
の

を
表
出
ず

る
役
目
を
す
る
。
そ
れ
故
こ
れ
は
純
粋
に
叙
述
の
方
向

へ
も
走
ら
す
、
國ま
た
表
山
の
方
向
に
も
進
ん
で
み
な
い
で
、
そ
の
申



聞
に
立
っ
て
る
る
・
こ
れ
が
發
生
の
初
期

に
於
て
舞
踊
即
ち
所
作
と
音
樂
と
を
件

つ
た
こ
と
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
が
,
獨
立
發
達
し

て
こ
れ
か
ら
離
脱
し
た
後
も
、
脅
樂
的
要
素
は
言
語
の
習
律
の
形
と
な

っ
て
残
留
し
、
そ
れ
か
ら
全
く
離
れ
て
み
る
抒
情
詩
は
絶
無
で

あ
る
と
言

っ
て
も
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
所
作
舞
.踊
の
痕
跡
も
或
は
聯
段
の
構
成
、
反
復
句
の
使
用
等
に
面
影
を
偲
ば
し
め
る
も
の
が

あ
る
。

　
以
上
の
三
つ
は
モ
ル
ト
ン
の
所
謂
詩
、
私
の
言
葉
に
飜
課
す
れ
ば
藝
術
的
文
學
の
方
位
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
散
文
と
呼

ぶ
方
位

に
あ

っ
て
こ
れ
と
對
應
の
地
位

に
あ
る
も
の
は
、
歯
逃
し
た
や
う
に
、
歴
史
、
雄
辯
、
哲
學
の
三
方
向
で
あ
る
。
こ
こ
に
歴
史

と
名
づ
け
る
の
は
單
に
人
聞
生
活
の
諸
相
に
關
す
る
過
去
の
事
實
の
説
話
記
述
を
指
す

の
み
で
は
な
く
、
自
然
史
即
ち
博
物
學
の
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ

記
述
を
鳩
含
む
名
稱
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
前
述
し
た
敍
述
の
方
向

へ
の
進
出
で
あ
る
こ
と
は
敍
事
詩
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
と
丁
度
正

反
對
の
方
向
を
指
す
も
の
が
雄
辯
で
あ

っ
て
、
此
處
で
は
説
話
の
内
容
が
戯
曲
に
於
け
る
と
等
し
く
聽
衆

の
眼
前
に
進
行
的
に
展
開
す

る
の
で
あ

っ
て
、
正
に
叙
述
で
は
な
く
て
表
出
で
あ
り
、
所
作
を
作
ふ
こ
と
も
戯
曲
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
言
語

の
み
と
な

っ
た
場
合
即
ち
演
説
筆
記
と
か
書
簡
と
か
な
っ
た
時
は
、
そ
の
所
作
は
多
く
淌
失
し
て
唯
女

一
部
分
丈
體

の
中
に
吸
牧
さ
れ
て
殘
留
す

る
に
渦
ぎ
な

い
。
歴
史
と
雄
辯
と
の
中
間
に
あ

っ
て
抒
情
詩
と
對
蹠
的
位
置
を
占
め
る
も
の
は
哲
學
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
歴
史
的
過
去

の
敍
述
を
も
拒
ま
な

い
け
れ
ど
も
、
單
な
る
叙
述
で
滿
足
し
な
い
で
瞑
想
し

つ
つ
眞
理
の
究
明
を
意
圖
す

る
意
味
に
於
い
て
牛
ぱ
表
出

に
傾
い
て
み
る
o

　
言
語
・
普
樂
・
所
作
を
表
現
の
媒
材
と
す
る
廣
義
の
文
學
の
臥
上
の
六
つ
、
敍
事
詩
、
抒
情
詩
、
戯
曲
、
歴
史
、
哲
學
、
雄
辯
は
言

　

む

は
ば
文
星
形
態
の
元
素
で
あ
っ
て
、
文
學
の
各
作
品
が
直
ち
に
こ
れ
等
の
何
れ
か
に
屬
す
る
も
の
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
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断
じ
ザ、
文
學
の
種
類
で
は
な
い
。
物
質
界
に
も
純
粹
な
金
や
炭
素
や
酸
素
水
素
等
の
元
素
が
存
在
す
る
や
う
に
、
文
墨
作

品
の
中
に
も

　

●

純
粋
に
こ
れ
等
の
形
態
の
典
型
と
す
べ
き
も
の
が
な
い
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
殆
ど
す
べ
て
の
物
質
が
元
素
に
還
元
す
る
こ
と

は
出
來
て
も
元
素
そ
の
も
の
で
は
な

い
如
く
、
文
墨
作
品
も
亦
こ
れ
等
の
形
態
に
還
元
し
得
る
に
し
て
も

、
純
粋
に
そ
れ
等
の

同
形
・態

を
示
す
も
の
は
稀
で
あ
る
。
こ
れ
は
モ
ル
ト
ン
も
明
に
指
摘
し
て
み
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
此
處
に
我
々
が
抒
情
詩
と
か
敍
事

詩
と
か
呼
ぶ
の
は
、
サ
ッ
フ
ォ
オ
の
抒
情
詩
と
か
、　
ミ
ル
ト
ン
の
敍
事
詩
と
か
呼
ぶ
と
き
の
便
宜
的
呼
稱

で
は
な
く
て
、
要
素
と
し
て

の
純
粋
形
態
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
我
々
が
普
通
戯
曲
と
言

っ
て
み
る
も

の
の
中
に
も
抒
情
詩
的
形
態
要
素
や
、
敍
事
詩
的
形
態
要
素

が
含
ま
れ
て
み
る
こ
と
は
勿
論
、
時
に
は
哲
學
叉
は
雄
辯
が
そ
の
一
部
を
な
し
て
み
る
こ
と
も
少
く
は
な
く
、
ま
た
哲
墨
書
と
し
て
何

人
も
許
し
て
み
る
プ
ラ
ト
オ
に
於
け
る
對
話
は
、
そ
の
内
容
が
既
に
明
瞭
に
近
代
哲
學
に
近
づ
い
て
み
る
に
も
拘
ら
す
、
對
話
者
の
異

っ
た
性
格
が
描
寫
さ
れ
て
み
る
點
に
於
て
全
く
戯
曲
的
形
態
を
取

っ
て
み
る
と
言

へ
よ
う
と
思
ふ
。

　
文
學
が
文
字
叉
は
書
物
と
共
に
始

つ
た
も

の
で
は
な
く
、
既
に
言
語

の
み
の
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
は
改

め
で
一言
ふ
を
要
し
な

い
で
あ

ら
う
。
今
日
我
々
が
持
つ
書
物

の
形
式
に
よ
る
文
學

の
前
に
所
謂
口
傳
の
文
學
、
口
か
ら
ロ
へ
と
語
り
嗣
が
れ
た
文
學

の
あ
っ
た
こ
と

は
、
我
が
國

の
記
紀

の
成
立
史
に
も
明
に
證
明
さ
れ
て
み
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
前
に
述

べ
た
先
唱
音
叉
は
豫
言
者
と
し
て
詩
人
が
始
め

て
出
現
し
た
頃
の
文
學
は
多
く
口
傅
に
よ
っ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
か
う
し
た
口
傳

の
文
學
が
書
物
の
文
學
と
な
る
に
至
っ
て
、
文

學
形
態
が
浮
動
の
欺
態

か
ら
固
定
す
る
や
う
に
な
っ
た
と
は

モ
ル
ト
ン
の
説
く
通
り
で
あ
ら
う
。
詩
人

の
言
葉
が
直
接
口
か
ら
耳
へ
と

入
り
、
そ
れ
が
記
憶
に
よ
っ
て
傳

へ
ら
れ
る
時
に
は
、

一
部
分
が
脱
落
し
て
そ
の
代
に
新
た
な
も
の
が
附
加
さ
れ
、
靜
か
な
叙
述
で
あ



つ
た
も

の
が
強
い
表
出

の
形
を
探
る
と
い
ふ
や
う
な
變
化
が
行
は
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
が
書
物
と
な
る
時
そ

の
變
更
は
改

版
に
よ
る
外
は
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
此
處
に
當
然
固
定
が
行
は
れ
る
。
し
か
し
此
際
私
に
と
っ
て
重
大

に
見
え
る
こ
と
は
、
こ
の
形

態
が
浮
動
か
ら
固
定
に
變
化
す
る
事
實
よ
り
は
、
浮
動
か
ら
固
定

へ
變
化
す
る
と
共
に
作
家

の
意
識
内
に
起
る
べ
き
變
化
で
あ
る
。
そ

れ
が
口
か
ら
耳
へ
傳

へ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
或
は
書
寫
印
刷
に
よ
っ
て
自
か
ら
心
に
入
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が

一
時
的
な
も
の
と
し
て

消
散
す
る
こ
と
を
知

っ
て
み
る
時
、
少
く
と
も
そ
の
形
態
が
固
定
せ
す

に
浮
動
變
化
す
る
こ
と
を
豫
恕
す

る
時
、
作
品
が
先
づ
第

一
に

當
面
の
目
的
た
る
眼
前
の
民
衆
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
目
ざ
す
の
が
必
然
で
も
あ
り
且
つ
當
然
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
詩
人
は
文
學

の
形

態
よ
り
は
效
果
に
力
點
を
置
き
、
そ
の
效
果
は
全
く
こ
れ
を
受
取
る
民
衆

の
如
何
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、嚴
密
の
意
味
か
ら
胃
へ
ば
、

形
態
浮
動
の
原
因
と
な
る
も

の
は
、
傅
承
す
る
詩
人
で
あ
る
よ
り
は
そ

の
詩
人
を
圍
む
民
衆
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
少
く
と
も
此
處

に

は
作
家
と
民
衆
と
の
一
種

の
共
同
制
作
が
行
は
れ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
詩
作

の
書
寫
が
始
つ
た
後
に
も
練
行
さ

れ
て
る
た
こ
と
は
、
所
謂
書
寫
本
が
單
な
る
諛
・冩
と
は
思
は
れ
ぬ
幾
多

の
變
更
を
な
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
覗
は
れ
る
。
傳
承
の

メ
エ
ル
ヒ
エ
ン
叉
は
叙
事
詩
を
語
る
詩
人
も
、

こ
れ
を
聞
く
群
衆

へ
の
效
果
を
眼
前
に
見
る
こ
と
を
得
る

の
で
あ
る
か
ら
、
勢
そ
の
内

容
も
形
態
も

こ
れ
に
適
應
す
る
變
化
を
来
す
こ
と
と
な
る
。
然
る
に
書
物
と
な
る
場
合

の
や
う
に
、
そ
の
變
更
が
容
易
で
な
く
、
從

っ

て
載
る
持
續
性
が
考

へ
ら
れ
る
と
す
る
と
、
作
者
は
そ
の
持
續
を
辱
し
め
な

い
だ
け
の
鍛
錬
と
壓
縮
と
強
度
と
を
そ
の
形
體
に
加

へ
る

必
要
を
感
ず
る
で
あ
ら
う
し
、更
に
當
面

の
民
衆
の
み
で
は
な
く
し
て
、多
方
面

の
讀
者
を
豫
恕
す
る
こ
と

は
、

こ
れ
に
共
通
に
通
用
し

理
解
さ
れ
る
形
態

の
選
擇
と
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
時
に
は
全
く
限
ら
れ
た
範
囲
叉
は
程
度
の
豫
想
讀
者
の
み
の
た
め

に
作

品

が

作
ら
れ
る
場
合
も
生
す
る
で
あ
ら
う
。
兎
に
角
何
れ

の
場
合
に
し
て
も
、
形
態

の
固
定
と
と
も
に
そ
の
洗
煉
が
愈
支
度
を
増
す

こ
と
は
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必
然
で
あ
る
。
こ
れ
が
前
述
し
た
詩
人

の
職
業
化
専
門
家
と
相
ま

っ
て
進
行
す
る
と
す
れ
ば
、
や
が
て
其
處
に
個
人
著
作

の
段
階
が
産

ま
れ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ま
で
は
詩
作
は
全
く
民
衆

の
た
め
の
も
の
で
あ
り
.
從
っ
て
民
衆

は
任
意
に
そ
れ
を
當
面

の
必

要
に
應
じ
て
變
更
す
る
自
由
を
持
っ
て
る
た
。
然

る
に
形
態

の
固
定
と
そ
の
專
門
的
技
術

の
認
識
と
が
強
ま
る
に
件
っ
て
、
作
家

の
個

性
が
前
景
に
現
は
れ
、
民
衆
が

こ
れ
に
或
る
物
を
加
減
し
て

一
種

の
共
同
詩
作
を
す
る
こ
と
が
容
易
で
無
く
な
っ
て
來
る
。
勿
論
か
う

し
た
個
人
著
作
が
文
學
を
書
物
に
す
る
と
同
時
に
起

つ
た
と
考

へ
る
こ
と
が
誤
謬
で
あ
る
の
は
、
著
者

の
不
明
な
、
否
な
民
衆

の
共
同

詩
作
に
よ
っ
て
成
立
し
た
痕
跡

の
歴
然

た
る
書
物
が

こ
れ
を
立
讃
し
て
み
る
。

　
序
な
が
ら
文
學
作
品
の
所
有
問
題

に
一
寸
觸
れ
て
み
た
い
。
或
る
學
者
は
文
學
作
品
所
有
權

の
問
題
は
文
學
を
書
物
に
す
る
こ
と
と

因
果
關
係
が
あ
る
や
う
に
説
い
て
み
て
、
そ
れ
に
も

一
理
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
そ
の
眞
の
源
因
は
寧
ろ
私
の
所
謂
作
家
概
念
の
變
化

及
び
個
人
意
識
と
社
倉
思
想
の
問
題

に
密
接
に
關
係
し
て
み
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
文
化
發
逹
の
初
期
に
於
て

は
人
々
は
祗
會
感
覺
社
倉
感
情
の
み
を
所
有
し
て
み
て
、
個
人
意
識
は
未
だ
眠
っ
て
み
た
。
共
同
體
の

一
員
、
民
族
の

一
部
と
し
て
、

各
人
共
同
の
關
心
の
み
が
意
識
生
活
を
構
成
し
て
み
た
。
そ
れ
故
文
學
作
家
も
枇
會
を
離
れ
て
獨
立
し
て
は
み
な
か
っ
た
。
彼
等
の
技

能
が
漸
く
専
門
的
職
業
を
生
ん
だ
後
に
さ

へ
も
、
文
學
は
未
だ
肚
會
共
有
の
財
寶
で
あ

っ
て
、
作
家
詩
人
は
言
は
ば
そ
れ
の
管
理
者
で

あ

っ
た
。
既
に
折

に
ふ
れ
て
述
べ
た
や
う
に
、彼
等
の
努
力

の
中
心
は
肚
會
民
衆
の
要
求
に
答

へ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、個
性
の
獨
創
を
發

撫
す
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
彼
等
の
任
務
は
肚
會

の
口
と
な

っ
て
共
感
情
の
吐
露
を
な
し
、
或
は
必
要
な
昂
奮
の
策
勵
を
す
る
か
、

叉
は
傳
承
の
作
品
を
效
果
的

に
民
衆
に
傅
達
す
る
か
で
あ

っ
た
、
彼
等
は
枇
會

の
爲
の
存
在
で
あ
っ
て
自

己
の
た
め
の
そ
れ
で
は
な
か

っ
た
。
彼
等
が
專
門
と
し
て
學
饗
し
た
表
現
技
能
も
亦
祗
會
民
衆
の
爲
に
涵
養
さ
れ
た
。
そ
れ
故
如
何
な
る
場
合
に
も
彼
等
は
文
學
作

風



品
を
自
己
の
所
有
と
ば
思
は
な
か
っ
た
。
從
っ
て
沚
會

の
要
求

の
た
め
に
は
そ
の
内
容
形
態
を
變
更
す
る
權
利
が
あ
る
と
信
じ
て
み
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

サ

の
で
あ
る
。
か
う
し
た
傅
統
ば
部
分
的

に
は
今
日
も
な
ほ
殘

っ
て
み
て
、
民
謡
、
博
論
等
の
材
題
契
機
等
は
何
人
が
こ
れ
を
使
用
し
て

も
少
し
も
怪
し
ま
れ
な
い
状
態
で
あ
る
。
實
に
文
學

の
所
有
は
最
初

一
般
民
衆
に
屬
し
、
つ
い
で
専
門
詩

人
階
級
の
も
の
と
な
り
、
近

代
個
人
主
義
の
發
逹
に
從

っ
て
厳
密
に
個
人
の
も
の
と
な

っ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
愈
爻
獨
創
性
の
尊
重
を
招
来

し
た
こ
と
は
説
明
を
ま

つ
ま
で
も
な
か
ら
う
と
思
ふ
。

　
し
か
し
な
が
ら
他
面
に
於
て
文
學
を
再
び
就
會
の
所
有
に
齢
さ
う
と
す
る
傾
向
、
否
な
、
砒
會
當
面

の
即
時
的
要
求
に
答

へ
る
文
學

を
欲
す
る
傾
向
が
動
い
て
み
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
所
謂
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
發
逹
は
實
に
此
處

に
そ
の
根
據
を
持

っ
て
る
る
Q
さ
う
し
て
報
道
は
勿
論
講
読
に
し
ろ
続
き
物
に
し
ろ
、
筆
者
の
個
性
は
肝
要
事
で
は
な
く
、
讀
者

へ
の
即
時
的
な
效
果
が

第

一
の
目
標
で
あ
り
、
讀
者
の
側
か
ら
し
て
も
亦
今
日
讀
み
捨
て
て
明
日
は
最
早
や
顧
み
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
學
形
態

の
固
定

や
洗
錬
に
關
し
て
、
十
分
な
開
心
を
持
た
な
く
な
る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
思
ふ
に
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
文
學
は
文
學
形
態
の
詩
的
要

素
を
閑
却
し
拒
否
す
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
意
見
は
必
ず
し
も
斑
鵠
を
得
て
み
る
と
は
言
ひ
難
い
で
あ
ら
う
o
し
か
し
な
が
ら
大
體
に

於
て
種

々
異

る
趣
味
と
教
養
と
を
持
つ
一
般
讀
者
を
R
標
と
し
、

一
時
的
の
效
果
を
庶
幾
し
、

一
般
の
見
解
と
開
心
と
趣
味
と
の
反
映

を
基
と
し
て
み
る
こ
の
種
の
文
學
が
、
餘

に
専
門
的
に
分
科
發
達
し
た
形
態
を
要
求
し
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。

こ
れ
は

一
々
例
證
を

擧
げ
る
ま
で
も
な
く
日
々
の
新
聞
雑
誌
が

こ
れ
を
示
し
て
み
る
Q
か
う
し
て
ジ
ヤ
ナ
リ
ズ
ム
は
文
學
の
内
容
を
我

々
の
實
生
活
に
結
合

す
る
作
用
を
な
す
と
共
に
、
形
態
の
専
門
的
固
定
を
破

っ
て
相
互
の
流
通
混
合
叉
は
流
動
性
に
強
い
刺
戟
を
與

へ
て
る
る
事
實
、
換
言

す
れ
ば
文
學
形
態
を
再
び
原
始
状
態
の
方
向

へ
動
か
さ
う
と
し
て
る
る
こ
と
は
、
軽

々
に
觀
過
し
難
い
點
で
あ
る
。
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前
章
に
於
て
私
は

モ
ル
ト
ン
の
説
を
借
b
て
文
學
形
態
の
六
つ
の
元
素
を
數

へ
た
が
、
こ
れ
等

の
元
素

は

一
方
に
於
て
は
常
に
他
か

ら

の
分
離
及
び
自
己
内

の
分
化
に
向
っ
て
進
ん
で
み
る
間
に
、
他
方
で
は
ま
た
互
に
結
合
し
あ
ふ
傾
向
を
持
っ
て
る
る
。
文
學
の
研
究

は
實
に

一
面
に
於
、て
は
之
等
諸
元
素

の
分
離
結
合

の
態
様
を
明
に
す
る
に
あ
る
と
も
考

へ
ら
れ
る
。

　
我
々
は
前
に
文
學
形
態

の
方
位
を
定
め
る
も

の
と
し
て
叙
述
と
表
出
、
詩
と
散
文
と
い
ふ
概
念
を
借
用
し
た
。
こ
の
中
裁
述
が
何
で

あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
別
に
説
明
を
必
要
と
し
な

い
。

こ
れ
は
出
来
事
を
客
觀
的
に
敍

べ
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
表
出

は
現
に
起
り
つ
つ
あ
る
出
来
事
を
、
或
は
そ
れ
に
拌

ふ
主
観
的
感
情
気
分
を
、
常
事
者
自
身

の
も
の
と
し
て
外
部
に
表
は
す
こ
と
で
あ

る
。
前
者
が
過
去

の
こ
と
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
直
接
働
き
か
け
る
。
敍

述

の
最
も
単

一
な
場
合
は
語
り
手
が
終
始

一
人
で
あ
っ
て
そ
れ
が
詩
人
自
身
で
あ
る
時
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
表
出

の
際
に
は
詩
人

自
か
ら
が
我
々
に
語
る
の
で
は
な
く
て
、
詩
人
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
人
物
が
直
接
我

々
に
そ

の
生
活

の
断
面
を
表
出
し
て
見
せ
る
の

で
あ
る
G

一
方
は
過
去

の
事
象
と
し
て
語
ら
れ
る
の
に
、
他
方
は
現
在

の
事
實
と
し
て
我
々
に
示
さ
れ
る
。
此
點
に
雨
音

の
性
質
に
大

差
が
あ
る
。
表
出
は
そ
れ
が
我

々
の
顏
前
に
展
開
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事
象
は
兎
に
角
最
初
か
ら
終
ま
で
…繼

續
的
に
進
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
過
去

へ
溯
っ
た
り
任
意
に
そ
の
順
序
を
變

へ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
然
る
に
敍
述
に
於
て

は
出
來
事
は
全
く
過
去
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
説
話
は
自
由
に
任
意
の
部
分
を
選
ん
で
、
そ
の
順
序
も
可
な
り

の
變
更
を
す
る
こ
と
が

出
來
る
。

こ
の
兩
者

の
差
は
實
例
を
以
て
言

へ
ば
最
も
明
か
で
あ
ら
う
。
沙
翁
は
我

々
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
表
出
し
て
は
み
る
が
、

こ
れ



を
敍
遠
し
て
は
み
な

い
。

ハ
ム
レ
ッ
ト
は
動
揺
す
る
性
格
を
我

々
の
前
に
示
し
て
み
る
が
、
沙
翁
は
そ

の
性
格
に
つ
い
て
何
等

の
敍
述

を
も
し
て
み
な
い
。
ゲ
ヨ
エ
テ
は
ヘ
ル
マ
ン
と
ド
ロ
テ
エ
ア
ア
の
物
語
を
我
々
に
叙
述
し
て
み
る
が
、

ヘ
ル
マ
ン
や
ド

ロ
テ

エ
ア
ア
を

表
出
し
て
は
み
な

い
。

　

さ
て
他
の
一
對

の
方
位
、

モ
ル
ト
ン
の
所
謂
詩
と
散
文
と
は
何
を
指
し
て
み
る
か
。
私
は
既
に
そ
れ
を
藝
術
的
文
學
と
然
ら
ざ
る
も

の
と
呼
ん
で
置
い
た
し
、
そ
の
藝
術
的
文
學

の
本
質
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
幾
分
論
述
し
た
故
、
再
び

こ
れ
を
繰
り
返
さ
な
い
が
、
以

下
に
少
し
く
兩
者

の
分
化
發
逹

の
上
に

一
瞥
を
與

へ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
徇
ほ
敍
し
盡
さ
な
か
っ
た
文
學

の
本
質

の
一
端
に
爛
れ
よ
う

と
思

ふ
。

　

初
期
に
於
け
る
文
學
形
態
は
種

々
の
要
素
が
未
だ
十
分
分
化
し
な
い
歌
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
今
更
言
説

の
要
な
き
程
明
白
で
あ
る
。

今
日

の
我
々
か
ら
見
れ
ば
全
く
藝
術
的
文
學
創
作
と
思
は
れ
る
神
話
が
、
そ
の
常
時

の
民
族
に
と
っ
て
は
、
全
く
宇
宙
叉
は
人
生
に
對

す
る
説
明
を
志
す
瞑
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
ら
う
。
少
し
く
奇
矯

の
言
を
用
ひ
れ
ば
、
神
話
は
實

に
我

々
の
遠
い
相
先
が
宇
宙

の
成
立
や
運
行
に
聞
す
る
哲
學
的
論
文
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
未
だ
現
實
的
な
も
の
と
空
想
的
な
も
の
と
が
意
識

の
上
で

十
分
に
分
離
し
て
み
な
か
っ
た
故
、
宇
宙
人
生
に
撤
す
る
彼
等

の
把
握
が
殆
ど
現
實

の
事
實
と
同
様
な
力
を
持
っ
て
る
た
も
の
と
考

へ

ら
れ
る
。
更
に
降

っ
て
ホ
メ
ロ
ス
の
敍
事
詩
に
於
て
も
文
學
的
物
語
と
後
世
に
於
け
る
歴
史
要
素
帥
ち
事
實

の
記
述
と
が
混
合
し
て
み

る
。
ト

ロ
ヤ
戦
争
に
於
け
る
両
軍
將
士
の
記
述
の
如
き
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
叉
之
と
反
し
て
我
が
國

の
古
事
記

の
や
う
に
普
通
は
歴

史
と
し
て
通
っ
て
み
る
も
の
に
も
、
童
話
、
神
話
、
抒
情
詩
等

の
詩
的
要
素
が
豊
富
に
含
有
さ
れ
て
み
る
。
ま
た
プ
ラ
ト
ウ

の
哲
學
が

純
粋
論
議

の
内
容
を
持
ち
な
が
ら
戯
曲
的
形
式
を
か
り
て
み
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
例
は

一
々
故
塁
に
遑
な
き
有

　
　
　
　
　
　
　

文
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概
論
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四
C
C

　
樣

で
あ
っ
て
、
厳
密
に
言

へ
ば
獨
り
上
古

の
文
學
に
の
み
限
ら
れ
て
は
み
な
い
。

　
　

さ
て
上
記

の
や
う
に
混
合
し
て
み
た
形
態
が
ど
う
し
て
分
化
し
た
か
と
い
へ
ば
、第

一
に
人
間
の
生
活
内
容
が
複
雑
と
な
っ
た
た
め
、

　

そ
れ
を
表
は
す
形
態
が
単

一
未
發
逹
な
混
合
體
で
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
漸
く
個
々
獨
自

の
方
面

へ
展
開
を
始
め
た
に
よ
る
こ
と
勿

●

　
論

で
あ
る
が
、
歴
史
や
哲
學

の
如
き
文
學
形
態
が
發
達
し
た

の
に
は
思
惟

の
習
慣
が
大
に
關
保
し
て
み
る
と
説
い
て
み
る
モ
ル
ト
ン
の

　
説
に
も
傾
鐚
に
値
す
る
所
が
あ
る
。
彼
は

一
般
的
に
觀
察
し
て
古
来

の
思
惟

の
仕
方
を
三
つ
に
區
刑
し
、

こ
れ
を
古
代
中
世
及
び
近
代

　

の
特
徴
と
し
た
。
即
ち
古
代
人
は
全
體
か
ら
細
部

へ
と
思
惟
を
向
け
る
に
馴
れ
て
み
た
。
彼
等
は
全
體
と
し
て
の
宇
宙
叉
は
人
世
の
把

　
握
を
第

一
と
し
た
。
例

へ
ば

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は

「
萬
物
は
流
摶
す
」
と
い
ふ
法
則
を
唯

一
不
變
な
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
此
法
則
を

　
以
て
説
明
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
プ
ラ
ト
ウ
の

『共
和
国
』
は
、国
家
に
對
す
る
個
人
の
絶
對
服
従
を
根
本
思
想
と
し
て
、
こ
れ
を
細
部

　
に
亙
っ
て
説
明

し
て
み
る
。
そ
れ
故
彼
等
は
人
生
宇
宙
を

一
発
體
と
し
て
把
握
解
釋
す
る
こ
と
を
最
も
肝
要
事
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ

　
れ
故
あ
る
他

の
異

っ
た
把
握
解
釋
が
正
當
と
せ
ら
れ
る
時
に
は
、
以
前

の
體
系

は
全
部
覆
滅
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
次
ぎ

の
中
世
に

　
於
て
は
思
惟
は
細
部
か
ら
細
部
へ
と
働
い
た
。
何
故
か
と
い
へ
ば
全
體

の
把
握
は
全
く
宗
教
或
は
教
權
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
み
て
、

　

こ
れ
に
觸
れ
る
こ
と
は
全
然
許
さ
れ
な
か
っ
た
故
、
思
惟
は
た
だ
其
範
圍
内
に
於
て
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
場
合
を
考

へ
る
に
過
ぎ
な
か
つ

　
た
か
ら
で
あ
る
。
然

る
に
文
藝
復
興
期
以
後
に
於
け
る
思
惟

の
方
向
は
正
に
古
代
と
逆
に
細
部
か
ら
出
發

し
て
全
體
に
及
ば
う
と
す
る

　
や
う
に
な
っ
た
。
論
理
學
に
於
け
る
演
繹
法
に
代
る
に
歸
納
法
が
行
は
れ
る
に
至
っ
た

の
も
明
に
こ
の
風
潮
を
記
擁
し
て
み
る
も
の
と

　
思
は
れ
る
。
手
に
觸
れ
眼
に
見
る
こ
と
を
得
る
、
即
ち
容
易
に
明
瞭

に
證
明
さ
れ
得
る
、細
部
の
事
實

の
観
察
.確
立
か
ら
出
立
し
て
、
こ

　
れ

の
類
集
か
ら

一
つ
の
原
理
を
抽
幽
し
、
そ
の
原
理

の
多
數
を
類
集
し
て
其
處
か
ら
更
に
包
括
的
な
原
理
を
建
て
、
か
う
し
て
漸
次
進



噂

行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
時
か
全
體

の
把
握
に
到
達
す
る
こ
と
を
期
し
て
み
る
G

　

さ
て
以
上
の
三
傾
向
の
中
の
第
三
の
や
う
に
、
明
確
な
親
祭
を
最
初
の
出
機
點
と
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
表
現
す
る
文
學
的
手
段
と

し
て
も
、
ま
た
即
物
的
な
形
態
を
必
要
と
し
、
直
覺
や
想
像
を
刺
戟
し
て
眼
前
の
事
實
か
ら
離
れ
さ
せ
る
要
素
を
除
外
し
よ
う
と
す
る

の
は
當
然
と
言
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
此
點
に
於
て
全
體
の
把
握
を
第

一
要
件
と
す
る
古
代
の
思
惟
が
そ
の
最
も
根
本
的
な
基
礎
に

於
て
直
覺
や
想
像
力
に
負
う
て
み
る
の
と
非
常
な
相
違
で
あ
る
と
言
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
古
代
の
哲
學
や
歴
史
が
藝
術
的

な
文
學
即
ち
詩
と
聯
關
す
る
と
こ
ろ
は
ま
た
實
に
此
處
に
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
暫
く
そ
れ
と
し
て
、
か
う
し
た
即
物
的
歸
納

的
思
惟
の
方
式
に
よ
っ
て
思
惟

の
謝
象
の
世
界
は
非
常
に
擴
大
さ
れ
て
,
世
界
の
最
も
遠
い
或
は
最
も
細
微
な
領
域
に
ま
で
及
ん
で
み

る
こ
と
は
、
今

日
の
自
然
科
學
の
實
讃
し
て
み
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
は
漸
く
分
業
を
産
み
、
各
自
は
そ
の
部
分
部
分

の
闡
明
に
努
力
し
て
、全
體
を
綜
合
し
體
系
化
す
る
暇
が
な
い
。こ
の
思
惟
の
特
殊
化
に
拌

っ
て
こ
れ
を
現
は
す
文
學
的
手
段
も
形
態
も

愈

爻
専
門
的
に
な
る
の
は
見
や
す
い
理
で
あ
ら
う
。
種

々
の
自
然
科
學
の
記
述
、
法
文
、
統
計
書
、
數
墨
書
の
如
き
も
の
は
そ
の
著
し

き
例
で
あ
り
、
文
學
作
品
に
加

へ
ら
れ
る
註
釋
、
批
評
、
研
究
等
も
そ
の
性
質
上
ま
た
こ
れ
に
属
す
る
。
普
通
何
人
に
も
理
解
さ
る
べ

き
言
語
さ

へ
も
途
に
は
專
門
化
し
て
所
謂
専
門
語
を
産
み
、
甚
だ
し
く
な
れ
ば
、
代
數
學
に
於
け
る
や
う

に
、

】
種
の
狩
競
を
用
ふ
る

こ
と
を
便
利
と
す
る
や
5
に
な
る
。さ
う
し
て
斯
う
し
た
特
殊
化
し
た
專
門
の
思
惟
に
於
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
、事
實
で
あ
っ
て
、
必

・す
し
も
眞
理
で
は
な
い
o
事
實
と
眞
理
と
の
一
一つ
の
概
念
は
思
想
の
異
っ
た
範
囲
に
屬
す
る
こ
と
は
我

々
が
明
白
に
知
る
を
要
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
事
實
ば
眞
理
と
な
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
或
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
眞
理
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
就
中
此
處
に
強
調
し
た
い

こ
と
は
事
實
は
個

々
の
場
合
に
關
係
し
て
み
る
の
に
、
眞
理
は
普
遍
的
で
あ
る
と
い
ふ
一
事
で
あ
る
。
私

が
あ
る
花
を
紅
に
發
旦
し
た
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二

こ
と
は
事
實
で
あ
る
◎
し
か
し
花
は
紅
だ
と
い
ふ
こ
と
は
眞
理
で
は
な
い
。
眞
理
の
逆
は
虚
僞
で
あ
る
。
そ
し
て
事
實
の
遘
は
他
の
事

實
で
あ
る
。
紅
い
花
に
反
對
な
事
實
は
白

い
花
か
青
い
花
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
方
と
も
實
在
す
る
。
こ
の
實
在
す
る
多
く
の
事
實
が

や
が
て
眞
理

へ
到
達
す
る
材
料
と
な
り
得
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
同
じ
事
實
は
ま
た
虚
偽

の
材
料
と
も
な
り
得
る
の

で
あ
る
o
あ
る
系
列
の
事
實
か
ら
偶
然
無
邪
氣
に
、或
は
故
意
に
悪
意
を
以
て
、虚
僞
が
導
き
餌
さ
れ
る
こ
と
は
我
々
が
屡
女
目
睹
す
る

と
之
ろ
で
あ
る
。
さ
う
し
て
我
々
が
今
問
題
と
し
て
み
る
文
學
形
態
の
分
岐
を
定
め
る
方
位

の
一
方
が
何
處
ま
で
も
事
實
に
終
始
し
よ

う
と
し
て
み
る
の
に
、
他
方
は
寧
ろ
事
實
を
超
え
た
普
遍

の
眞
理
を
目
ざ
し
て
み
る
。
例

へ
ば
歴
史
の
記
述
は
單
に
實
在
し
た
事
實

の

み
に
留
ま
ら
う
と
す
る
の
に
、
敍

事
詩
は
必
ず
し
も
事
實
に
即
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
性
の
本
質
、
運
命
の
眞
相

を
明
に
し
ょ
う
と
欲
す

る
Q
し
か
し
以
上
の
説
明
は
必
ず
し
も
藝
術
的
文
學
が
眞
理
を
現
し
て
み
る
こ
と
を
主
張
し
て
み
る
の
で
は
な

い
。
た
だ
人
生
自
然
の
諸
事
實
諸
條
件
を
自
由
に
選
擇
し
組
合
せ
る
こ
と
の
出
来
る
創
作
文
學
は
、
我
々
の
眼
前
に
偶
然
起

つ
た
個
々

の
事
象
に
過
ぎ
な
い
事
實
に
束
縛
さ
れ
て
み
る
科
學
的
記
述
や
論
説
に
比
し
て
、

一
層
有
力
な
眞
理

へ
の
手
段
で
あ
る
と
は
言
ひ
得
よ

う
。
し
か
し
又
こ
れ
は
ま
た
往
々
虚
僞
を
産
出
す
る
危
険
を
孕
ん
で
み
る
。
反
之
事
實
を
離
れ
な
い
科
學
の
そ
れ
は
、
時

に
錯
誤
に
陷

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
9全
然
な
る
虚
偽
を
産
む
こ
と
は
な
い
。

　
以
上
は
大
體

モ
ル
ト
ン
の
所
説
に
從
っ
て
多
少
の
變
更
を
加

へ
た
説
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
見
さ
う
見

え
る
か
も
知
れ
な
い
や
う

に
,
決
し
て
私
が
最
初
に
説
い
た
寫
實
主
義
の
文
學
に
對
す
る
矛
盾
と
は
な
ら
な
い
。
寫
實
主
義
文
學
が
そ
の
材
題
や
形
式
や
を
現
實

の
生
活
か
ら
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
は
、
唯
爻
現
實
の
事
實
を
如
實
に
忠
實
に
描
寫
し
さ

へ
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
の

で
は
な
い
。
そ
の
偶
然
的

一
時
的
な
現
實
の
事
實
か
ら
作
者

が
獲
得
し
た
入
生
自
然
の
置
理
を
讀
者

に
傳
達
す
る
手
段
と
し
て
は
、
現
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實
の
事
象
や
出
来
事
を
出
来
得
る
限
り
細
密

に
観
察
研
究
し
て
そ
れ
を
再
現
す
る
の
が
、
便
宜
で
あ
り
、
賢
明
で
あ
り
、
文
理
實
界
に

注
意
を
集
中
し
て
生
き
て
み
る
人

々
に
必
要
で
も
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
學
精
神
の
影
響
を
う
け
て
、
愛
藝
作
品
は
た
だ
人

生
の
断
片
を
寫
し
出
す

に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
自
然
主
義
の
作
品
も
、
實
際

に
於
て
は
そ
の
理
論
を
裏
切
っ
て
、
そ
の
斷
片

の
中
に

全
體
を
指
唆
す
る
も
の
を
含
む
で
る
た
の
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
事
實
を
事
實
と
し
て
敍
遠
し
表
出
し
て
み
る
の
み
で
は
な
く
、
そ
の

事
實
が
呼
び
起
す
べ
き
印
象
叉
は
刺
戟
昂
奮
が
豫
想
さ
れ
て
る
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
且
ハ處
に
作
品
の
普

遍
的
意
義
が
あ

っ
た
。

　
藝
術
的
文
學
形
態
と
科
學
的
文
學
形
態
と
の
方
位
を
定
め
る
も
の
を
、
上
述
の
や
う
に
思
惟
の
異
な
っ
た
方
向
即
ち
全
體
か
ら
細
部

へ
、
細
部
か
ら
全
軆

へ
の
方
向
と
連
結
し
て
考

へ
、
眞
理
と
事
實
と
が
そ
の
目
標
で
あ
る
と
す
る
観
察

に
加

へ
て
、
私
は
ま
た

一
方
を

人
聞
的
開
心
を
中
心
と
す
る
も
の
と
見
、他
方
を
ぱ
然
ら
ざ
る
も
の
と
見
る
の
も
許
さ
る
べ
き
考
察
で
は
な

い
か
と
思
ふ
。
例

へ
ば
最

も
人
間
的
な
開
心
を
離
れ
て
み
る
や
う
に
見
え
る
純
粋
敍
景
詩
を
取

っ
て
み
て
も
、
こ
れ
を
自
然
科
學

の
記
述
と
比
較
す
れ
ば
、
如
何

に
人
聞
的
開
心
が
顯
著
に
現
は
れ
て
る
る
か
を
知
る

で
あ
ら
う
Q
こ
こ
に
は
實

に
杢
鱧
と
し
て
の
入
間
が
興
味
を
起
し
た
自
然
の

」
角

の
景
觀
が
言
葉
に
移
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
自
然
科
學
に
於
け
る
取
扱
ひ
方
は
、
物
そ
れ
自
體
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
と
人

聞
と
の
關
係
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
よ
し
人
間
に
關
係
さ
せ
て
考

へ
る
場
合

に
も
、
人
間
を
外
部
か
ら
見
た

一
個
の
物
體
叉

は
現
象
と
し
て
取
扱

っ
て
み
て
、
こ
れ
を
内
面
的

の
深
み
か
ら
覗
は
う
と
は
し
な
い
o

こ
の
意
味
か
ら
し
て
、
私
.が
前
に
藝
術
と
し
て

の
文
學
は
入
間
.生
活
と
密
接
な
關
係
を
持
っ
て
る
て
、
こ
れ
の
進
歩
、
向
上
、
純
化
の
使
命
を
帶
び
て
る
る
と
説

い
た
の
も
、
あ
な
が

ち
獨
斷
で
は
な

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
實

に
自
然
の
現
象
は
人
間
が
無
く
と
も
事
實
と
し
て
嚴
存
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し

人
聞
生
活
な
く
し
て
は
文
學
に
何
の
存
在
理
由
も
な
い
で
は
な
か
ら
う
か
。
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以
上
に
於
て
私
は
文
學

の
起
源
、
發
逹
、
機
能
、
形
態
等

の
方
向
か
ら
、
文
學
の
本
質
又
は
特
性
と
も

い
ふ

べ
き
も
の
に
瞥
見
を
與

へ
た
積
り
で
あ
る
が
、
文
學

に
於
け
る
最
も
主
要
な
表
現
手
段
を
し
て
の
言
語
の
特
性
か
ら
更

に

一
言
を
費
し
て
み
た
い
。

　

改
め
て
言
ふ
ま
で
も
な
く
総

べ
て
の
文
學
的
創
作
は
言
語
で
成
立
し
て
み
る
。
さ
う
し
て
我
々
が
文
學
作
品
を
藝
術
的
に
受
取
る
限

り
、
我
々
は
作
者

の
個
性
が
対
象
的
な
も
の
又
は
想
念
と
し
て
よ
り
は
、

一
層
言
語
形
式
と
し
て
働
ら
き
掛

け
る
ほ
ど
言
語
要
素
の
中

に
創
作
を
體
驗
し
理
解
す
る
を
常
と
す
る
。
我
々
が
沙
翁
と
か
ゲ

ヨ
エ
テ
と
か
近
松
と
か
西
鶴
と
か
を
考

へ
る
と
き
、
そ
れ
は
言
語
的

な
特
性
叉
は
性
格
と
し
て
、
往

々
ま
た
耆
語
的
構
成
の
形
象
性
、
熱
度
、
速
度
等
の
一
定
の
綜
合
と
し

て
思
ひ
浮
べ
ら
れ
る
。
と
い
ふ

意
味
は
、
各
作
家
の
特
性
が
そ
の
特
有
な
用
語
の
魅
力
と
か
、
微
細
な
習
僻
と
か
に
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
作
家
の
言
語
的
體
驗

そ
れ
自
體

に
對
す
る
原
則
的
關
係
、換
言
す
る
と
彼
の
言
語
の
成
立
し
方
に
作
家
本
来

の
創
作
形
式
が
横

っ
て
み
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

勿
論
作
家
の
創
作
力
は
そ
の
制
作
過
程
中
で
常

に
同
様
な
方
法
と
強
度
と
で
働
く
も
の
で
は
な
く
、
制
作
を
條
件
づ
け
る
極
々
の
要
素
、

即
ち
生
活
的
鱧
驗
、
素
材
の
形
成
、
作
品
の
内
容
形
式
思
想
等
に
依
憑
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
言
語

へ
の
原
則
的
關
係
も
ま
た
そ
の
制

作
過
程
に
與
っ
て
有
力
な
も
の
で
あ
る
と
言
は
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
文
學
的
言
語
は
、
よ
し
全
體

と
し
て
で
は
な
く
と
も
、

個

々
に
於
て
は
あ
る
直
別
が
つ
け
ら
れ

る

や

う

に
思
ふ
。
即
ち
言
語
は
そ
の
内
面
的
淨
揚
力
を
或
は
作
者

の
根
源
的
生
活
感
情
及
び

主
観
的
經
驗
か
ら
受
け
、
或
は
作
品
の
客
観
的
素
材
か
ら
、
或
は
内
容
形
式
の
生
成
要
素
か
ら
、
或
は
思
想

の
内
的
方
向
か
ら
受
取
っ

て
み
る
。
そ
し
て
言
語
形
式
の
全
體

の
中
で
こ
れ
等
の
要
素
は
、
作
者
の
官
能
的
構
造
や
性
格
に
條
件
づ
け
ら
れ
て
る
る
個
人
的
な
文

■



體
の
特
性
よ
り
は
、
遙

に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
る
る
も
の
と
喜
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
語
體
驗
の
合

理
的
及
び
創
作
的
根
基
か

ら
の
距
離
を
規
定
し
、
経
験
、
感
覺
、
直
観
及
び
道
徳
觀
を
以
て
詩
作
を
充
溢
す
る
程
度
を
定
め
、
作
品
の
律
動
及
び
内
的
強
調
を
作

り
、
形
式
の
尺
度
で
作
品
に
永
続
性
と
効
果
と
を
與

へ
る
も
の
は
實
に
之
等
の
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
今

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
エ
フ
エ
レ
に
よ

っ
て
文
學
語
の
鍾
類
を
四
つ
に
分
け
て
み
た
い
。

　
根
源
的
な
體
驗
の
言
語
、
即
ち
主
観
的
な
言
葉
は
通
俗
に
は
典
型
的
な
文
學
語
と
考

へ
ら
れ
、
詩
的
表
現

の
唯

一
の
可
能
性
の
や
う

に
も
思
は
れ
て
る
る
も

の
で

あ

っ
て
、
自
由
な
魂
の
啓
示
で
あ
り
、
個
人
的
な
感
性
の
流
出
で
あ
り
、
内
面
的
逼
迫
の
爆
發
し
た
言

葉

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
言
葉
は
動
い
て
ゐ
、
生
氣
が
あ
り
、
暖
い
。
そ
し
て
時
に
は
熱
し
過
ぎ
、
爆
發
的
で
あ
り
、
人
の
心
を

燃
焼
さ
せ
る
が
、
要
す
る
に
個
人
的
範
圍
に
止

っ
て
み
て
、
普
遍

へ
の
道
が
十
分
に
開
い
て
は
み
な
い
。
自
己
を
感
情
の
重
荷
か
ら
解

く

こ
と
は
出
來
て
も
、
事
象
を
形
蔵
す
る
力

に
破
け
て
み
る
。
譬

へ
形
象
を
描
く

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ば
作
者
内
心
の
體
驗
の
呼

吸
と
共
に
振
動
し
て
み
る
ゆ
そ
れ
故
か
う
し
た
言
葉
は
既
定

の
形
式
に
順
應
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
形
式
は
單
な
る
技
巧
で
あ
っ
て

有
機
的
な
現
象
で
は
な
い
。
そ
れ
は
内
部
生
命
の
凝
滞
と
冷
却
と
を
招
く
も
の
で
あ
っ
て
、
生
動
す
る
表
現

の
桎
梏
で
あ
る
。
自
由
律

を
愛
し
た
り
、
脚
韻
を
邪
魔
に
し
た
り
、
聯
穀
の
區
分
を
嫌

っ
た
り
す
る
の
は
こ
の
主
観
語
で
あ
る
◎
内
面
的
灼
熱
や
横
溢
の
迸
出
す

る
も
の
と
し
て
抒
情
詩
を
産
み
、
直
接
急
速
な
影
響
を
入
に
及
ぼ
す
力
に
富
ん
で
み
る
。

こ
れ
は
種

々
の
體
驗
に
表
現
形
式
を
與
ふ
る

故

に
言
語
を
豐
富
に
す
る
と
共

に
、
そ
の
内
面
的
軟
弱
さ
を
以
て
言
語
を
害
す
る
他
面
を
持

っ
て
る
る
◎
そ
し
て
そ
の
内
容
的
價
値
は

主
と
し
て
作
者

の
魂
の
根
基

と
結
び

つ
い
て
み
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。

　
客
観
的
言
語
も
ま
た
主
観
的
言
語
と
同
様
作
者
の
個
人
的
體
驗
か
ら
産
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
が
響
と
な
る
瞬
間
に
於
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て
客
観
的
官
覺
の
明
る
い
空
気
の
中
に
そ
の
體
驗
を
高
め
て
し
ま
ふ
。
こ
れ
は
素
材

の
言
葉
で
あ
ゆ
酒
素
材
漁
形
象
、
直
観
、
具
軆
的

現
實
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
者
の
個
性
の
み
で
は
な
く
、
個
性
の
雰
囲
気
の
中
に
形
を
な
し
た
対
象
を
與

へ
る
言
葉
で
あ
る
。

こ
ム
に
は
作
者
の
本
性
よ
り
は
そ
の
文
化
、そ
の
教
養
が
現
は
れ
る
。
こ
れ
に
は
内
面
の
逼
迫
か
ら
の
解
放
よ
り
は
、形
成

へ
.の
過
程
が

現
は
れ
る
・
從
っ
て
敍
事
詩
的
叉
は
戯
曲
的
存
在
の
言
葉
で
あ
る
と
も
言
ひ
得
よ
う
。
こ
の
言
葉
は
體
驗
を
形
象
に
よ
っ
て
、
現
象
の

輝
や
か
し
い
反
映
に
よ
っ
て
再
現
す
る
。
そ
れ
故
簡
潔
で
物
的
で
明
瞭
で
あ
る
け
れ
ど
も
、同
時
に
冷
か
で
あ
ゆ
生
動
の
氣
が
乏
し
い
。

あ
ら
ゆ
る
内
面
的
運
動
は
皆
外
部
に
現
は
れ
た
形
と
な
り
線
と
な
り
面
貌
と
な

っ
て
み
る
。
從
っ
て
形
式
は

こ
の
種
の
言
語
に
は
桎
梏

で
ば
な
く
し
て
寧
ろ
支
柱
で
あ
り
、
法
則
で
あ
り
、
よ
き
肉
體
で
あ
る
。
こ
れ
は
詩
作
を
原
始
的
音
響
と
し
て
で
は
な
く
藝
術
的

形
式

と
し
て
與

へ
る
q
こ
こ
で
は
精
神
が
形
象
と
な
っ
て
み
る
。
そ
れ
だ
け
に
作
話
は
創
造
す
る
生
活
で
は
な
く
て
形
成
さ
れ
た
被
滝
物
と

な
っ
て
み
る
。
そ
れ
だ
け
に

一
般
普
遍
に
通
用
し
て
、
狡
い
作
者

の
主
観

の
圏
内
に
止
ま
ら
な
い
。
こ
れ
は
實
に
精
神
の
器
で
あ
る
言

語
を
本
来
宇
宙
的
な
も
の
で
充
た
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
ひ
得
よ
う
。

ホ
メ
ロ
ス
、
沙
翁
、
晩
年

の
ゲ

ヨ
エ
テ
、

シ
ル
レ
ル
等
の
詩

作
は
多
く
か
う
い
ふ
言
葉
で
出
來
て
る
る
と
言
っ
て
誤
で
は
あ
る
ま
い
。

　
詩
作
の
内
容
叉
は
外
形
に
向
け
ら
れ
て
み
る
人
工
的
な
言
葉
は
主
観
的
言
語
體
驗
の

一
變
形
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
言
語

表
現
が
客
觀
的
に
素
材
と
な
ら
な
い
中
に
、
対
象
的
に
把
握
さ
れ
た
内
黍
及
び
そ
の
形
式
的
條
件

へ
と
向

い
た
も
の
で
あ
る
。
主
観
的

言
語
體
驗
が
合
理
的
に
理
解
さ
れ
て
、
そ
の
表
現
の

一
定
の
目
的
に
導
か
れ
る
時
、幽
こ
の
人
工
的
言
語
が
成

立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
こ
れ
は

一
種
の
言
語
技
巧
で
あ
る
。
た
だ

一
層
高
い
目
的
に
奉
仕
す
る
時

の
み
價
値
あ
る
言
葦
で
あ
る
が
、
通
例
に
於
て
は
主
観
的

言
語
の
如
き
生
動
の
氣
を
缺
き
、
客
観
的
言
語
に
比
し
て
皮
相
輕
浮
と
な
る
を
免
れ
な

い
。
形
式
に
は
馴
染
み
や
す
い
け
れ
ど
も
、
生



命
を
缺
く
が
故
に
言
語
の
遊
戯
と
な
り
易
い
o

　
こ
れ
に
反
し
て
客
観
的
言
語
體
驗
が
最
後

に
思
想
に
ま
で
高
ま
っ
た
時
、
我
々
ば
こ
れ
を
象
徴
的
言
語
と
命
名
し
た
い
。
素
材
的
な

も
の
が
思
想
に
な

る
、
帥
ち
客
観
的
な
原
始
體
驗

の
最
も
遠

い
距
離

へ
入
っ
て
、
抽
象
輌的
の
流
通
性
を
得

る
時
に
、
こ
の
象
徴
的
言
語

が
産
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
見
し
て
素
材
を
、
現
象
を
表
は
し
て
み
る
け
れ
ど
も
、
實
は
人
間
内
心
の
言
葉
で
あ
り
、
神
秘
な
暗

示
を
持
っ
て
る
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
性
的
な
も
の
は
最
も
奥
深
く
潜
み
入
っ
て
、
た
だ
比
喩
と
な
り
、
象
徴
と
な
り
、
暗
示
力
と
な
っ
て

み
る
の
で
あ
る
。
飽
處
で
は
感
覺
的
な
も
の
が
抽
象
的
な
意
味
を
含
み
、
個
々
の
も
の
が
全
體
を
代
表
し

て
み
る
。

　
言
語
の
上
述
の
四
つ
の
種
類
は
、
實
に
言
語
の
表
現
力
の
特
性
を
示
す
と
共
に
、
ま
た
文
學
の
種
類
を
大
別
し
、
從
っ
て
ま
た
作
者

の
種
類
を
定
め
る

一
標
識
と
な
る
で
あ
ら
う
。主
観
的
塗
言
語
に
充
た
さ
れ
て
み
る
作
家
及
び
作
品
を
我

々
は
抒
情
詩
に
見
る
と
共
に
、

ま
九
浪
漫
派
の
文
學

に
發
見
す
る
。
客
観
的
の
言
葉
は
古
典
派
形
式
派
等
の
喜
ん
で
用
ひ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
叙
事
詩
小
説
に
於
て

よ
り
多
く
適
所
を
見
出
し
て
み
る
。
人
工
的
言
語
の
み
で
は
作
品
は
そ
の
生
命
力
を
缺
く
で
あ
ら
う
し
、
象
徴
的
な
言
語
か
ら
成
立
す

る
詩
作
は
幽
玄
な
趣
に
富
む
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
に
拌
ふ
朦
朧
の
弊
も
認
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
言
語
體
驗
と
作

家
と
の
關
係
は
、
上
述
し
た
や
う
に
、
作
家
の
特
徴
と
し
て
我
々
の
腦
裏

に
強

い
印
象
を
殘
す
け
れ
ど
も
、
純
粋
に
こ
れ
等
の
言
語
の

種
類

の

一
つ
を
代
表
す
る
や
う
な
作
家
は
稀
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
等
の
言
葉
が
如
何
に
併
用
さ
れ
、
結
合
さ
れ
、
叉
は
融
合
さ
れ
て
み

る
か
に
各
作
家
及
び
作
品
の
特
色
が
横
っ
て
み
る
と
言
っ
て
差
支
な

い
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
こ
れ
等
の
言
語
體
驗
が
時
代
に
よ
つ
て

異
る
は
勿
論
、
作
家

に
よ
っ
て
も
千
差
萬
別
で
あ
る
と
こ
ろ
に
文
學
の
變
化
も
興
味
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
、そ
れ
は
兎
に
角
と
し
て
・

私
は
か
う
し
た
言
語
の
特
性
の
側
面
か
ら

=
贋
立
入
っ
て
種
々
の
文
學
現
象
例

へ
ば
文
學
形
態
の
特
性
等
を
説
明
し
た
な
ら
ば
、
面
白
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い
發
見
を
な
し
得
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
既
に
所
與
の
紙
數
を
越
え
て
み
る
故
、
今
は
そ
れ
を
思
ひ
止
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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