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［
論
文
］

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル

概
念
と
し
て
の
文
学

─
起
源
に
お
け
る
東
西
詩
学
の
伝
統
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て

─

一
、
は
じ
め
に

Ａ
「
文
学
・
詩（

1
）

と
は
何
か
」？―

―

文
学
あ
る
い
は
詩
は
厳
格
な
人
文
科
学
の
研
究
対
象
と
し
て
大
学
で
研
究
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
を
与
え
よ
う
と
、
あ
る
い
は
そ
の
本
質
た
る
も
の
を
捉
え
よ
う
と
、

学
者
や
研
究
者
た
ち
は
様
々
な
取
り
組
み
を
行
な
っ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
理
論
的
な
研
究
に
お
い
て
、「
方
法
と

態
度
に
革
新
を
も
た
ら
し
」、
比
較
的
顕
著
な
成
果
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
の
は
、
二
〇
世
紀
中
葉
の
Ｒ
・
ウ
ェ
レ
ッ
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ク
（
一
九
〇
三
︱
一
九
九
五
）
と
Ａ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
（
一
八
九
九
︱
一
九
八
六
）
の
研
究（

2
）

で
あ
る
。
そ
の
研
究
の
組
み

立
て
た
枠
組
み
に
よ
る
と
、
文
学
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
は
、
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
文

学
を
文
学
た
ら
し
め
た
も
の
は
何
か
を
検
討
し
、
文
学
の
言
葉
か
ら
様
式
・
技
法
な
い
し
修
辞
学
・
言
語
学
・
心
理
学
・

精
神
分
析
・
社
会
学
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
を
通
じ
て
そ
の
定
義
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

主
と
し
て
西
欧
古
典
の
伝
統
と
そ
の
言
説
と
歴
史
的
な
考
察
を
踏
ま
え
、
文
学
の
機
能
性
を
考
察
し
て
、
そ
の
問
い
か
け

に
答
え
を
与
え
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る（

3
）。

実
際
、
二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
前
者
に
括
ら
れ
る
分
野
は
東
西

を
問
わ
ず
、
そ
こ
で
多
く
の
実
り
の
あ
る
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
後
者
に
お
い
て
は
量
的
に
顕
著
な
成
果
は
見
ら
れ
な

い
。
と
く
に
比
較
文
学
の
理
論
的
研
究
に
お
い
て
、
後
者
の
方
法
論
は
、
東
西
の
伝
統
が
あ
ま
り
に
も
違
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
受
容
す
る
の
に
あ
ま
り
困
難
が
多
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
そ
の
逆
に
、
安
易
に
「
模
倣
説
」
や
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」、

「
美
的
距
離
」、「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
の
諸
理
論
が
応
用
さ
れ
て
、
東
西
両
者
の
元
来
の
差
異
が
無
視
さ
れ
て
、

恰
も
普
遍
的
な
文
学
の
答
え
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
し
東
西
の
そ
う
い
っ
た
長
い
伝

統
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
に
対
す
る
既
存
の
答
え
を
歴
史
的
に
検
証
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ

ら
東
西
文
学
伝
統
の
起
源
に
お
け
る
諸
現
象
を
検
証
・
比
較
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
後
者
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
有
益
な

認
知
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
検
証
と
比
較
に
お
い
て
、
そ
の
起
源
か
ら
現
在
ま
で
の
東
西

の
詩
・
文
学
の
諸
現
象
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
・
地
域
の
「
情
動
・
感
情
シ
ス
テ
ム
」（
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
）（

4
）、

あ
る
い
は
文
学
・
詩
に
お
け
る
感
情
・
情
緒
・
認
知
シ
ス
テ
ム
と
し
て
想
定
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ス
テ

ム
の
発
生
と
起
源
、
発
展
と
展
開
な
い
し
現
代
ま
で
の
諸
要
素
の
変
容
、
ま
た
は
そ
の
相
似
性
・
相
違
性
に
対
し
て
、
よ

り
豊
か
な
理
解
が
得
ら
れ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
、
近
代
以
前
、
い
わ
ゆ
る
「
西
力
東
漸
」
以
前
の
東
西
文
学
の
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相
似
性
と
相
違
性
を
検
証
し
た
上
で
、
そ
れ
以
降
の
受
容
と
拒
絶
の
経
緯
を
検
証
し
、
比
較
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
た
め
て

近
代
文
学
に
お
け
る
感
情
世
界
の
変
質
・
変
容
が
認
識
で
き
、
そ
れ
が
ま
た
当
然
、
近
代
文
学
の
起
源
に
つ
い
て
の
基
礎

的
な
研
究
と
な
る
に
違
い
な
い
。

し
か
し
本
稿
は
、
そ
う
い
っ
た
膨
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
を
前
提
に
し
て
出
発
し
、
東
西
文
学
・
詩
の
起
源
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
感
情
・
情
緒
・
認
知
シ

ス
テ
ム
で
始
ま
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
、
東
西
を
比
較
し
て
そ
の
特
徴
付
け

ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
始
原
に
つ
い
て
検
証
し
て
、
そ
の
比
較
を
試
み
た
い
。
そ
し
て
比
較
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ
の
起
源
に
お

け
る
文
学
作
品
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
文
学
作
品
を
定
義
し
、
そ
の
性
格
づ
け
、
方
向
づ
け
を
し
た
先
人
の
言

説
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
文
学
の
起
源
に
お
け
る
制
度
・
道
徳
・
倫
理
・
美
的
感
受
性
な
ど
が
ど
う
い
う
形

で
固
定
さ
れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
て
き
た
か
を
検
討
し
た
上
で
、
東
西
の
起
源
に
お
け
る
文
学
の
定
義
の
比
較
を
試
み
た
い
。

Ｂ
詩
・
文
学
に
お
け
る
東
西
の
源
流
・
源
泉
を
形
成
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ホ
メ
ロ
ス（B

.C
. 8?

）の
二
作
品『
イ

リ
ア
ス
』、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
と
『
詩
経
』（B

.C
. 11-6

）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
古
代
に
限
ら
ず
今
日
ま
で
そ
の
文
化
・

文
学
の
秘
宝
と
し
て
、
そ
の
共
同
体
の
感
情
の
自
叙
伝
・
社
会
の
記
録
と
し
て
重
宝
さ
れ
、
約
二
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て

影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
作
品
で
あ
る
（
ち
な
み
に
日
本
文
学
の
源
泉
は
『
万
葉
集
』（A

.D
. 7-8

）
で
、
モ
ン
ゴ
ル
文
学

の
源
泉
は
『
元
朝
秘
史
』（
ま
た
『
蒙
古
秘
史
』
と
も
い
う
）（

5
）（A

.D
. 13

）、『
ジ
ャ
ン
ガ
ル
』（

6
）（A

.D
. 15-17

）『
ゲ



045 概念としての文学

セ
ル
・
ハ
ー
ン
』（

7
）（A

.D
. ?-15

）
で
あ
る
）。
西
欧
側
に
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
英
雄
叙
事
詩
と
『
聖
書
』
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
と
っ
て
、「
二
つ
の
文
化
・
二
つ
の
民
族
・
二
つ
の
資
料
集
」
と
画
定
し
て
、
こ
の
二
つ
の
世
界
こ
そ
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
化
史
の
源
流
と
源
泉
」
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
「
二
大
潮
流
は
、
さ
ら
に
二
種
類
の
資
料
群
に
よ
っ
て

そ
の
具
体
的
形
姿
を
歴
史
に
出
現
さ
せ
、
二
資
料
群
は
、
滋
養
に
富
ん
だ
幾
多
の
歴
史
事
件
を
通
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文

化
総
体
を
さ
ら
に
深
く
ま
た
豊
か
な
も
の
に
し
て
く
れ
て
い
る
」（

8
）、

と
強
調
す
る
研
究
者
が
い
る
。
つ
ま
り
、
英
雄

叙
事
詩
の
「
ホ
メ
ロ
ス
」
が
、
宗
教
の
源
泉
と
な
る
『
聖
書
』
と
同
様
に
扱
わ
れ
、
文
化
に
と
っ
て
起
源
的
な
価
値
の
あ

る
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
の
源
泉
と
な
る
『
聖
書
』
は
別
と
し
て
、「
ホ
メ
ロ
ス
」
と
『
詩
経
』
は
、
た

し
か
に
、
東
西
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
の
文
学
、
い
わ
ば
感
情
・
情
緒
・
認
知
の
始
ま
り
の
カ
ノ
ン
と
基
準
と
な
り
、
精

神
の
源
泉
と
さ
れ
て
、
現
在
で
も
大
学
で
教
え
ら
れ
、
研
究
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
不
思
議
に
も
、
ど
の
文
化
の
起
源
に

お
け
る
記
録
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、「
ホ
メ
ロ
ス
」
と
『
詩
経
』
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
の
感
情
の
自
叙
伝

と
し
て
の
正
統
性
が
保
証
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
ま
る
で
突
然
無
の
中
か
ら
現
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
い
ず
れ

も
著
者
の
実
在
が
明
確
に
実
証
的
に
突
き
止
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
ゆ
え
か
、
い
ず
れ
も
神
話
的
・
共
同
体
的
・
集
団
的
な

作
品
と
し
て
扱
わ
れ
、
絶
対
視
さ
れ
た
神
秘
的
な
作
品
で
も
あ
る
。
と
く
に
「
ホ
メ
ロ
ス
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
今
日
の
欧
米
の
大
学
に
お
い
て
も
、
推
薦
さ
れ
る
必
読
教
養
書
と
し
て
ト
ッ
プ
の
三
冊

に
数
え
ら
れ
る（

9
）。

ギ
リ
シ
ア
文
学
の
文
献
学
者
・
文
学
史
家
の
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ド
・
ロ
ミ
ー
イ
が
い
う
に
は
、「『
イ

リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
は
世
界
の
文
学
の
中
で
独
特
な
位
置
を
占
め
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
が
生
ん
だ
文
字

に
書
か
れ
た
最
初
の
作
品
で
あ
る
。
両
詩
篇
は
た
ち
ま
ち
万
人
に
尊
崇
の
的
と
な
り
、
抒
情
詩
人
、
悲
劇
作
者
、
史
家
は

こ
れ
で
心
を
養
わ
れ
、
こ
れ
を
模
倣
し
た
。
両
詩
篇
の
文
章
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
教
育
の
基
礎
に
さ
れ
た
。
つ
い
で
両



046

詩
篇
の
英
雄
た
ち
は
近
代
世
界
に
移
り
す
み
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
文
学
作
品
、
比
喩
的
表
現
、
詩
的
夢
想
、
倫
理
的
反
省

に
生
命
を
吹
き
こ
ん
だ
」（

10
）

と
、
そ
の
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
方
、『
詩
経
』
は
孔
子
が
そ
れ
を
教
科
書
と
し
て
編
纂
し
て
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
公
的
に
使
わ
れ
始
め
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
近
代
西
欧
の
文
化
的
衝
撃
を
受
け
る
ま
で
、
約
二
千
年
間
、
そ
の
影
響
力
が
絶
大
的
で
あ
り
、
か
つ

ま
た
科
挙
試
験
の
原
典
と
し
て
決
定
的
な
権
威
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
み
な
ら
ず
漢
字
文
化
圏

全
体
の
感
情
・
情
緒
・
認
知
の
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
と
、
規
範
・
基
準
と
も
な
っ
た
と
い
え
る
（
一
九
世
紀
以
来
、
西
欧

文
学
の
価
値
シ
ス
テ
ム
を
受
容
し
て
か
ら
事
情
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
き
た
が
）。

し
か
し
、
本
稿
は
、
こ
の
両
作
品
そ
の
も
の
を
直
接
比
較
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
両
作
品
を
最
初

に
評
価
し
、
批
評
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
文
学
・
詩
と
は
何
か
に
つ
い
て
定
義
を
し
よ
う
と
し
た
先
人
た
ち
の
言
説
を
検
証

し
、
最
初
に
そ
の
両
作
品
に
つ
い
て
価
値
判
断
を
下
し
た
諸
言
説
を
比
較
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
最
初

に
「
ホ
メ
ロ
ス
」、『
詩
経
』
の
良
し
悪
し
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
の
機
能
、
美
学
的
要
素
、
役
割
、
構
成
、
仕
組
み
な
ど

を
指
摘
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
ソ
ク
ラ
テ
ス（B

.C
. 470-399

）、
プ
ラ
ト
ン（B

.C
. 428-348

）、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス（B

.C
. 

384-322

）
と
孔
子
（B

.C
. 511-479

）
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
ら
の
言
説
が
そ
の
後
の
両
文
化
圏
の
文
学
の
感
情
・

情
緒
・
認
知
の
シ
ス
テ
ム
を
規
定
し
、
方
向
づ
け
、
定
義
化
し
た
の
も
、
不
動
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

プ
ラ
ト
ン
が
西
欧
文
学
に
と
っ
て
い
か
な
る
重
要
な
位
置
に
あ
る
か
に
つ
い
て
、
ペ
ネ
ロ
ピ
・
マ
リ
ー
（
ウ
ォ
ー
リ
ッ

ク
大
学
古
典
文
献
学
教
授
）
は
「
Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
い
う
よ
う
に
、
西
欧
哲
学
の
伝
統
は
プ
ラ
ト
ン
に
つ
け

ら
れ
た
注
釈
の
シ
リ
ー
ズ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
西
欧
の
詩
と
芸
術
に
つ
い
て
思
考
し
て
き
た
歴
史
も
同
じ
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」（

11
）

と
強
調
し
て
い
う
が
、
孔
子
の
諸
言
説
と
、
そ
の
儒
教
的
な
価
値
体
系
が
東
ア
ジ
ア
、
い
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わ
ゆ
る
東
方（

12
）

の
漢
字
文
化
圏
に
対
し
て
与
え
た
影
響
は
、
決
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
そ
れ
に
劣
ら
な
い
。
む
し
ろ
も
っ
と

日
常
生
活
の
隅
々
ま
で
影
響
を
与
え
て
き
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
の
影
響
力
が
い
か
に
大
き
い
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
い
か
に
重
要
か
と

い
う
こ
と
に
あ
る
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
起
源
と
し
て
い
か
に
理
解
す
る
か
を
問
題
に
し
て
、
そ
れ
に
焦
点
を
絞

り
た
い
。
し
か
し
、
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
っ
て
も
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
紆
余
曲
折
し
て
た
受
容
史
そ

の
も
の
を
検
証
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
伝
承
・
解
釈
の
総
体
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ
東
西
の
両

者
の
具
体
的
な
言
説
に
お
い
て
文
学
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
検
証
し
、
も
っ
ぱ
ら
「
文
学
・
詩
と
は
何
か
」
と
い
う
問

い
か
け
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
比
較
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

そ
し
て
近
現
代
に
お
い
て
、
そ
の
問
い
か
け
に
関
連
し
て
、
西
欧
の
文
学
観
に
お
け
る
固
有
の
対
立
・
齟
齬
が
い
か
に

新
た
に
鮮
明
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
察
す
る
が
、
と
く
に
、
明
治
時
代
「
西
力
東
漸
」
に
よ
っ
て
、
西
欧
文
学
が
東
ア

ジ
ア
に
導
入
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
西
欧
の
多
様
な
流
派
・
潮
流
・
見
解
に
対
し
て
、
日
本
は
解
析
の
暇
な
く
、
国
民
啓

蒙
を
急
ぐ
あ
ま
り
に
、
混
合
の
ま
ま
に
受
容
し
、
そ
の「
感
情
・
情
緒
シ
ス
テ
ム
」が
、
そ
の
ま
ま
東
ア
ジ
ア
の
既
存
の「
感

情
・
情
緒
シ
ス
テ
ム
」
と
混
合
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
素
描
し
出
し
た
い
。
そ
こ
で
西
欧
文
学
は
東
方
の
伝
統

に
と
っ
て
、
衝
撃
な
い
し
解
体
も
し
く
は
、
そ
の
逆
に
伝
統
の
補
強
す
ら
与
え
て
き
た
が
、
そ
の
「
感
情
・
情
緒
シ
ス
テ

ム
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
刺
激
・
昂
揚
な
い
し
困
惑
と
拒
否
・
抵
抗
は
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
か
を
示
唆

し
、
新
た
に
問
題
提
起
を
し
て
、
そ
の
解
釈
を
試
み
た
い
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
そ
の
言
説
を
文
学
の
美
学
的
な
価
値
・
鑑
賞
・
あ
り
方
な
ど
の
カ
ノ
ン
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
き
た
、

プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
オ
ン―

『
イ
リ
ア
ス
に
つ
い
て
』―

」（
以
下
「
イ
オ
ン
」
略
す
）、『
国
家
』（
第
二
、
第
三
、
第
一
〇
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巻
）
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
と
、
孔
子
の
『
論
語
』
と
そ
の
後
の
『
詩
経
』
の
「
詩
序
」
な
ど
で
あ
り
、
そ

の
延
長
上
に
、
そ
れ
ら
の
行
方
と
展
開
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
近
現
代
に
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
何
が
問
題
と
さ
れ
て

き
た
か
を
素
描
す
る
こ
と
に
止
め
た
い
。
ま
ず
西
欧
側
の
起
源
に
お
い
て
文
学
を
規
定
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
言
説
を
検
証
し

て
い
く
。

二
、
詩
人
「
神
感
説
」

プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
時
間
的
序
列
に
従
え
ば
、
文
学
に
つ
い
て
言
及
し
た
初
期
の
著
作
に
は
、「
イ
オ
ン
」
と
い
う
作

品
が
あ
る
。「
イ
オ
ン
」
は
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
の
一
つ
で
、
記
述
さ
れ
た
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
吟
遊
詩
人
（
吟

唱
詩
人
と
も
、
吟
誦
詩
人
と
も
、
ラ
プ
ソ
ー
ド
と
も
い
う
）
イ
オ
ン
が
ア
テ
ナ
イ
市
で
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
交
わ
し
た
対

話
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
「
こ
の
対
話
が
恐
ら
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
老
年
期
に
な
さ
れ
た
と
推
量
さ
れ

る
こ
と
、
吟
唱
詩
人
は
現
代
の
役
者
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
か
な
り
年
下
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
」（

13
）

と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
晩
年
と
、
プ
ラ
ト
ン
作
品
創
作
の
時
間
的
な
差
が
認

め
ら
れ
る
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
思
想
の
全
体
的
発
展
の
時
間
的
な
順
序
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
、
プ
ラ
ト
ン
の

初
期
段
階
の
作
品
と
し
て
看
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
対
話
を
概
括
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
あ
る
日
、
詩
の
競
演
に
優
勝
し
て
き
た
若
い
吟

遊
詩
人
イ
オ
ン
と
会
っ
て
、
そ
の
競
演
に
語
っ
た
の
は
ホ
メ
ロ
ス
か
、
そ
れ
と
も
他
の
作
品
か
、
ま
た
熟
練
し
た
技
術
と

知
識
に
よ
っ
て
優
勝
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
霊
的
・
神
的
な
特
別
な
天
才
に
よ
っ
て
優
勝
し
た
の
か
と
質
問
す
る
。
イ
オ
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ン
に
と
っ
て
ホ
メ
ロ
ス
だ
け
が
得
意
で
、
霊
的
・
神
的
な
天
才
に
よ
っ
て
優
勝
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
の
対
話
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
な
ぜ
そ
う
い
っ
た
霊
的
・
神
的
な
力
に
よ
っ
て
優
勝
し
た
の
か
に
つ
い

て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
医
者
、
画
家
、
彫
刻
家
、
楽
器
演
奏
者
な
ど
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
で
、
ホ
メ
ロ
ス
と
イ
オ
ン
は
他
の

詩
と
詩
人
と
は
違
っ
て
、
技
術
・
知
識
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
霊
的
・
神
的
な
力
・
特
殊
な
才
能
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

そ
の
対
話
の
な
か
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
イ
オ
ン
に
対
し
て
、
詩
と
詩
人
に
つ
い
て
定
義
し
た
の
だ
が
、
よ
く
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
の
が
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
上
手
に
語
る
と
い
う
そ
の
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
私
が
言
っ
た
よ
う
に
、
君
の
場
合
は

技
術
で
は
な
く
て
神
的
な
力
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
君
を
動
か
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス

が
マ
グ
ネ
シ
ア
の
石
と
名
付
け
た
が
、
他
の
多
く
の
人
た
ち
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ア
の
石
と
呼
ん
で
い
る
、
あ
の
石
の
場

合
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
石
は
単
に
鉄
製
の
指
環
そ
れ
だ
け
を
引
張
る
の
で
は
な
く
て
、
ま

た
そ
の
指
環
に
力
を
注
ぎ
込
ん
で
、
そ
の
石
が
し
て
い
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
を
、

つ
ま
り
他
の
指
環
を
引
張
る
こ
と
が
で
き
る
力
を
そ
の
指
環
が
も
つ
よ
う
に
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
指
環
を
引

張
る
力
は
あ
の
石
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
も
ま
た
、
人
々
を
自
ら

の
手
で
入
神
状
態
に
し
て
、
こ
の
入
神
状
態
に
な
っ
た
者
た
ち
の
手
を
経
て
霊
感
を
吹
き
込
ま
れ
た
他
の
人
た
ち
の

鎖
が
で
き
あ
が
る
。
と
い
う
の
は
、
叙
事
詩
の
す
ぐ
れ
た
詩
人
た
ち
は
す
べ
て
、
技
術
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
入
神

状
態
に
あ
っ
て
、
神
に
憑
か
れ
て
、
そ
の
す
べ
て
の
美
し
い
詩
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
、
す
ぐ
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れ
た
抒
情
詩
人
た
ち
も
同
様
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
コ
リ
ュ
バ
ス
（
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
祭
司
、
引
用
者
）
の
祭
儀
で
狂

熱
に
と
ら
わ
れ
た
信
者
た
ち
が
正
気
を
失
っ
て
踊
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
抒
情
詩
人
た
ち
も
正
気
を
保
っ
た
ま
ま
で

そ
れ
ら
の
美
し
い
抒
情
詩
を
作
る
の
で
は
な
く
て
、
彼
ら
が
音
階
と
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
歩
み
を
進
め
る
と
き
に
は
、

彼
ら
は
バ
ッ
コ
ス
神（
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
・
酒
神
の
こ
と
、
引
用
者
）
に
魅
入
ら
れ
、
憑
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

ち
ょ
う
ど
バ
ッ
コ
ス
神
の
女
信
者
た
ち
が
神
に
憑
か
れ
た
と
き
に
は
、
河
か
ら
蜜
と
乳
と
を
汲
み
上
げ
る
け
れ
ど

も
、
正
気
の
と
き
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
抒
情
詩
人
た
ち
の
魂
も
ま
た
、
彼
ら
自
身
が
語
っ
て
い
る
ち

ょ
う
ど
そ
の
こ
と
を
現
に
行
な
っ
て
い
る
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
詩
人
た
ち
は
私
た
ち
に
向
か
っ
て
た
し
か
次
の
よ

う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
つ
ま
り
自
分
た
ち
は
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
た
ち
の
い
く
つ
か
の
庭
園
や
峡
谷

に
あ
る
蜜
の
流
れ
る
泉
か
ら
詩
歌
を
汲
み
あ
げ
て
、
ち
ょ
う
ど
蜜
蜂
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
空
を
飛

び
な
が
ら
、
そ
れ
を
私
た
ち
の
と
こ
ろ
に
も
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
。
そ
し
て
彼
ら
の
言
っ
て
い
る
の
は
本
当
の

こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
詩
人
と
い
う
の
は
軽
い
、
羽
の
生
え
て
い
る
、
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
入
神
状

態
に
な
っ
て
正
気
を
失
い
、
も
は
や
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
理
性
を
と
ど
め
て
い
な
い
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
詩
を
作

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
ど
ん
な
人
間
も
、
こ
の
理
性
と
い
う
所
有
物
を
保
持
し
て
い
る
か
ぎ
り
、

詩
を
作
る
こ
と
も
占
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
彼
ら
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
つ
い
て
数
多
く
の
美
し
い
こ

と
を
詩
に
作
っ
た
り
語
っ
た
り
す
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
君
が
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
語
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
技
術
に

よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
神
的
な
特
権
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
は
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
に

よ
っ
て
彼
が
動
か
さ
れ
て
行
っ
た
方
の
も
の
し
か
、
美
し
く
詩
作
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。［533d

〜534c

］（
14
）
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ホ
メ
ロ
ス
と
詩
人
に
つ
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
以
上
の
よ
う
に
語
っ
て
か
ら
、
さ
ら
に
、
詩
そ
の
も
の
の
内
容
に
ま
つ

わ
る
専
門
の
知
識
や
そ
れ
に
か
か
わ
る
技
術
に
つ
い
て
、
例
え
ば
詩
人
は
、
作
品
に
登
場
す
る
様
々
な
業
種
の
人
間
の
専

門
知
識
・
技
術
に
つ
い
て
ど
れ
ぐ
ら
い
知
っ
て
い
る
か
を
問
い
か
け
る
。
つ
ま
り
、
詩
人
が
具
体
的
に
語
ら
れ
た
専
門
業

種
の
登
場
人
物
よ
り
、
よ
り
多
く
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
い
か
け
、
そ
こ
で
、
例
と
し
て
御
者
の
技
術
、
舵
手
の
技

術
、
医
者
の
知
識
、
牛
飼
い
の
技
術
、
羊
毛
紡
ぎ
の
技
術
、
馬
術
、
魚
つ
り
の
技
術
、
笛
の
演
奏
者
の
技
術
な
ど
を
取
り

上
げ
て
問
い
か
け
る
。
イ
オ
ン
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
詩
人
（
吟
遊
詩
人
を
含
む
）
は
そ
の
専
門
の
人
々
よ
り
は
知
ら

な
い
と
素
直
に
答
え
る
。
し
か
し
、
作
品
に
出
て
く
る
将
軍
に
つ
い
て
は
、
詩
人
が
よ
り
多
く
知
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

今
度
イ
オ
ン
は
強
引
に
も
詩
人
は
将
軍
と
同
じ
よ
う
に
、
全
知
的
で
全
体
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
。
最
後
に
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
、
イ
オ
ン
（
ホ
メ
ロ
ス
を
含
む
）
が
知
識
・
技
術
に
よ
っ
て
詩
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
霊
的
・
神
的
・
入
神

状
態
に
よ
っ
て
語
っ
て
お
り
、
神
々
の
霊
感
に
よ
っ
て
視
聴
者
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
イ
オ
ン
も
そ

っ
ち
の
方
を
喜
ん
で
選
択
し
て
受
け
入
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

事
実
、
か
つ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
何
千
人
、
い
や
何
万
人
と
も
言
わ
れ
る
聴
衆
が
正
面
の
幕
の
な
い
半
円
形
劇
場

で
詩
人
を
囲
み
、
そ
し
て
海
や
山
や
空
に
面
し
て
、
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
や
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
を
、
イ
オ
ン
の

よ
う
な
吟
遊
詩
人
ら
に
よ
る
吟
唱
を
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
の
情
景
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
に
語
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の
地

中
海
周
辺
の
半
円
形
劇
場
の
遺
跡
か
ら
も
あ
る
程
度
想
像
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
詩
人
と
聴
衆
は
、
あ
た
か
も
今
や
霊
感

の
鎖
に
よ
っ
て
繫
が
り
合
い
、
一
体
と
な
っ
て
、
遥
か
地
平
・
海
・
空
の
か
な
た
を
眺
め
な
が
ら
、
忘
我
状
態
で
夢
見
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
境
地
に
陶
酔
し
て
い
た
人
々
を
、
現
代
人
な
ら
、
お
そ
ら
く
せ
い

ぜ
い
ス
タ
ジ
ア
ム
で
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
の
観
戦
時
、
ゲ
ー
ム
終
了
間
際
、
一
球
の
差
で
勝
っ
た
瞬
間
の
感
動
を
思
い
起
こ
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し
て
、
辛
う
じ
て
ギ
リ
シ
ア
人
の
感
動
を
微
か
に
想
像
で
き
よ
う
か（
実
際
、
モ
ン
ゴ
ル
の
英
雄
叙
事
詩『
ジ
ャ
ン
ガ
ル
』、

『
ゲ
セ
ル
・
ハ
ー
ン
物
語
』
の
場
合
、
劇
場
は
な
か
っ
た
が
、
吟
遊
詩
人
と
聴
衆
と
は
、
同
じ
入
神
状
態
に
お
い
て
物
語

を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
）。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
こ
で
ホ
メ
ロ
ス
、
あ
る
い
は
真
の
詩
人
は
、
知
識
・
技
術
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
は
聖
な
る

も
の
で
、
霊
的
・
神
的
・
入
神
状
態
に
な
っ
て
、
理
性
を
喪
失
し
て
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
た
ち
に
動
か
さ
れ
て
、
神
々
に

憑
か
れ
て
、
は
じ
め
て
美
し
い
詩
を
歌
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学

の
最
初
の
定
義
で
、
文
学
・
詩
に
つ
い
て
最
初
に
呈
示
さ
れ
た
命
題
で
も
あ
る
。
実
際
、
ホ
メ
ロ
ス
も
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
々

に
吹
き
込
ま
れ
た
霊
的
な
力
が
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
叙
事
詩
の
誕
生
か
ら
現
在
ま
で
聖
な
る
精
神
的
な
磁
場
と
し
て

崇
め
ら
れ
、
詩
人
、
芸
術
家
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
霊
感
の
源
泉
と
し
て
拝
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
事
実
と

し
て
、『
イ
リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
「
怒
り
を
歌
え
、
女
神
よ
、
ペ
レ
ウ
ス

の
子
ア
キ
レ
ウ
ス
の
・
・
・
呪
う
べ
き
怒
り
を
。
・
・
・
民
を
統
べ
る
王
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
と
勇
将
ア
キ
レ
ウ
ス
と
が
、
仲

違
い
し
て
袂
を
分
つ
時
よ
り
語
り
起
こ
し
て
、
歌
い
た
ま
え
よ
」（

15
）（

イ
リ
ア
ス
）
と
、「
ム
ー
サ
よ
、
わ
た
く
し
に
か

の
男
の
物
語
を
し
て
下
さ
れ
、
ト
ロ
イ
エ
（
ト
ロ
イ
ア
）
の
聖
な
る
城
を
屠
っ
た
後
、
こ
こ
か
し
こ
と
流
浪
の
旅
に
明
け

暮
れ
た
、
か
の
機
略
縦
横
な
る
男
の
物
語
を
。
・
・
・
女
神
よ
、
ゼ
ウ
ス
が
御
息
女
よ
、
な
に
と
ぞ
こ
れ
ら
の
こ
と
ご
と

を
ど
こ
か
ら
な
り
と
お
気
の
向
く
ま
ま
、
わ
れ
ら
に
も
語
っ
て
く
だ
さ
れ
」（

16
）（

オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
）
と
い
う
よ
う
に
、

ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
た
ち
に
入
神
を
祈
り
、
霊
感
を
吹
き
込
ま
れ
た
物
語
を
語
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
ヘ
シ
オ

ド
ス
の
『
神
統
記
』、『
仕
事
と
日
』
も
同
じ
く
ム
ー
サ
に
賛
美
と
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
）。

詩
・
詩
人
に
つ
い
て
の
こ
の
命
題
は
、
後
世
の
詩
・
作
品
の
生
み
出
す
源
泉
を
規
定
し
て
方
向
づ
け
、
ま
た
著
作
家
、
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批
評
家
た
ち
の
間
に
議
論
の
種
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
文
学
・
詩
と
哲
学
と
の
折
り
合
い
が
悪
く
か
っ
た
こ
と
の
発
端

に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
詩
人
「
追
放
説
」

一
方
、
プ
ラ
ト
ン
は
中
期
対
話
篇
『
国
家
』
に
お
い
て
、
詩
・
芸
術
に
つ
い
て
も
う
一
度
言
及
す
る
。
今
度
は
、
初
期

と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
、
彼
の
理
想
的
な
国
家
の
た
め
に
、
反
対
の
こ
と
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
、
詩
・
詩

人
と
芸
術
に
つ
い
て
『
国
家
』
の
第
二
巻
、
第
三
巻
と
第
一
〇
巻
に
わ
た
っ
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
概
括
し
て
み

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
第
二
巻
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
と
の
対
話
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
が
、
第
一
七
節
に
お
い

て
教
育
に
つ
い
て
言
及
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は「
で
は
、
そ
の
教
育
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
？　

そ
れ
と
も
、

長
い
年
月
に
よ
っ
て
す
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
教
育
の
あ
り
方
よ
り
も
、
さ
ら
に
す
ぐ
れ
た
も
の
を
発
見
す
る
の
は
、
む

ず
か
し
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
？　

そ
う
い
う
教
育
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
身
体
の
た
め
に
は
体
育
が
、
魂
の
た
め
に

は
音
楽
・
文
芸
が
あ
る
は
ず
だ
が
」［376e

］と
文
学
の
教
育
に
つ
い
て
触
れ
、
さ
ら
に
「
わ
れ
わ
れ
は
子
供
た
ち
に
、

最
初
に
物
語
を
話
し
て
聞
か
せ
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
全
体
と
し
て
い
え
ば
、
作
り
ご
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
真
実

も
た
し
か
に
含
ま
れ
て
い
る
が
ね
」［377a

］と
文
学
教
育
の
内
容
は
作
り
事
だ
と
い
っ
て
、
そ
の
子
供
の
文
学
教
育
に
は
、

監
督
・
検
閲
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
詩
・
詩
人
の
「
追
放
説
」、「
非
難
説
」
が
説
か
れ
る
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
「
そ
う
す
る
と
、
ど
う
や
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
物
語
の
作
り
手
た
ち
を
監
督
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
よ
い
物
語
を
作
っ
た
な
ら
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
そ
う
で
な
い
物
語
は
拒
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
け
入
れ
た
物
語
は
、
保
母
や
母
親
た
ち
を
説
得
し
て
、
子
供
た
ち
に
そ
う
い
う
物
語
を
こ

そ
話
し
て
聞
か
せ
る
よ
う
に
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
手
を
使
っ
て
子
供
た
ち
の
身
体
を
丈
夫
に
形
づ

く
る
こ
と
よ
り
も
、
物
語
に
よ
っ
て
彼
ら
の
魂
を
造
型
す
る
こ
と
の
方
を
、
は
る
か
に
多
く
心
が
け
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
語
り
聞
か
せ
て
や
っ
て
い
る
物
語
の
多
く
は
、
こ
れ
を
追
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
」

ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
「
ど
の
よ
う
な
物
語
を
で
す
か
？
」［377c

］

（
中
略
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
「
ヘ
シ
オ
ド
ス
と
ホ
メ
ロ
ス
が
わ
れ
わ
れ
に
語
っ
た
物
語
、
そ
し
て
そ
の
他
の
詩
人
た
ち
が
語
っ
た

物
語
の
こ
と
だ
」（
中
略
）「
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
人
間
た
ち
の
た
め
に
、
作
り
ご
と
の
物
語
を
組
み
立
て
て
は
語

っ
て
い
る
の
だ
し
、
い
ま
も
語
り
続
け
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
ね
」［377d

］

（
中
略
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
「
何
よ
り
も
先
に
、
何
よ
り
も
つ
よ
く
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点―

―

と
く
に
、
よ
か
ら
ぬ
仕

方
で
作
り
ご
と
が
な
さ
れ
る
場
合
に
そ
う
な
の
だ
が―

―
ま
さ
に
そ
の
点
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
よ
」

ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
「
と
お
っ
し
ゃ
る
と
は
？
」

ソ
ク
ラ
テ
ス
「
神
々
や
英
雄
た
ち
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
言
葉
に
よ
っ
て
劣
悪
な
似
す
が
た
を

描
く
場
合
の
こ
と
だ
。
ち
ょ
う
ど
画
家
が
、
似
せ
て
描
こ
う
と
望
ん
で
い
る
対
象
と
少
し
も
似
て
い
な
い
も
の
を
描
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く
よ
う
に
し
て
ね
」［377d

〜377e

］

（
中
略
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
「
ま
た
す
べ
て
ホ
メ
ロ
ス
が
創
作
し
た
神
々
ど
う
し
の
戦
い
の
話
な
ど
は
、
た
と
え
そ
こ
に
隠
さ
れ

た
裏
の
意
味
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
け
っ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
国
に
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら

若
い
人
に
は
、
裏
の
意
味
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
区
別
が
で
き
な
い
し
、
む
し
ろ
何
で
あ
れ
、
そ
の
年
頃
に
考
え

の
う
ち
に
取
り
入
れ
た
も
の
は
、
な
か
な
か
消
し
た
り
変
え
た
り
で
き
な
い
も
の
と
な
り
が
ち
だ
か
ら
ね
。
こ
う
し

た
理
由
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
、
彼
ら
が
最
初
に
聞
く
物
語
と
し
て
は
、
徳
を
め
ざ
し
て
で
き
る
だ
け
立
派
に
つ
く

ら
れ
た
物
語
を
聞
か
せ
る
よ
う
に
、
万
全
の
配
慮
を
な
す
べ
き
だ
ろ
う
」［378d

〜378e

］（
17
）

こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
的
な
国
家
の
教
育
の
た
め
に
、
ま
た
国
家
を
担
う
人
材
を
教
育
す
る
た
め
に
、
ホ
メ
ロ
ス
の

よ
う
な
詩
人
と
詩
・
文
学
を
非
難
し
て
、
追
放
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
神
々
ど
う
し
の
戦
い
の
話
が
、

道
徳
・
善
悪
の
分
別
が
な
い
た
め
、
若
い
人
の
教
育
に
は
適
し
て
い
な
い
と
い
う
。
初
期
の
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
オ
ン
」
に

お
け
る
詩
・
詩
人
は
、
神
の
よ
う
な
聖
な
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
ち
ょ
う
ど
反
対
に
、
理
想
国
家
に
お
い
て
は

非
難
し
、
追
放
す
る
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
た
ち
に
、
念
を
押
し
て
、

詩
・
詩
人
を
非
難
し
、
追
放
し
た
の
は
、
普
遍
的
な
詩
・
文
学
の
た
め
で
は
な
く
、
詩
人
の
た
め
で
も
な
い
。
そ
れ
は
何

よ
り
も
理
想
的
国
家
を
つ
く
る
た
め
で
あ
り
、
理
想
国
家
の
人
材
を
作
る
た
め
で
あ
る
と
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
の
政
治
的

国
家
目
標
の
た
め
だ
と
い
う
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
確
認
す
る
。「
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
よ
、
ぼ
く
と
君
と
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、

作
家
（
詩
人
）
で
は
な
く
て
国
家
の
建
設
者
な
の
だ
。
そ
し
て
国
家
の
建
設
者
と
し
て
は
、
作
家
た
ち
が
そ
れ
に
従
っ
て
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物
語
を
つ
く
る
べ
き
、
そ
し
て
そ
れ
に
は
ず
れ
た
創
作
は
許
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
規
範
を
知
る
の
が
役

目
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
っ
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
が
実
際
に
物
語
を
つ
く
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
」［379a

］（
18
）。

た
か
し
か
に
、
現
実
に
お
い
て
「
国
家
の
建
設
者
」
と
な
っ
た
以
上
、
国
家
と
い
う
秩
序
を
守
る
た
め
、
国
家
の
範
囲

内
に
、
そ
う
い
っ
た
詩
・
詩
人
に
対
し
て
の
制
限
す
る
政
策
も
必
要
と
な
ろ
う
（
現
代
に
お
い
て
も
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
さ
れ
て
い
る
国
家
も
、
秩
序
の
た
め
に
文
学
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
）。

以
上
の
と
こ
ろ
、
主
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
詩
・
文
学
の
内
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ま
た
国
家
、
社
会
、
教
育
の
た
め

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
り
、
ま
た
国
家
に
と
っ
て
詩
・
文
学
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
国
家
』第
三
巻
の
第
六
節
に
な
る
と
、
国
家
に
と
っ
て
の
物
語
の
内
容
に
つ
い
て
の
話
を
終
え
て
、
今
度
は
、

物
語
の
「
語
り
方
」、「
作
り
方
」、
物
語
の
「
過
去
・
現
在
・
未
来
の
出
来
事
の
叙
述
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

つ
ま
り
詩
人
や
物
語
作
者
は
「
彼
ら
が
そ
の
叙
述
を
進
め
る
の
は
、
単
純
な
叙
述
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
〈
真
似
〉（
ミ

メ
ー
シ
ス
、
引
用
者
）
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
叙
述
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
を
用
い
た
叙
述
に
よ
る
か
、
こ
の
い

ず
れ
か
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
芸
術
的
模
倣
・
再
現
的
模
倣
」
い
わ
ゆ
る
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」

と
い
う
概
念
が
初
め
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
未
来
の
担
い
手
で
あ
る
青
少
年
た
ち
に
と
っ
て
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と

は
、
教
育
に
よ
っ
て
音
楽
・
文
芸
が
施
さ
れ
る
な
か
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
議
論
を
踏
ま

え
、『
国
家
』
第
一
〇
巻
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
さ
ら
に
ミ
メ
ー
シ
ス
に
つ
い
て
具
体
的
な
定
義
を
行
う
の
で
あ
る
。

『
国
家
』
第
一
〇
巻
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
今
度
は
グ
ラ
ウ
コ
ン
と
ミ
メ
ー
シ
ス
に
つ
い
て
対
話
を
進
め
る
。

そ
の
な
か
、「
・
・
・
手
仕
事
職
人
は
、
す
べ
て
の
家
具
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
大
地
か
ら

生
じ
る
植
物
の
す
べ
て
を
作
り
、
動
物
の
す
べ
て
を―

―

自
分
自
身
も
を―

―
作
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
大
地
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と
、
天
空
と
、
神
々
と
、
す
べ
て
の
天
体
と
、
地
価
の
冥
界
に
あ
る
い
っ
さ
い
の
も
の
を
作
る
の
だ
よ
」［596c

］（
19
）

と
、

詩
・
詩
人
・
芸
術
家
の
機
能
と
能
力
に
つ
い
て
言
及
し
て
、
そ
の
作
品
の
作
り
方
を
以
下
の
よ
う
な
有
名
な
比
喩
を
も
っ

て
そ
の
定
義
を
す
る
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
「
む
ず
か
し
い
仕
方
で
は
な
い
よ
」（
中
略
）「
い
ろ
ん
な
や
り
方
で
、
す
ぐ
に
で
も
で
き
る
こ
と
な
の

だ
が
、
ま
あ
い
ち
ば
ん
手
っ
と
り
ば
や
く
や
る
に
は
、
鏡
を
手
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
、
ぐ
る
り
と
ま
わ
し
て

み
る
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、君
は
た
ち
ま
ち
太
陽
を
は
じ
め
諸
天
体
を
作
り
出
す
だ
ろ
う
し
、

た
ち
ま
ち
大
地
を
、
ま
た
た
ち
ま
ち
君
自
身
お
よ
び
そ
の
他
の
動
物
を
、
家
具
を
、
植
物
を
、
そ
し
て
い
ま
し
が
た

挙
げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
を
、
作
り
出
す
だ
ろ
う
」

グ
ラ
ウ
コ
ン
「
え
え
」（
中
略
）「
そ
う
見
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
写
像
）
を
、
し
か
し
け
っ
し
て
ほ
ん
と
う
に
あ
る

の
で
は
な
い
も
の
を
、
で
す
ね
」［596e
］（

20
）

詩
・
文
学
・
芸
術
の
創
作
と
は
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」・
模
倣
・
再
現
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
所
詮
「
鏡
」
と
同
じ
よ
う

な
役
割
と
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
さ
ら
に
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
を
三
つ
の

レ
ベ
ル
に
分
け
て
定
義
す
る
。
つ
ま
り
、
真
の〈
あ
る
も
の
〉（
例
え
ば
普
遍
的
な
寝
椅
子
）と
、
職
人
が
作
っ
た
も
の（
作

ら
れ
た
特
定
の
寝
椅
子
）
と
、
鏡
・
画
家
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
た
作
品
（
描
か
れ
た
寝
椅
子
）
と
い
う
三
つ
の
映
像
が
あ

る
が
、
最
後
の
鏡
・
画
家
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
た
寝
椅
子
は
、
真
の
寝
椅
子
で
は
な
く
、
職
人
の
作
っ
た
寝
椅
子
を
模
倣

し
た
も
の
な
の
で
、
鏡
・
画
家
の
寝
椅
子
は
、
模
倣
の
模
倣
で
あ
り
、「
第
三
番
目
」
の
職
人
だ
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
鏡
・
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芸
術
家
・
詩
人
は
、
み
ん
な
ミ
メ
ー
シ
ス
・
模
倣
す
る
役
割
・
機
能
を
果
た
し
、
そ
れ
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
具
体
的
に
詩
・
詩
人
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
も
い
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
「
そ
れ
で
は
、
ホ
メ
ロ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
す
べ
て
の
作
家
（
詩
人
）
た
ち
は
、
人
間
の
徳―

―

ま
た

そ
の
他
、
彼
ら
の
作
品
の
主
題
と
な
る
様
々
の
事
柄―
―

に
似
せ
た
影
像

4

4

を
描
写
す
る
だ
け
の
人
々
で
あ
っ
て
、
真4

実4

そ
の
も
の
に
は
け
っ
し
て
触
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う

か
？　

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
画
家
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
画
家
は
実

際
の
靴
作
り
と
思
え
る
も
の
を
創
作
す
る
け
れ
ど
も
、
自
分
が
靴
を
作
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、

ま
た
描
い
て
見
せ
る
相
手
の
ほ
う
も
、
同
様
に
何
も
知
ら
ず
に
、
た
だ
う
わ
べ
の
色
と
形
か
ら
見
て
判
断
す
る
だ
け

の
人
た
ち
な
の
だ
」

グ
ラ
ウ
コ
ン
「
た
し
か
に
そ
う
の
と
お
り
で
す
」

ソ
ク
ラ
テ
ス
「
同
じ
よ
う
に
、
ぼ
く
の
思
う
に
は
、
作
家
（
詩
人
）
も
ま
た
、
真
似
て
描
写
す
る
以
外
の
こ
と
は
知

ら
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
が
も
っ
て
い
る
う
わ
べ
の
色
彩
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
語
句
を
使
っ
て
塗
り
描
く

の
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
彼
自
身
と
お
な
じ
く
何
も
知
ら
ず
に
、
う
わ
べ
の
言
葉
だ
け
か
ら

見
て
判
断
す
る
人
た
ち
に
は
、
靴
作
り
の
技
術
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
軍
の
統
帥
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
さ
ら
に
他
の
何

に
つ
い
て
で
あ
れ
、
韻
律
と
リ
ズ
ム
と
調
べ
を
つ
け
て
語
る
な
ら
ば
、
大
へ
ん
立
派
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
の
だ
と
ね
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
な
魅
惑
力
を
、
そ
う
し
た
韻
律
そ
の
他
の
音
楽
的
要
素
と
い
う
も
の
は
、
そ

れ
自
体
だ
け
で
本
来
的
に
も
っ
て
い
る
の
だ
。
げ
ん
に
、
詩
人
が
語
る
と
こ
ろ
の
事
柄
か
ら
音
楽
と
い
う
色
彩
が
は
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ぎ
と
ら
れ
て
、
内
容
そ
れ
自
体
と
し
て
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
か
、
君
は
知

っ
て
い
る
と
思
う
。
き
っ
と
見
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
ね
」

（
中
略
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
「
さ
あ
そ
れ
で
は
、
次
の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
た
ま
え
。
影
像
を
作
る
人
、
す
な
わ
ち
、
物
を
真
似
る

人
は
わ
れ
わ
れ
の
主
張
で
は
、
あ
る

4

4

も
の
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
ず
、
見
え
る

4

4

4

も
の
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
か
ね
？
」［600e

〜601a

〜601c

］（
21
）

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
職
人
の
技
術
を
分
類
し
て
、「
使
う

4

4

た
め
の
技
術
、
作
る

4

4

た
め
の
技
術
、
真
似
る

4

4

4

た
め
の
技
術
」

［601d

］（
22
）

と
い
う
よ
う
に
、
詩
人
・
芸
術
家
は
真
似
る
た
め
の
技
術
を
も
っ
て
い
る
職
人
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
最
後
に
、
国
家
に
と
っ
て
、
詩
・
文
学
・
芸
術
を
ど
う
位
置
づ
け
て
処
置
す
れ
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
い
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
「
・
・
・
哲
学
と
詩
（
創
作
）
と
の
間
に
は
昔
か
ら
仲
違
い
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
詩
（
創
作
）
に

向
か
っ
て
言
い
添
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。（
中
略
）
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
次
の
こ
と
を
言
明
し
て
お
こ
う―

―

も
し
快
楽
を
目
標
と
す
る
詩
（
創
作
）、
す
な
わ
ち
、
真
似
の
仕
事
が
、
よ
く
治
め
ら
れ
た
国
家
の
な
か
に
そ
れ
が

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
何
ら
か
の
論
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、

よ
ろ
こ
ん
で
そ
れ
の
帰
国
を
迎
え
入
れ
る
で
あ
ろ
う
」［607c

］（
23
）
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か
く
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
を
通
じ
て
プ
ラ
ト
ン
の
詩
・
文
学
・
詩
人
一
般
に
対
し
て
の
定
義
が
下
さ
れ
、
そ
れ

が
そ
の
後
の
西
欧
文
学
・
芸
術
一
般
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
は
今
日
ま
で
の
文
学
・
芸
術
観
に
と
っ
て
決
定
的
な
方
向
づ
け

を
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
簡
潔
に
も
う
一
度
概
括
し
て
み
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
イ
オ
ン
」
に
お
い
て
、
文
学
・
詩
に
つ
い
て
定
義
し

た
の
は
、
つ
ま
り
、
詩
と
は
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
と
い
う
文
学
・
芸
術
の
神
々
に
よ
る
入
神
・
入
魂
状
態
の
、
い
わ
ば
霊

感
を
吹
き
込
ま
れ
た
真
の
詩
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
、
聴
衆
は
、
そ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
鎖
に
つ
な
が
り
、

神
々
に
憑
か
れ
て
、
美
し
い
詩
の
虜
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
人
は
軽
い
、
羽
の
生
え
て
い
る
、
聖
な
る
も
の
で
あ

り
、
正
気
を
失
い
、
も
は
や
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
理
性
を
と
ど
め
て
い
な
い
と
き
こ
そ
、
真
の
詩
作
が
で
き
、
そ
れ
は
技

術
・
知
識
に
よ
っ
て
作
詩
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
々
の
特
権
に
よ
る
も
の
で
、
狂
気
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
般
的
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
・
狂
気
の
文
学
と
い
い
、
詩
人
・
芸
術
家
に
よ
っ
て
拝
ま
れ
て
求
め
ら
れ
、

尊
ば
れ
て
、
一
種
の
神
聖
な
る
詩
・
文
学
の
境
地
で
あ
る
（
こ
の
詩
・
詩
人
に
対
す
る
こ
う
い
っ
た
考
え
は
、『
メ
ノ
ン
』、

『
パ
イ
ド
ロ
ス
』、『
弁
明
』
を
通
じ
て
初
期
か
ら
晩
期
ま
で
一
貫
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
）。

一
方
、
詩
・
詩
人
は
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
国
家
の
教
育
に
と
っ
て
有
害
な
存
在
で
、
国
家
の
道
徳
に
適
さ
な
い
面
が
多
く
、

追
放
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
詩
の
機
能
か
ら
み
て
も
、
影
像
を
映
し
出
す
鏡
と
同
じ
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
、
そ
れ
は
単
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
（
模
倣
・
再
現
）
で
あ
り
、
し
か
も
真
実
の
模
倣
で
は
な
く
、
そ
れ
は
模
倣
の
模
倣
と

い
う
、
真
の
も
の
・
存
在
に
と
っ
て
、
第
三
番
目
の
模
倣
者
だ
と
い
う
。
そ
う
い
う
詩
・
詩
人
が
、
快
楽
・
娯
楽
を
目
的

に
し
て
い
れ
ば
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
、
理
想
国
家
に
迎
え
入
れ
て
も
よ
か
ろ
う
と
い
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
理
想
国

家
か
ら
詩
人
を
追
放
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



061 概念としての文学

四
、
文
学
「
模
倣
説
」

こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
詩
と
詩
人
が
ま
っ
た
く
対
立
し
、
相
反
す
る
二
つ
の
詩
論
に
よ
っ
て
展
開
さ

れ
、
定
義
さ
れ
た
が
、
前
者
を
霊
感
説
、
神
感
説
、
狂
気
説
な
ど
と
言
い
、
後
者
が
模
倣
説
、
あ
る
い
は
ミ
メ
ー
シ
ス
説

な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
前
者
に
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
も
は
や
後
者
に
注
目

し
、『
イ
リ
ア
ス
』、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
や
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス（B

.C
. 525-456

）、
ソ
ポ
ク
レ
ス（B

.C
. 496?-406

）、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
（B

.C
. 480?-406

）
ら
の
悲
劇
を
分
析
し
て
、
詩
・
文
学
の
創
作
と
分
析
・
研
究
の
規
範
・
モ
デ
ル
を

作
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
『
詩
学
』
に
お
い
て
、
ミ
メ
ー
シ
ス
を
中
心
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
（
再
現
）

の
対
象
で
あ
り
う
る
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
解
析
し
て
、
再
現
の
方
法
・
対
象
と
効
果
、
さ
ら
に
再
現
対
象
の
構
成
・
プ
ロ
ッ
ト
、

文
法
・
思
想
な
ど
を
分
析
し
て
、
作
品
の
構
成
の
法
則
を
示
し
て
く
れ
た
。
そ
の
分
析
の
原
理
・
原
則
は
、
現
代
文
学
理

論
の
基
礎
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、「
詩
・
文
学
と
は
何
か
」と
い
う
問
い
か
け
に
は
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、「
詩

作
の
起
源
と
そ
の
発
展
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
イ
オ
ン
」
と
の
対
話
に
お
け
る
定
義
と
は

違
う
立
場
か
ら
、
初
め
て
詩
・
文
学
の
根
本
概
念
と
し
て
明
確
に
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
を
も
っ
て
定
義
し
た
の
で
あ
る
。
以

来
、
ミ
メ
ー
シ
ス
（
模
倣
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
お
け
る
共
通
の
理
論
的
な
一
つ
の
重
要
な
メ
ジ
ャ
ー
と
な
り
、
西
欧

伝
統
文
学
・
芸
術
な
い
し
美
的
感
受
性
の
基
本
的
な
一
つ
の
規
範
の
よ
う
な
も
の
さ
し
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
。
具
体

的
に
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
差
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
も
っ
と
精
密
化
し
、
定

義
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
最
も
本
質
た
る
も
の
は
何
か
に
つ
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
二
つ
の
起
因
に
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よ
っ
て
人
間
の
自
然
的
、
必
然
的
、
自
明
な
行
為
と
結
果
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

さ
て
、
一
般
に
詩
の
技
法
が
生
ま
れ
る
に
至
っ
た
原
因
と
し
て
二
つ
程
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
二
つ
と
も
自
然
的
本
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
ず
模ミ
倣
しメ
て
再イ
現
すス
る
こタ

イと
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

人
間
に
は
子
供
の
頃
か
ら
自
然
に
備
わ
っ
た
本
能
で
あ
っ
て
、
人
間
が
他
の
動
物
と
異
な
る
所
以
も
、
模ミ

メ
ー
シ
ス

倣
再
現
に

最
も
長
じ
て
い
て
、
最
初
に
も
の
を
学
ぶ
の
も
ま
ね
び
と
し
て
の
模
倣
再
現
に
よ
っ
て
行
な
う
と
い
う
点
に
あ
る
。

次
に
ま
た
、
模
倣
し
て
再
現
し
た
成
果
を
す
べ
て
の
人
が
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
第
二
の
原
因
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
自
然
に
備
わ
っ
た
本
能
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
証
拠
に
な
る
の
は
、
色
々
の
再
現
の
仕
事
に
伴
っ
て
生
ず
る
事

柄
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
実
物
を
見
れ
ば
苦
痛
を
覚
え
る
よ
う
な
も
の
で
も
、
例
え
ば
、
甚
だ
忌
ま
わ

し
い
動
物
で
あ
る
と
か
屍
体
で
あ
る
と
か
の
形
態
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
そ
れ
を
こ
の
上
な
く
精
確
に
模
写
し
た
絵

な
ど
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
み
な
喜
ん
で
眺
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
が
生
ず
る
の
か
、
そ
の

原
因
を
更
に
求
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
ほ
か
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
も
の
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
り
知
を

愛
し
求
め
る
哲
学
者
に
と
っ
て
最
大
の
楽
し
み
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に
あ
ず
か
る
程
度
が
限
ら
れ
て
い
る

に
し
て
も
、
他
の
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
同
様
に
楽
し
み
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
、
と
。［1448b

］（
24
）

（
中
略
）

と
こ
ろ
で
、
自
然
的
本
能
に
よ
っ
て
我
々
に
備
わ
っ
て
い
る
模
倣
的
再
現
に
は
、
色
彩
や
形
状
に
よ
る
も
の
の
ほ

か
に
、
音
階
と
リ
ズ
ム―

―

韻
律
が
リ
ズ
ム
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る―

―

に
よ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
昔

は
、
生
ま
れ
つ
き
こ
れ
ら
の
業
に
最
も
適
し
た
人
々
が
、
先
ず
即
興
的
作
品
か
ら
始
め
て
、
漸
進
的
に
度
を
高
め
、
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詩
作
と
い
う
も
の
を
生
む
に
至
っ
た
。[1448b]

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
を
受
け
継
ぐ
史
上
最
初
、
詩
・
文
学
と
は
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」・
模
倣
・
再

現
的
行
為
だ
と
い
う
精
密
な
定
義
の
く
だ
り
の
一
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
ミ
メ
ー
シ
ス
は
人
間
の
自
然
の
、
本
能
的
な
行

為
と
し
て
捉
え
ら
れ
、「
精
確
に
模
写
」
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
模
写
の
結
果
に
対
し
て
人
間
が
ま
た
自
然
に
、
本
能
的
に
楽

し
ん
で
喜
ぶ
の
だ
と
い
う
。
芸
術
、
文
学
作
品
と
は
、
現
実
の
、
実
際
に
あ
る
も
の
を
模
倣
・
再
現
し
た
結
果
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
結
果
を
人
間
は
ま
た
楽
し
み
、
絶
え
間
な
く
求
め
、
享
受
し
て
、
そ
の
た
め
に
ま
た
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
概
念
を
も
っ
て
、
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
を
中
心
に
分
析
し
て
、
西
欧
史
上
、
不
動

の
概
念
を
作
っ
た
が
、
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
も
ま
た
そ
の
模
倣
・
再
現
の
描
写
に
お
い
て
、
そ
の
概
念
に
応
答
す
る
優
れ
た

作
品
で
も
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
伝
統
の
起
源
と
し
て
、
模
倣
と
写
実
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
美
的
様
式
、
感
受
性
の

形
成
に
お
い
て
、
ホ
メ
ロ
ス
が
そ
の
決
定
的
な
濫
觴
・
源
流
の
一
つ
と
な
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
そ
の
伝
統
を
見
事
に

定
義
し
、
方
向
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
西
欧
文
学
は
、
こ
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
い
う
美
学
的
な
枠
組
み
と
の
相
互

作
用
の
な
か
、
そ
の
美
的
様
式
・
感
受
性
の
伝
統
を
ほ
ぼ
近
代
ま
で
遵
守
し
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
例
証
と

し
て
例
え
ば
、
エ
ー
リ
ヒ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
一
八
九
二
︱
一
九
五
七
）
は
、
そ
の
大
著
『
ミ
メ
ー
シ
ス―

―

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
学
に
お
け
る
現
実
描
写―

―

』（
一
九
四
六
）
に
お
い
て
、
三
千
年
の
西
欧
文
学
史
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ッ
ク
な
さ

ま
ざ
ま
の
対
象
」（

25
）

を
検
証
し
出
し
た
が
、
そ
れ
も
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
か
ら
始
ま
り
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
い
う
伝
統
が
、

西
欧
文
学
史
に
お
い
て
延
々
と
継
承
さ
れ
て
き
た
の
が
み
ご
と
に
例
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
欧
の
詩
・
文
学
に
は
、
霊
魂
説
・
神
感
説
・
狂
気
説
と
い
う
大
き
な
伝
統
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
対
立
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し
て
、
ミ
メ
ー
シ
ス
・
再
現
模
倣
説
と
い
う
現
代
ま
で
も
受
け
継
が
れ
た
も
う
一
つ
大
き
な
伝
統
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
伝
統
が
根
強
く
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
の
も
決
し
て
偶

然
な
こ
と
で
は
な
い
。

五
、
『
詩
経
』
と
孔
子

東
方
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
詩
・
文
学
の
起
源
に
な
る
『
詩
経
』
は
紀
元
前
一
一
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
紀
元
前
六
〇
〇
年

ご
ろ
ま
で
の
詩
を
収
め
た
も
の
と
さ
れ
、
三
千
篇
も
あ
っ
た
も
の
か
ら
孔
子
が
三
一
一
篇
（
な
か
六
篇
は
題
名
の
み
、
実

際
三
〇
五
篇
）
を
選
ん
で
、
そ
れ
を
弟
子
の
た
め
に
編
纂
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
疑
問
を
呈
す
る
説
も

あ
る
が
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
を
は
じ
め
、
孔
子
編
纂
説
は
漢
以
降
、
代
々
に
渡
っ
て
相
似
的
な
解
釈
が
繰
り
返
さ
れ
た

結
果
、
そ
れ
は
一
種
の
公
約
の
言
説
と
し
て
定
着
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
詩
、
あ
る
い
は
歌
詞
が
音
楽
と
舞
踊
と
密
接

な
関
係
が
あ
り
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
と
比
べ
る
と
、『
詩
経
』
の
三
〇
五
篇
の
詩
に
は
「
抒
情
詩
」（

26
）

が
圧
倒
的
に
多

い
。
し
か
し
、
実
際
、
そ
の
抒
情
詩
と
は
い
っ
て
も
、
凡
そ
儀
礼
儀
式
の
詩
と
、
娯
楽
の
詩
と
、
社
会
・
政
治
を
問
題
に

す
る
詩
と
い
う
よ
う
に
、
大
き
く
三
つ
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
効
用
が
あ
る（

27
）

と
説
か
れ
、
そ
の
抒
情
性

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
社
会
・
政
治
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
『
詩
経
』
に
対

す
る
鑑
賞
と
理
解
と
解
釈
に
は
、
上
層
階
級
の
人
た
ち
に
よ
る
も
の
と
、
一
般
民
衆
に
も
楽
し
ま
れ
る
も
の
と
い
う
よ
う

に
、
さ
ら
に
ま
た
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る（

28
）

が
、
約
二
千
年
の
間
、『
詩
経
』
が
漢
字
文
化
圏
に
と
っ
て
絶
大
な
影

響
を
与
え
て
お
り
（
文
学
・
詩
に
お
け
る
感
情
・
情
緒
・
認
知
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
影
響
力
に
は
起
伏
・
強
弱
は
あ
っ
た
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も
の
の
）、
そ
の
間
、
儒
教
の
正
統
か
つ
系
統
的
に
解
釈
さ
れ
た
伝
統
が
中
心
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
と
、

そ
し
て
そ
の
儒
教
の
中
心
的
な
人
物
で
あ
る
孔
子
の
解
釈
と
定
義
が
基
本
原
理
と
し
て
働
い
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
孔
子
の
『
詩
経
』
に
対
す
る
見
解
と
解
釈
に
も
、
近
年
の
「
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
『
孔
子
詩
論
』」

の
出
土
と
発
見
と
と
に
、
従
来
と
は
違
う
見
解
が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
孔
子
以
前
と
孔
子
の
同
時
代
と
、
漢

以
降
の
『
詩
経
』
解
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
た
と
い
う
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、『
詩
経
』
そ
れ
自
体
の
多
様
的
、
多

面
的
か
つ
豊
か
な
諸
要
素
が
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
、
時
代
と
政
権
と
階
層
に
よ
っ
て
解
釈
と
理
解
が
違
っ
て
い
る
の
も
事

実
で
あ
る（

29
）。

し
か
し
、
実
際
、
孔
子
が
自
分
の
弟
子
の
教
育
に
お
い
て『
詩
経
』を
推
奨
し
、
定
義
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
結
果
、
た
と
え
後
世
に
お
い
て
『
尚
書
』
に
お
け
る
「
詩
言
志
」
に
対
す
る
「
言
志
説
」
と
「
縁
情
説
」
と
の
対
立
的

な
解
釈
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歴
史
的
に
は
、
儒
教
思
想
が
中
国
の
中
心
的
な
存
在
と
し
て
、
思
想
な
い
し
人
々
の
感
情
・

情
緒
世
界
を
規
制
し
、
そ
う
い
っ
た
規
制
が
ま
た
制
度
化
さ
れ
、
伝
統
と
な
っ
た
以
上
、
そ
の
既
成
の
事
実
を
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
例
え
ば
『
詩
経
』
の
孔
子
の
教
え
と
定
義
に
つ
い
て
、
後
の
「
詩
大
序
」
の
解
釈
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
補
強
さ
れ
、
そ
れ
が
上
層
階
級
の
正
統
的
な
価
値
シ
ス
テ
ム
の
指
針
と
な
り
、
そ
れ
も
既
成
事
実
と
な

っ
た
以
上
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
『
詩
経
』
が
『
論
語
』
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
定
義
さ
れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
た
こ

と
を
、
決
定
的
な
こ
と
と
し
て
看
做
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
始
ま
り
の
現
象
か
ら
歴
史
上
す

で
に
既
成
事
実
と
し
て
成
就
さ
れ
た
以
上
、
後
世
が
そ
の
起
源
を
如
何
様
に
再
解
釈
し
よ
う
と
も
、
そ
の
後
の
歴
史
の
既

成
事
実
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
孔
子
の
教
え
そ
れ
自
体
に
対
し
て
、
現
代
の
視
点
か
ら

も
多
様
的
か
つ
多
面
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る（
例
え
ば
、「
賦
詩
言
志
」に
つ
い
て
、「
詩

が
社
会
的
効
用
を
も
つ
こ
と
は
、
孔
子
を
は
じ
め
春
秋
戦
国
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
既
に
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
る
。
し
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か
し
、
孔
子
は
公
・
私
の
場
で
、
作
詩
者
の
『
志
』
を
考
慮
せ
ず
、『
賦
詩
』、『
引
詩
』
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
教

養
を
示
し
な
が
ら
『
志
』
を
述
べ
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。『
賦
詩
』、『
引
詩
』
は
あ
く
ま
で
詩
の
活
用
の
た
め
で
あ
っ
て
、

自
分
の
『
志
』
を
述
べ
る
た
め
に
新
た
に
詩
を
作
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
も
理
解
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
）（

30
）。

し
か
し
『
論
語
』
に
お
け
る
『
詩
経
』
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
や
言
及
が
、
後
世
の
『
詩
経
』
に
対
す

る
意
味
づ
け
と
方
向
づ
け
に
は
、
歴
史
上
、
す
で
に
既
成
の
事
実
と
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
以
上
、
何
ら
の
変
わ
り
が
な

か
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、抒
情
性
の
豊
か
な『
詩
経
』が
豊
か
な
ま
ま
に
後
世
に
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、孔
子
の『
論

語
』
と
そ
の
後
の
「
詩
大
序
」
な
ど
の
解
釈
と
理
解
を
経
由
し
て
、
歴
史
上
、
取
捨
選
択
の
な
か
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、

儒
教
的
な
解
釈
と
見
解
が
中
国
な
い
し
ア
ジ
ア
全
体
の
文
学
・
詩
に
お
け
る
感
情
・
情
緒
・
認
知
シ
ス
テ
ム
を
規
定
し
、

そ
の
解
釈
と
理
解
の
仕
方
が
既
成
の
事
実
と
し
て
定
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
事
実

を
歴
史
的
に
受
け
止
め
、
歴
史
的
に
認
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
改
め
て
『
詩
経
』、『
論
語
』
の
多
様
な
解
釈
を
一
々
触
れ
る
こ
と
を
避
け
、
も
っ
ぱ
ら
『
詩
経
』

に
対
す
る
孔
子
の
『
論
語
』
の
言
表
を
正
統
の
感
情
・
情
緒
シ
ス
テ
ム
の
起
源
に
お
け
る
概
念
定
義
の
核
心
的
な
一
部
分

と
し
て
み
な
し
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
言
表
に
焦
点
を
あ
て
て
検
証
し
、「
詩
・
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い

か
け
を
し
た
い
。

六
、
『
論
語
』
と
孔
子

『
論
語
』
に
お
い
て
は
、
詩
・
文
学
に
つ
い
て
の
言
及
が
、
全
部
で
二
八
箇
所
あ
る
。
し
か
し
「
詩
・
文
学
と
は
何
か
」
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に
つ
い
て
の
問
い
か
け
に
答
え
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
ほ
ぼ
「
為
政
第
二
巻
・
二
」
と
、「
陽
貨
第
一
七
巻
・
九
」

の
二
箇
所
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
者
の
「
為
政
第
二
巻
・
二
」
は
、「
詩
三
百
、一
言
以
蔽
之
、
曰
、『
思
無
邪
』」
と
い
う
短
い
定
義
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
、
木
村
英
一
の
訳
と
注
釈
を
参
照
し
て
み
る
と
、「〈
古
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
〉
詩
は
三
百
篇
、〈
そ
の
内

容
や
形
式
は
種
々
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
共
通
性
を
詩
の
中
の
〉
一
言
で
言
い
あ
て
る
な
ら
ば
、『
思
無
邪
』

と
い
う
と
こ
ろ
だ
」
と
あ
る
が
、
そ
の
「
思
無
邪
」
に
つ
い
て
、
木
村
は
「『
思
無
邪
』
今
の
『
詩
経
』
の
魯
頌
、
駉
の

詩
の
『
思
無
邪　

思
馬
斯
徂
』
に
由
来
す
る
。
原
詩
は
『
ほ
ん
に
素
直
に
走
る
馬
』
と
い
っ
た
意
味
。
孔
子
は
こ
の
思
無

邪
の
三
字
を
取
っ
て
、
心
情
流
露
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
」（

31
）

と
注
釈
し
て
、
主
と
し
て
そ
の「
思
無
邪
」

と
は
、
素
直
に
心
情
を
流
露
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
抒
情
性
が
強
調
さ
れ
た
向
き
が
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
一
方
、
そ
の
素
直
に
心
情
を
流
露
す
る
と
い
う
理
解
と
は
違
っ
た
解
釈
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
社
会
性
・
政
治
性

を
強
調
し
て
、
そ
の
社
会
的
・
政
治
的
・
道
徳
的
な
心
情
を
流
露
す
る
こ
と
も
そ
こ
に
含
意
す
る
の
だ（

32
）

と
い
う
。
い

わ
ば
詩
を
歌
っ
た
人
の
社
会
的
・
政
治
的
・
道
徳
的
な
心
情
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、抒
情
は
常
に
一
定
の
社
会
的
・

政
治
的
背
景
が
伴
わ
れ
、
そ
こ
に
は
純
粋
な
抒
情
詩
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
西
欧
的
な
抒
情
の
基
本
的

な
解
釈
と
は
違
っ
て
、
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
狂
気
・
神
が
か
り
に
よ
る
抒
情
性
は
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、『
詩
経
』
が
も
と
も
と
た
と
え
純
粋
に
男
女
・
人
間
の
心
情
を
流
露
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
に
し
て

も
、
そ
れ
が
社
会
・
政
治
・
道
徳
の
背
景
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
、
抒
情
性
・
抒
情
詩
は
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
神
感

に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
解
釈
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
避
け
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
人

間
は
必
ず
や
社
会
的
に
生
存
す
る
も
の
で
、
社
会
か
ら
掛
け
離
れ
た
詩
を
歌
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
宿
命
的
に
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詩
の
抒
情
性
に
も
社
会
の
影
が
落
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
も
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
オ
ン
」
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
霊
的
・
神
的
な
力
に
よ
っ
て
美
し
い
詩
が
流
露
し
た
と
い
う
吟
遊
詩
人
の
作
詩
の
心
状
と
抒
情
性
が
人
間
の
文
学

に
お
け
る
行
為
の
中
の
主
要
な
傾
向
の
ひ
と
つ
だ
と
す
れ
ば
、「
思
無
邪
」
と
い
わ
れ
た
『
詩
経
』
の
抒
情
性
に
も
ギ
リ

シ
ア
の
デ
ィ
テ
ュ
ラ
ン
ボ
ス
に
匹
敵
す
る
熱
狂
的
な
性
格
が
あ
っ
た
に
違
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
詩
経
』

は
儒
教
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
元
来
の
「
思
無
邪
」
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
ま
さ
し
く
後
の
『
詩
経
』
の
「
詩
大
序
」
に
規
定

さ
れ
た
よ
う
に
、
民
間
か
ら
発
し
た
抒
情
は
、
士
大
夫
の
礼
儀
の
徳
目
に
止
ま
っ
た（「
故
變
風
發
乎
情
、
止
乎
禮
義
」〈
次

の
節
の
「
詩
序
」
の
引
用
を
見
よ
〉）
の
で
あ
る
。『
詩
経
』
の
本
来
の
「
思
無
邪
」
は
、
儒
教
的
な
価
値
観
・
文
学
観
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
後
者
の
「
陽
貨
第
一
七
巻
・
九
」
で
は
、
孔
子
が
弟
子
た
ち
に
訓
育
の
形
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

孔
子
に
と
っ
て
文
学
・
詩
と
は
な
に
か
、
そ
の
機
能
・
役
割
に
つ
い
て
最
も
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
答
え
を
与
え
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
文
学
の
定
義
に
は
、
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

子
曰
、
小
子
、
何
莫
学
夫
詩
、
詩
可
以
興
、
可
以
観
、
可
以
群
、
可
以
怨
、
邇
之
事
父
、
遠
之
事
君
、
多
識
於
鳥

獣
草
木
之
名
。

こ
の
古
文
を
現
代
文
に
訳
す
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
若
者
た
ち
よ
、
何
よ
り
も
あ
の
古
詩
を
学
ぶ
こ
と
に
努
力
せ
よ
。
詩
歌
と
い
う
も
の
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は
感
情
を
揺
り
動
か
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
情
景
を
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
、
或
は
寄
り
集
う
て

楽
し
み
、
或
は
政
治
の
怨
み
や
生
活
の
苦
し
み
を
歌
う
こ
と
も
出
来
る
。
近
く
し
て
は
父
母
に
仕
え
る
道
、
遠
く
し

て
は
君
に
仕
え
る
道
も
わ
か
り
、
そ
の
上
、
鳥
獣
草
木
の
名
も
沢
山
覚
え
る
も
の
だ
。」（

33
）

言
い
換
え
れ
ば
、
孔
子
は
弟
子
た
ち
に
ど
う
し
て
『
詩
経
』
を
勉
強
し
な
い
の
か
、
と
問
い
か
け
て
、
詩
・
文
学
に
は
、

凡
そ
次
の
七
つ
の
効
用
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
文
学
は
人
々
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
娯
楽
と
し
て
楽
し
ま
せ
る
効
用
が
あ
る
。

（
２
）
人
間
社
会
や
物
事
に
つ
い
て
観
察
で
き
、
そ
れ
を
み
る
力
も
養
わ
れ
る
。

（
３
）
文
学
を
通
じ
て
、
仲
間
・
友
達
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
共
通
の
美
的
感
覚
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
詩
・
文
学
は
、
そ
の
言
葉
の
力
に
よ
っ
て
政
治
・
社
会
の
怨
み
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
文
学
を
通
じ
て
親
孝
行
と
い
う
道
徳
に
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
６
）
遠
い
と
こ
ろ
で
は
、
君
子
・
皇
帝
、
あ
る
い
は
国
家
に
奉
仕
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
７
）
そ
の
上
、
鳥
獣
草
木
の
名
前
が
覚
え
ら
れ
、
世
の
一
般
知
識
を
も
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
七
つ
の
効
用
の
（
１
）、（
２
）、（
７
）
は
、
東
西
の
詩
・
文
学
に
お
い
て
、
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
。
い

わ
ば
詩
・
文
学
が
感
動
と
娯
楽
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
人
間
と
社
会
を
観
察
す
る
こ
と
に
も
、
ま
た
知
識
の
習
得
に
お

い
て
も
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
に
お
い
て
、
東
西
両
者
に
は
普
遍
的
な
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
、
か
つ
一
致
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。

し
か
し
、
効
用
の
（
３
）
は
、
東
西
の
詩
に
お
い
て
、
美
意
識
の
共
有
や
、
共
同
体
の
形
成
と
友
人
関
係
の
強
化
と
い

う
点
に
お
い
て
は
共
通
の
効
用
が
見
ら
れ
る
が
、
と
く
に
人
間
関
係
、
友
人
関
係
を
重
ん
じ
る
ア
ジ
ア
・
東
方
の
社
会
に

は
、
文
学
（
と
く
に
友
人
関
係
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
詩
）
が
果
た
し
た
役
割
の
諸
側
面
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
質
と
量
か
ら
見
て
西
欧
文
学
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
貧
弱
で
あ
ろ
う
。

文
学
・
言
葉
の
力
に
つ
い
て
の
（
４
）
は
、
東
西
文
学
に
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
し
か
し
起
源
に
お
け
る
作

品
に
対
す
る
解
釈
、
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
（
神
権
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
詩
）
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
ミ
メ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て

成
就
さ
れ
る
詩
）
の
「
ホ
メ
ロ
ス
」
に
対
す
る
態
度
（
文
学
観
）
と
解
釈
が
東
方
に
は
、
ま
ず
見
ら
れ
な
い
。
逆
に
「
ホ

メ
ロ
ス
」
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
理
想
国
家
の
青
少
年
教
育
に
お
い
て
善
悪
の
分
別
に
混
乱
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
、

詩
人
・
詩
を
追
放
す
る
と
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
西
欧
に
は
、
孔
子
が
主
張
し
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
・
社

会
的
な
怨
み
を
訴
え
る
効
用
に
つ
い
て
は
、
強
く
強
調
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

そ
し
て
、（
５
）、（
６
）
は
、
き
わ
め
て
東
方
的
で
、
ア
ジ
ア
的
な
色
合
い
が
濃
厚
で
、
か
つ
儒
教
的
な
価
値
観
に
基

づ
い
て
定
義
さ
れ
た
文
学
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
国
家
の
青
少
年
の
文
学
教
育
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
文

学
観
と
は
類
似
点
が
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
文
学
教
育
に
お
い
て
配
慮
し
た
の
は
、
理
想
国
家
の

秩
序
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
東
方
的
な
血
統
・
家
族
内
の
親
孝
行
と
い
っ
た
よ
う
な
徳
目
は
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
プ
ラ
ト
ン
が
想
定
し
て
、
娯
楽
と
し
て
受
け
入
れ
て
も
よ
い
と
い
っ
て
い
た
魂
の
た
め
の
文
学
教

育
の
物
語―

―

「
ホ
メ
ロ
ス
」
と
並
ん
で
考
え
ら
れ
る
諸
々
の
悲
劇―

―
は
善
行
と
し
て
の
親
孝
行
と
い
う
よ
り
、
む
し

ろ
逆
に
家
族
・
血
統
を
破
壊
す
る
方
に
働
き
、
家
族
同
士
の
反
目
を
ド
ラ
マ
化
し
た
悲
劇
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
（
例
え
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ば
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
は
、
儒
教
に
と
っ
て
、
非
道
徳
で
、
背
信
行
為
で
あ
り
、
禁
止
す
べ
き
物
語
で

あ
ろ
う
）。
ま
た
、
孔
子
の
い
う
君
子
・
皇
帝
の
た
め
に
奉
仕
で
き
る
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
教
育
に
お
け
る
理
想
国
家

へ
の
奉
仕
と
は
似
て
い
る
も
の
の
、
国
家
そ
の
も
の
の
両
者
の
理
念
が
違
う
た
め
、
同
じ
国
家
に
奉
仕
す
る
と
い
っ
て
も
、

そ
こ
に
は
差
が
見
ら
れ
よ
う
。

 

七
、
『
詩
経
』
と
「
詩
序
」

こ
の
よ
う
に
、
東
西
と
も
相
似
性
が
あ
る
と
は
い
え
、
相
違
性
が
あ
る
の
も
鮮
明
で
あ
ろ
う
。
孔
子
の
以
上
の
詩
・
文

学
の
七
項
目
の
定
義
は
、
後
世
の
詩
・
文
学
の
見
方
、
あ
り
方
に
つ
い
て
強
く
規
定
し
て
き
た
が
、
そ
れ
を
受
け
継
い
で
、

さ
ら
に
鮮
明
化
し
て
固
定
化
し
た
の
は
、
後
の
『
詩
経
』
の
「
詩
序
」
で
あ
る
。『
詩
経
』
を
伝
え
る
者
に
は
、
も
と
も

と
漢
代
に
斉
詩
・
魯
詩
・
韓
詩
の
三
家
が
あ
っ
た
が
、
現
行
本
『
詩
経
』
の
テ
キ
ス
ト
に
「
序
」
が
つ
い
て
い
る
の
は
毛

亨
・
毛
萇
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
「
毛
詩
」
と
も
い
う
。
こ
の
「
毛
詩
」
の
成
立
経
緯
と
、
歴
史
上
の

解
釈
の
変
容
と
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
目
加
田
誠
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

し
か
し
い
っ
た
ん
大
儒
鄭
玄
（
一
二
七
︱
二
〇
〇
）
が
箋
注
を
施
し
て
、
こ
れ
が
流
行
す
る
と
、
他
の
三
家
は
だ

ん
だ
ん
衰
え
、
斉
詩
は
魏
の
時
に
亡
び
、
魯
詩
も
ま
た
西
晋
に
亡
び
、
韓
詩
は
唐
代
ま
で
は
伝
わ
っ
た
よ
う
だ
が
、

そ
れ
も
や
が
て
亡
ん
で
、
古
い
古
書
に
見
え
る
三
家
詩
説
の
断
章
零
句
と
、『
韓
詩
外
伝
』
ば
か
り
が
今
日
残
っ
て

い
る
。
唐
に
な
っ
て
、
朝
廷
で
経
典
の
解
釈
を
統
一
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
詩
は
こ
の『
毛
詩
鄭
箋
』
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に
よ
っ
て
欽
定
正
義
と
い
う
も
の
を
作
り
、
文
官
試
験
を
う
け
る
者
は
、
こ
れ
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
し
た
の

で
、『
詩
経
』
を
学
ぶ
も
の
は
み
な
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
。（
中
略
）
し
か
し
い
っ
た
ん
こ
れ
が
欽
定
と
な
る
と
、
絶

大
な
権
威
を
も
っ
た
。（
中
略
）
一
体
『
毛
詩
』
の
序
と
い
う
も
の
は
、『
詩
経
』
の
詩
の
配
列
に
よ
っ
て
、
詩
の
製
作

の
時
代
を
き
め
、
ま
た
詩
を
非
常
に
道
徳
的
に
解
釈
し
て
、
詩
を
も
っ
て
為
政
者
の
教
訓
と
す
る
見
方
を
強
調
し
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
付
会
の
充
ち
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
毛
伝
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
序
が
無

く
て
は
意
味
が
通
ぜ
ぬ
し
（
時
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
）、
鄭
玄
は
ま
っ
た
く
こ
の
序
に
し
た
が
っ
て
詩
を

解
し
た
の
で
、『
毛
詩
』
の
序
と
い
う
も
の
は
、『
詩
経
』
の
解
釈
上
、
も
は
や
動
か
せ
ぬ
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
中
国

で
は
、
古
典
に
つ
い
て
の
古
人
の
注
と
い
う
も
の
は
、
往
々
古
典
の
本
文
同
様
の
権
威
を
も
っ
た
の
だ
か
ら
。（

34
）

い
わ
ば
、
現
行
の
「
詩
序
」（
ま
た
は
「
毛
詩
大
序
」、「
詩
大
序
」
と
も
い
う
）
は
、
も
っ
と
も
早
く
か
ら
長
い
間
、『
詩

経
』
の
解
釈
の
権
威
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
唐
代
に
な
る
と
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
科
挙
試
験
の
カ
ノ
ン
と
し
て
看
做
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
道
徳
的
に
解
釈
し
て
、
詩
を
も
っ
て
為
政
者
の
教
訓
と
す
る
見
方
を
強
調
」
し
た
点

に
お
い
て
、
現
行
の
「
詩
序
」
は
絶
大
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
欧
陽
修

（
一
〇
〇
七
︱
一
〇
七
二
）に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
り
、
ま
た
朱
子（
一
一
三
〇
︱
一
二
〇
〇
）も
や
が
て「
詩
序
」を
棄
て
、

読
む
者
の
心
次
第
で
修
養
の
テ
ク
ス
ト
に
な
る
と
い
う
見
解
を
主
張
す
る
『
詩
集
会
』
を
も
世
に
著
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
の
清
朝
を
も
併
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
呈
す
る
見
解
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、「
毛
詩
」
の
起
源
か
ら
受
け
継
い

だ
と
看
做
さ
れ
る
長
い
伝
統
と
、
古
来
の
経
典
に
対
す
る
慎
み
の
念
は
払
拭
で
き
ず
、「
今
日
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て

た
だ
『
毛
詩
鄭
箋
』
や
、
清
朝
漢
学
家
の
説
の
み
に
頼
っ
て
『
詩
経
』
を
読
む
」（

35
）

に
至
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
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そ
れ
で
は
、『
詩
経
』
い
わ
ゆ
る
孔
子
の
説
教
を
補
強
し
、
後
世
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
「
毛
詩
」
の
「
詩
序
」
は

い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

關
雎
、
後
妃
之
德
也
、
風
之
始
也
、
所
以
風
天
下
而
正
夫
婦
也
。
故
用
之
鄕
人
焉
、
用
之
邦
國
焉
。
風
、
風
也
、

教
也
、
風
以
動
之
、
教
以
化
之
。

 

詩
者
、
志
之
所
之
也
、
在
心
為
志
、
發
言
為
詩
、
情
動
於
中
而
形
於
言
、
言
之
不
足
、
故
嗟
歎
之
、
嗟
歎
之
不
足
、

故
詠
歌
之
、
詠
歌
之
不
足
、
不
知
手
之
舞
之
足
之
蹈
之
也
。 

情
發
于
聲
、
聲
成
文
謂
之
音
、
治
世
之
音
安
以
樂
、

其
政
和
。
亂
世
之
音
怨
以
怒
、
其
政
乖
。
亡
國
之
音
哀
以
思
、
其
民
困
。
故
正
得
失
、
動
天
地
、
感
鬼
神
、
莫
近
於

詩
。
先
王
以
是
經
夫
婦
、
成
孝
敬
、
厚
人
倫
、
美
教
化
、
移
風
俗
。

故
詩
有
六
義
焉
。
一
曰
風
、
二
曰
賦
、
三
曰
比
、
四
曰
興
、
五
曰
雅
、
六
曰
頌
。

上
以
風
化
下
、
下
以
風
刺
上
、
主
文
而
譎
諫
、
言
之
者
無
罪
、
聞
之
者
足
以
戒
、
故
曰
風
。
至
於
王
道
衰
、
禮
義

廢
、
政
教
失
、
國
異
政
、
家
殊
俗
、
而
變
風
變
雅
作
矣
。
國
史
明
乎
得
失
之
跡
、
傷
人
倫
之
廢
、
哀
刑
政
之
苛
、
吟

詠
情
性
、
以
風
其
上
、
達
於
事
變
而
懷
其
舊
俗
也
。
故
變
風
發
乎
情
、
止
乎
禮
義
。
發
乎
情
、
民
之
性
也
。
止
乎
禮

義
、
先
王
之
澤
也
。
是
以
一
國
之
事
、
系
一
人
之
本
、
謂
之
風
。
言
天
下
之
事
、
形
四
方
之
風
、
謂
之
雅
。
雅
者
、

正
也
、
言
王
政
之
所
由
廢
興
也
。
政
有
大
小
、
故
有
小
雅
焉
。
頌
者
、
美
盛
德
之
形
容
、
以
其
成
功
告
於
神
明
者
也
。

是
謂
四
始
、
詩
之
至
也
。

こ
の
「
詩
序
」
に
つ
い
て
現
代
語
訳
や
日
本
語
訳
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
逐
句
訳
は
注
に
付
け
て
お
く（

36
）

こ
と
に
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し
て
、
そ
の
大
意
を
大
ま
か
に
概
括
し
て
い
う
と
、
こ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
詩
と
は
道
徳
・
教
化
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
政

治
的
「
志
」
の
発
露
で
あ
り
、
国
家
の
「
声
」
で
も
あ
る
。
男
女
、
親
子
、
倫
理
、
風
習
な
ど
を
正
す
モ
ラ
ル
で
あ
る
。

情
は
民
衆
か
ら
発
露
す
る
が
、
賢
人
の
礼
儀
に
お
い
て
止
め
ら
れ
、
無
際
限
に
情
を
流
露
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

こ
に
は
ま
た
「
賦
」、「
比
」、「
興
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
お
け
る
修
辞
的
な
効
用
が
あ
る
と
い
う
。

も
と
も
と
『
詩
経
』
は
、
抒
情
詩
だ
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
儒
教
的
な
編
纂
と
解
釈
と
方
向
づ
け
に
よ
っ
て
、
そ

れ
は
徹
底
し
て
、
道
徳
・
倫
理
・
政
治
・
国
家
・
君
王
に
従
属
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
大
雑
把
に
い
う
と
、「
抒
情
」
は
、

道
徳
・
倫
理
・
政
治
・
国
家
・
君
王
の
た
め
の
「
抒
情
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
抒
情
は
正
統
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

か
く
し
て
「
詩
序
」
は
『
論
語
』
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
以
上
の
（
１
）
の
文
学
の
感
動
と
娯
楽
の
役
割
と
、（
２
）
の

社
会
、
人
間
観
察
能
力
を
高
め
る
役
割
と
、（
３
）
の
友
人
と
仲
間
が
で
き
る
役
割
と
、（
７
）
の
知
識
を
増
や
す
役
割
と

い
う
四
つ
の
項
目
に
つ
い
て
も
は
や
強
調
せ
ず
、
そ
の
か
わ
り
に
も
っ
ぱ
ら
（
４
）
の
詩
・
言
葉
の
力
・
効
果
と
、（
５
）

の
孝
敬
の
徳
目
、（
６
）
の
君
子
・
国
家
へ
の
奉
仕
と
い
う
項
目
の
意
味
が
む
や
み
拡
張
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
と
く
に
詩
・
文
学
の
力
・
効
果
に
つ
い
て
、「
思
無
邪
」
と
言
わ
れ
た
民
衆
の
情
が
政
治
・
政
権
の
声
に
変

貌
さ
せ
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
。「
情
發
于
聲
、
聲
成
文
謂
之
音
、
治
世
之
音
安
以
樂
、
其
政
和
。
亂
世
之
音
怨

以
怒
、
其
政
乖
。
亡
國
之
音
哀
以
思
、
其
民
困
」
と
い
う
が
、
い
わ
ば
、
情
が
声
と
な
り
、
声
が
文
字
に
な
れ
ば
音
と
い

う
。
音
と
は
政
治
・
政
権
・
社
会
の
表
象
で
あ
り
、
そ
の
政
治
・
政
権
は
平
和
と
乱
世
、
亡
国
と
興
国
を
も
た
ら
す
こ
と

が
で
き
る
が
、
詩
・
文
学
と
は
、
そ
う
い
っ
た
政
治
・
政
権
・
社
会
の
声
を
表
象
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
表

象
の
力
・
効
果
に
つ
い
て
は
、
詩
が
政
治
・
政
権
・
社
会
の
損
得
を
正
す
ば
か
り
か
、
天
地
を
動
か
し
、
鬼
神
を
感
動
さ

せ
る
こ
と
さ
え
で
き
る
と
い
う
（
比
喩
的
な
言
い
回
し
で
あ
る
が
）。
孔
子
の
い
っ
た
「
可
以
怨
」（
怨
み
を
訴
え
る
こ
と
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が
で
き
る
）
と
い
う
一
語
が
、
後
世
の
「
詩
序
」
に
な
っ
て
く
る
と
、
政
権
を
動
か
し
た
り
、
鬼
神
ま
で
感
動
さ
せ
た
り

す
る
力
を
も
つ
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
抒
情
詩
で
あ
っ
た
は
ず
の
『
詩
経
』
が
、
社
会
と
政
治
に
対
し
て
パ
ワ
ー
を
発
揮
す

る
こ
と
の
で
き
る
最
も
優
れ
た
道
具
と
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
詩
・
文
学
は
「
遠
之
事
君
」
と
い
う
役
割
に
あ
っ

た
よ
う
に
、
帝
王
・
国
家
に
奉
仕
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、（
５
）
の
孝
敬
の
徳
目
は
、「
詩
序
」
に
お
い
て
、
み
ご

と
に
「
經
夫
婦
、
成
孝
敬
、
厚
人
倫
、
美
教
化
、
移
風
俗
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
、
い
わ
ば
、
家
庭
の
夫
婦
関

係
か
ら
、
親
孝
行
ま
で
、
そ
し
て
さ
ら
に
礼
儀
・
道
徳
か
ら
社
会
の
教
育
・
教
化
と
風
俗
習
慣
ま
で
、『
詩
経
』
が
模
範

テ
ク
ス
ト
と
し
て
指
針
に
な
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
道
徳
書
と
し
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
詩
・
文
学
は
、
孔
子
と
そ
の
後
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
た
と
え
抒
情
詩
で
あ
っ
て
も
、
政
治
・
社
会
・

道
徳
と
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
、
方
向
づ
け
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
政
治
・
社
会
・
道
徳

と
密
接
な
関
係
を
も
つ
文
学
観
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
は
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
補
強
さ
れ
、
さ
ま
ざ

ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
し
な
が
ら
、
儒
教
的
な
文
学
観
、
い
わ
ば
儒
教
的
な
「
情
動
・
感
情
シ
ス
テ
ム
」
が
構
成

さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
孔
子
の
構
想
し
た
儒
教
国
家
に
お
い
て
、
詩
・
文
学
に
課
し
た
諸
々
の
規
制
と
役
割
は
見
事
に
成
功
し
た

と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
比
べ
、
プ
ラ
ト
ン
が
理
想
国
家
に
想
定
し
て
い
た
教
育
に
お
い
て
は
、
詩
・
詩
人
の
追

放
が
、
ほ
と
ん
ど
成
功
の
試
し
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
（
も
ち
ろ
ん
、
ル
ネ
サ
ン
ス
ま
で
詩
・
文
学
は
長
期
的
な
沈
黙
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
本
格
的
に
大
学
に
お
い
て
学
ば
れ
、
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
一
九
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
「
詩
人
追
放
説
」
だ
け
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
は
言
い
難
い
）。
た
だ
し
、
国
家
の
目
的
・
あ
り
方
は
ど
う

あ
れ
、
両
者
の
文
学
に
対
す
る
規
制
と
制
限
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
異
曲
同
工
の
効
果
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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一
方
、「
詩
序
」
に
言
及
さ
れ
た
六
義
の
「
賦
」、「
比
」、「
興
」
と
い
っ
た
よ
う
な
詩
の
形
式
や
作
法
と
技
法
は
、
奇

し
く
も
西
欧
詩
学
の
伝
統
の
起
源
と
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
を
応
用
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
の
修
辞
学
的
な
詩
・

劇
の
分
析
と
は
、
違
う
意
匠
を
み
せ
な
が
ら
、
同
じ
修
辞
学
的
な
見
解
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
修
辞
学
的
な
伝
統
を

継
承
し
て
中
国
に
は
「
詩
序
」
の
あ
と
、
五
世
紀
末
の
劉
勰
の
有
名
な
『
文
心
彫
龍
』（

37
）

が
世
に
現
わ
れ
、
中
国
の
詩
・

文
学
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
っ
た
形
式
、
作
法
や
技
法
に
つ
い
て
の
修
辞
学
的
研
究
が
持
続
的
に
進
ん
で
き
た
。
こ
の
伝

統
は
、
現
代
中
国
文
学
の
理
論
的
な
研
究
方
法
に
お
い
て
、
大
き
な
影
響
が
あ
る
と
は
い
え
、
精
確
な
方
法
論
に
お
い
て

や
は
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
を
起
源
と
さ
れ
る
方
法
論
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
文
心
彫
龍
』
の

修
辞
学
的
な
枠
組
は
、
現
代
中
国
文
学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
を
起
源
と
し
た
現
代
文
学
理
論
を
受
容
す
る
に

あ
た
っ
て
、
積
極
的
な
受
容
の
基
盤
の
役
割
を
果
た
し
、
拒
絶
と
い
う
よ
り
、
許
容
の
方
が
よ
り
多
く
働
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
事
実
、
詳
細
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
修
辞
学
の
受
容
は
、
日
本
を
経
由
し
て
行
わ
れ
、
日
本

の
翻
訳
と
早
稲
田
大
学
を
中
心
と
す
る
修
辞
学
研
究
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
研
究
の
成
果
が
早
く
も

中
国
で
『
修
辞
学
発
凡
』
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
修
辞
学
と
詩
学
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ

る
（
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
実
際
、
西
欧
大
学
の
文
学
教
育
に
お
け
る
修
辞
学
が
必
修
科
目
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
現
に
中
国
の
大
学
の
文
学
教
育
に
お
い
て
も
必
須
科
目
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の

な
か
、
中
国
少
数
民
族
地
域
の
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
言
語
文
学
教
育
に
お
い
て
も
、
修
辞
学
の
科
目

が
必
修
科
目
と
さ
れ
て
い
る
）。
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八
、
西
欧
文
学
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス

「
詩
・
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
は
、
中
国
文
学
の
場
合
は
、
ほ
ぼ
二
〇
世
紀
初
期
ま
で
、
以
上
の
よ
う

な
起
源
に
お
け
る
解
釈
と
定
義
に
よ
っ
て
答
え
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
基
本
性
格
も
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
き
た
と
い

え
る
。
つ
ま
り
、
政
治
性
・
社
会
性
・
道
徳
性
の
あ
る
、
孔
子
の
教
え
と
「
詩
序
」
に
規
定
さ
れ
た
『
詩
経
』
の
よ
う
な

文
学
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
中
国
の
知
識
人
の
人
格
形
成
と
教
養
に
対
し
て
、
教
育
的
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
と
と
も

に
文
章
の
教
養
・
修
辞
学
的
役
割
を
も
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
は
西
欧
文
学
の
東
漸
ま
で
、
抜
本
的
な
変

化
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
（
も
ち
ろ
ん
、
中
国
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
導
入
し
て
か
ら
、
唯
物
論
的
な
文
学
観
を
唱
え
、
政

治
的
階
級
性
、
社
会
性
を
も
っ
て
、
文
学
を
全
面
的
に
測
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
い
み
じ
く
も
ま
た
儒

教
の
文
学
観
と
は
、
目
的
が
違
う
も
の
の
、
そ
の
検
閲
や
教
育
と
い
っ
た
手
段
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
ば

か
り
か
、
そ
れ
も
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
の
第
二
巻
と
第
一
〇
巻
に
お
け
る
詩
人
に
対
す
る
態
度
と
も
共
通
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
）。

一
方
、
西
欧
文
学
の
場
合
は
、
そ
の
問
い
か
け
に
は
、
今
ま
で
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
二
つ
の
ま
っ

た
く
対
立
す
る
答
え
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
文
学
観
と
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
文
学
観
、

い
わ
ば
「
価
値
の
な
い
現
実
の
模
倣
の
模
倣
の
詩
と
、
そ
れ
に
対
立
す
る
神
の
存
在
と
同
じ
よ
う
な
詩
人
が
ミ
ュ
ー
ズ
の

女
神
の
力
に
よ
っ
て
生
み
出
す
美
し
い
詩
」（

38
）

と
の
二
つ
の
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
呈
示
さ

れ
た
一
種
の
「
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
」（

39
）

で
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
学
観
の
う
ち
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
方
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
発
展
さ
れ
、
理
論
化
さ
れ
、
さ
ら
に
精
密
化
さ
れ
て
い
く
。
Ｍ
・
Ａ
・
レ
イ
フ
ィ
ー
・
ハ
ビ
ブ
（
オ
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ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
哲
学
・
文
学
教
授
）
は
、
そ
の
大
著
『
文
学
批
評
の
歴
史―

―

プ
ラ
ト
ン
か
ら
現
代
ま
で
』
に

お
い
て
、
文
学
観
の
対
立
を
も
っ
と
生
き
生
き
と
明
示
し
て
く
れ
る
。

（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
引
用
者
）
文
芸
の
起
源
は
自
然
・
本
能
に
あ
り
、
そ
の
本
能
と
は
模
倣
（
ミ
メ
ー

シ
ス
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
楽
し
み
、
そ
の
模
倣
を
通
じ
て
学
び
、
そ
こ
か
ら
利
益
を
得
る
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
詩

人
の
作
品
は
、
だ
れ
も
が
も
っ
て
い
る
人
間
自
身
の
本
能
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
て
い
た
詩
人
と
は
徹
底
的
に
違
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
詩
人
と
は
神
的
な
力
に
よ

っ
て
詩
を
生
み
出
し
、
非
理
性
的
な
狂
気
に
よ
っ
て
、
人
間
の
仲
間
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
が
成
就
さ
れ
る

の
で
あ
る
。（

40
）

両
者
の
対
立
は
、
一
方
が
人
間
共
通
の
本
能
に
よ
っ
て
詩
作
品
が
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
が
、
も
う
一
方
が
人
間
を
離
れ

て
神
の
力
に
よ
っ
て
こ
そ
真
の
詩
作
が
で
き
る
と
い
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
あ
く
ま
で
も
科
学
者
と
し
て
詩
・
文
学

を
、
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
、
共
通
な
も
の
と
し
て
考
え
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
詩
が
特
殊
な
才
能
、
天
才

が
神
の
お
遣
い
と
し
て
こ
そ
成
就
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
（
も
ち
ろ
ん
、
ミ
メ
ー
シ
ス
・
模
倣
と
い
う
概
念
も
プ
ラ
ト
ン

に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
）。

の
ち
に
模
倣
説
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
修
辞
学
と
と
も
に
、
中
世
と
ル
ネ
サ
ン
ス
を
経
由
し
て
、
理
性
と
啓
蒙
主
義

に
取
り
込
ま
れ
、
彼
の
崇
高
・
カ
タ
ル
シ
ス
・
プ
ロ
ッ
ト
な
ど
の
諸
概
念
が
近
代
的
・
科
学
的
な
解
釈
と
し
て
認
知
さ
れ

る
が
、
と
く
に
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
を
は
じ
め
、
現
代
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
な
ど
の
多
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く
の
文
学
理
論
、
ま
た
前
に
も
言
及
し
た
Ｅ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
論
及
さ
れ
、
析
出
さ
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
・
ミ

メ
ー
シ
ス
の
伝
統
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
模
倣
説
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
括
ら
れ
る
文
学
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
リ
ア
リ
ズ

ム
文
学
観
は
、
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
の
現
代
に
お
い
て
も
っ
と
も
多
く
の
市
民
権
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
の
申
し
子
で
あ
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
詩
人
と
詩
は
、
か
つ
て
ソ

ク
ラ
テ
ス
の「
イ
オ
ン
」な
ど
に
お
い
て
思
弁
的
に
立
証
さ
れ
た
ほ
か
は
、
突
出
し
て
明
確
に
定
義
さ
れ
た
試
し
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
代
わ
り
、
思
想
、
哲
学
、
神
学
に
お
い
て
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
一
環
と
し
て
、
あ
る
い
は

ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
し
て
発
展
し
て
き
た
が
、
文
学
に
お
い
て
は
、
多
く
の
作
品
を
通
じ
て
詩
人
た
ち
が
語
ら
ず
と
も
、

そ
れ
ぞ
れ
自
明
の
こ
と
と
し
て
感
得
し
、
あ
る
い
は
ミ
ュ
ー
ズ
に
祈
り
や
乞
い
を
し
て
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
よ

う
と
し
て
祈
祷
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
精
確
か
つ
詳
細
な
定
義
は
未
だ
に
下
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
し
た

が
っ
て
こ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
詩
の
神
々
が
形
而
上
学
的
に
問
い
か
け
ら
れ
て
、
そ
れ
は
想
定
さ
れ
た
存
在

と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
、
一
度
も
そ
の
正
体
を
明
か
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

エ
ル
ン
ス
ト
・
ロ
バ
ー
ト
・
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
（
一
八
八
六
︱
一
九
五
六
）
の
言
葉
で
言
え
ば
、
つ
ま
り
「
古
ギ
リ
シ
ア

に
お
い
て
彼
ら
の
形
象
は
は
っ
き
り
し
た
輪
郭
を
も
た
な
い
。
そ
の
数
、
由
来
、
居
所
、
機
能
に
つ
い
て
は
、
最
古
の
時

代
か
ら
矛
盾
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
」（

41
）

と
い
う
よ
う
に
、
近
代
に
入
っ
て
も
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
は
、

ミ
メ
ー
シ
ス
・
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
と
絡
み
、
葛
藤
な
い
し
拒
否
さ
れ
つ
つ
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
は
、
そ
の
大
著
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
ラ
テ
ン
中
世
』（
一
九
四
七
）
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
・
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ス
ト
の
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ー
ノ
・
ム
ッ
サ
ト
（
一
二
六
一
︱
一
三
二
九
）
の
書
簡
を
引
用
し
て
、
中
世
に
お
け
る
ミ

ュ
ー
ズ
と
キ
リ
ス
ト
神
学
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
立
証
し
て
い
る
。
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創
世
記
が
平
明
な
こ
と
ば
で
述
べ
て
い
る
世
の
創
め
を
、
神
秘
的
な
（
神
秘
を
好
む
）
ム
ー
サ
（
ミ
ュ
ー
ズ
の
こ

と
、
引
用
者
）
は
、
い
っ
そ
う
大
き
い
謎
の
か
た
ち
で
教
え
て
い
る
。

（
中
略
）

ま
っ
た
く
そ
う
な
の
だ
！　

 

神
的
な
詩
人
た
ち
は
、
古
代
を
通
じ
て
、
神
は
天
上
に
あ
っ
て
慈
悲
ぶ
か
い
こ
と

を
教
え
て
き
た
… 

そ
し
て
こ
れ
ら
の
詩
人
は
、
別
名
を
予
言
者
（vates

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
お
よ
そ

予
言
者
で
あ
る
人
は
、
神
の
器
（vas

）
で
あ
っ
た
の
だ
。
さ
れ
ば
こ
そ
我
々
は
、
か
つ
て
第
二
の
神
学
で
あ
っ
た

そ
の
詩
を
、
ふ
か
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

（
中
略
）

モ
ー
ゼ
、
ヨ
ブ
、
ダ
ビ
デ
、
ソ
ロ
モ
ン
は
詩
人
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
も
比
喩
、
す
な
わ
ち
詩
に
ち
か
い
形
式
に

よ
っ
て
語
っ
た
。（

42
）

中
世
に
と
っ
て
の
ミ
ュ
ー
ズ
は
、
神
の
伝
道
者
と
し
て
看
做
さ
れ
、
詩
人
は
、
信
仰
者
に
と
っ
て
神
の
教
え
を
伝
え
る

特
別
な
能
力
の
あ
る
人
、
預
言
者
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
。
詩
人
は
い
わ
ゆ
る
聖
人
・
預
言
者
で
も
あ
り
、
聖
人
・
預
言
者

は
ま
た
詩
人
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
、
い
わ
ゆ
る
「
理
性
の
時
代
」
を
迎
え
、
中
世
へ
の
反
動
と
詩
へ
の
誹
謗
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

科
学
精
神
へ
の
初
歩
的
な
理
解
か
ら
詩
・
文
学
の
価
値
下
げ
ま
で
喧
伝
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
、
初
め
て
反
論
し
て
詩
の

神
感
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
謳
歌
し
た
の
は
、
サ
ー
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ド
ニ
ー
（
一
五
五
四
︱
八
四
）
で
あ
る
。

彼
は
『
詩
の
弁
護
』（
一
五
九
五
）
に
お
い
て
「
む
し
ろ
、
か
か
る
創
造
者
（
詩
人
）
を
造
り
給
う
た
天
上
の
創
造
主
に
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正
し
い
尊
敬
を
表
わ
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
創
造
主
は
、
御
自
分
の
姿
に
似
せ
て
人
間
を
お
造
り
に
な
り
、
も
う
一

つ
の
自
然
が
生
み
出
す
あ
ら
ゆ
る
作
品
に
も
優
越
す
る
も
の
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
も
う
一
つ
の

自
然
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
詩
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
詩
人
は
神
の
息
吹
の
力
を
得
て
、
自

然
の
女
神
の
わ
ざ
を
凌
ぐ
も
の
を
こ
の
世
に
生
み
出
す
の
で
あ
り
ま
す
」（

43
）

と
い
い
、
そ
れ
は
恰
も
西
欧
の
ロ
マ
ン
主

義
の
到
来
を
予
言
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
応
答
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、「
小
さ
な
ラ
テ
ン
に
、
ギ
リ
シ
ア
離
れ
」
だ（

44
）

と
い
わ
れ
て
い
た
シ
ェ
ー
ク

ス
ピ
ア
で
さ
え
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
オ
ン
」
を
直
接
読
ま
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ

ー
シ
ョ
ン
文
学
観
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
テ
ネ
を
舞
台
に
し
た
そ
の
夢
幻
劇
『
夏
の
夜
の
夢
』（
一
五
九
八

︱
？
）
で
は
、
詩
人
に
つ
い
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
劇
中
人
物
に
言
わ
せ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
は
、
ま
さ
し
く
ホ
メ
ロ
ス
・
イ
オ
ン
を
ほ
の
め
か
し
た
か
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
シ
ー
シ
ア
ス
の
口

を
通
し
て
、
最
終
幕
の
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
語
り
は
詩
・
劇
そ
れ
自
体
に
つ
い

て
自
己
言
及
し
、
自
分
の
創
作
に
つ
い
て
自
己
批
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
そ
れ
も
ま
た
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学

観
を
例
証
し
て
く
れ
る
格
好
の
件
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
）。

詩
人
の
目
は
、
恍
惚
と
し
た
熱
狂
の
う
ち
に
飛
び
ま
わ
り
、

天
よ
り
大
地
を
見
わ
た
し
、
大
地
よ
り
天
を
仰
ぐ
。

そ
し
て
想
像
力
が
い
ま
だ
人
に
知
ら
れ
ざ
る
も
の
を

思
い
描
く
ま
ま
に
、
詩
人
の
ペ
ン
は
そ
れ
ら
の
も
の
に
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た
し
か
な
形
を
与
え
、
あ
り
も
せ
ぬ
空
な
る
無
に

そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
場
と
名
前
を
授
け
る
の
だ
。

そ
の
よ
う
な
魔
術
を
強
い
想
像
力
は
も
っ
て
い
る
の
で
、

た
だ
あ
の
喜
び
を
感
じ
た
い
と
思
う
だ
け
で
、
た
ち
ま
ち

そ
の
喜
び
を
仲
介
す
る
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
し
、

あ
る
い
は
暗
い
夜
、
あ
る
恐
怖
を
想
像
す
る
だ
け
で
、

簡
単
に
草
む
ら
が
熊
と
思
わ
れ
て
く
る
の
だ
。（

45
）

写
実
的
な
も
の
に
長
け
て
、
人
生
を
模
倣
す
る
名
手
が
、『
夏
の
夜
の
夢
』
に
お
い
て
は
、
違
っ
て
い
る
よ
う
で
、
夢

幻
と
霊
感
に
陶
酔
し
て
、
そ
の
詩
作
に
お
け
る
想
像
力
は
、
そ
の
ま
ま
「
イ
オ
ン
」
を
再
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

詩
人
の
狂
気
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
一
吐
露
で
あ
る
。

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
、
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
苦
闘
と
も
言
う
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
近
代
の
理
性
と
啓

蒙
主
義
に
反
発
し
、
抵
抗
し
た
。
そ
の
な
か
、
詩
人
パ
ー
シ
ー
・
ビ
ッ
シ
ュ
・
シ
ェ
リ
ー
（
一
七
九
二
︱
一
八
二
二
）
は
、

『
詩
の
弁
護
』（T
he D

efence of P
oetry [1821] 1840

）
に
お
い
て
、
文
学
の
根
本
的
な
命
題
、
つ
ま
り
文
学
に
お
け

る
霊
魂
説
や
天
才
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
イ
オ
ン
」
以
来
、
詩
人
自
身
が
自
ず
か
ら
詩
を
弁
護
し
た

も
の
の
な
か
、
最
も
説
得
力
の
あ
る
弁
護
だ
と
も
い
っ
て
よ
い
。

詩
は
推
理
、
す
な
わ
ち
意
思
決
定
に
し
た
が
っ
て
行
使
し
う
る
力
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
だ
れ
も
「
わ
た
し
は
詩
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を
作
る
つ
も
り
だ
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
大
の
詩
人
で
さ
え
、
そ
う
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
創
作

に
お
い
て
精
神
は
、
た
と
え
れ
ば
消
え
か
か
っ
た
炭
火
で
あ
る
。
気
ま
ぐ
れ
な
風
に
あ
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
目
に
見

え
ぬ
あ
る
力
に
か
き
た
て
ら
れ
て
、
し
ば
し
赤
々
と
燃
え
る
の
だ
。
こ
の
力
は
、
花
が
ほ
こ
ろ
び
し
お
れ
る
に
つ
れ

て
薄
れ
う
つ
ろ
う
花
の
色
の
よ
う
に
、
内
か
ら
起
こ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
意
識
的
部
分
は
こ
の
力
の

近
づ
き
あ
る
い
は
出
発
を
予
言
で
き
な
い
。（

46
）

こ
こ
で
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
の
影
は
薄
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
詩
人
の
天
才
が
尊
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
詩
・
文

学
が
外
側
か
ら
霊
感
を
吹
き
込
ま
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
受
身
的
に
「
目
に
見
え
ぬ
力
」
を
受
容
し
た
の
か
、
判
明
で
き
な

い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
シ
ェ
リ
ー
に
と
っ
て
、
天
才
と
霊
感
は
同
一
範
疇
の
も
の
と
し
て
の
出
来
事
で
あ
り
、
ロ
マ
ン

主
義
の
独
創
・
創
造
・
天
才
は
い
ず
れ
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
霊
魂
説
・
神
感
説
の
範
疇
に
括
ら
れ
る

命
題
で
あ
る
。
し
か
も
詩
と
詩
人
は
、
善
と
幸
福
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

詩
は
、
も
っ
と
も
幸
福
で
善
良
な
精
神
の
も
っ
と
も
善
良
で
幸
福
な
瞬
間
の
記
録
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
知
っ
て

い
る
よ
う
に
、
と
き
に
は
場
所
あ
る
い
は
人
と
結
び
つ
き
、
と
き
に
は
自
身
の
こ
こ
ろ
に
の
み
関
係
す
る
思
想
・
感

情
が
、
つ
か
の
間
お
と
ず
れ
て
は
消
え
る
。
し
か
も
常
に
予
想
も
し
な
い
と
き
に
起
こ
り
、
求
め
ら
れ
も
し
な
い
の

に
去
っ
て
ゆ
く
が
、
ま
っ
た
く
言
い
表
わ
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
の
高
揚
と
歓
喜
を
こ
こ
ろ
に
感
じ
さ
せ
る
。（
中
略
）

詩
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
世
で
も
っ
と
も
善
く
も
っ
と
も
美
し
い
す
べ
て
の
も
の
を
不
滅
に
す
る
。
詩
は
人
生
の

月
な
き
闇
夜
に
現
わ
れ
て
は
消
え
る
幽
霊
の
よ
う
な
霊
感
を
と
ら
え
、
言
語
あ
る
い
は
形
態
に
つ
つ
ん
で
、
人
類
の
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あ
い
だ
に
放
ち
、
同
種
の
霊
感
が
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
人
び
と
に
、
同
類
の
よ
ろ
こ
び
の
楽
し
い
し
ら
せ
を
伝
え

る―
―

と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
霊
感
の
住
む
魂
の
洞
穴
か
ら
事
物
の
世
界
へ
と
通
じ
る
表
現
の

門
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
詩
は
人
間
を
お
と
ず
れ
る
神
性
を
廃
滅
か
ら
救
う
。（
中
略
）詩
人
た
る
も
の
は
、
他
の
人

び
と
に
た
い
し
て
最
高
の
知
恵
・
快
楽
・
美
徳
・
栄
誉
の
創
造
者
で
あ
る
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
も
人
び
と
の
う
ち
で
も

っ
と
も
幸
福
な
、
も
っ
と
も
善
良
な
も
っ
と
も
賢
明
な
、
も
っ
と
も
名
声
赫
々
た
る
人
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。（

47
）

こ
の
よ
う
に
、
詩
と
詩
人
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
い
う「
聖
な
る
も
の
」の
み
な
ら
ず
、「
幸
福
」・「
善
」・「
最
高
の
知
恵
・

快
楽
・
美
徳
・
栄
誉
」
の
記
録
と
創
造
者
で
も
あ
る
。

事
実
、
ロ
マ
ン
主
義
の
勃
興
に
よ
っ
て
、
神
感
に
よ
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
は
、
も
う
一
度
近
代
に
お
い
て

そ
の
生
気
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。
Ｊ
・
Ｊ
・
ル
ソ
ー
（
一
七
一
二
︱
七
八
）
を
は
じ
め
、
Ｗ
・
ゲ
ー
テ
（
一
七
四
九
︱

一
八
三
二
）、
Ｗ
・
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
（
一
七
七
〇
︱
一
八
五
〇
）、
Ｖ
・
ユ
ゴ
ー
（
一
八
〇
二
︱
八
五
）
ら
は
い
ず
れ
も
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
霊
感
と
天
才
、
魂
と
悟
性
、
自
然
へ
の
憧
憬
と
崇
高
な
ど
に
陶
酔
し
、
そ
れ
ら
を
湛
え
、
い
ず
れ

も
芸
術
の
神
、
あ
る
い
は
神
々
（
ミ
ュ
ー
ズ
）
を
愛
し
、
そ
れ
に
祈
っ
て
い
た
ロ
マ
ン
主
義
者
だ
っ
た
。
吟
遊
詩
人
た
ち

が
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
を
語
る
前
に
、
ム
ー
サ
に
祈
願
し
て
、
神
が
か
り
に
よ
っ
て
語
り
は
じ
め
る
と
い
う
神
秘
的
、
天
才

的
詩
作
・
詩
吟
行
為
が
、
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
運
動
に
お
い
て
、
形
こ
そ
違
う
も
の
の
、
即
興
詩
人
、
作
家
、
音
楽
家
、
画

家
た
ち
を
通
じ
て
繰
り
広
が
り
、
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
一
八
世
紀
末
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
の
ハ
ー
ン
に
つ
い
て
の
情
報
が
圧
倒
的
に
少
な
か
っ

た
時
代
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
が
眠
り
に
入
る
直
前
ま
で
読
ん
で
い
た
一
節
の
文
章（

48
）

か
ら
モ
ン
ゴ
ル
の
ク
ビ
ラ
イ
・
ハ
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ー
ン
に
つ
い
て
幻
想
を
見
て
詩
を
仕
上
げ
た
と
い
う
だ
け
で
、
詩
人
の
霊
感
と
想
像
力
に
対
し
て
、
猜
疑
的
に
模
倣
説
か
、

あ
る
い
は
リ
ア
リ
ズ
ム
を
唱
え
る
読
者
は
、
ま
ず
そ
れ
を
静
聴
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ロ
マ
ン
主
義

詩
人
、
Ｓ
・
Ｔ
・
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
（
一
七
七
二
︱
一
八
三
四
）
に
つ
い
て
、
マ
リ
ー
は
「
イ
オ
ン
と
パ
イ
ド
ロ
ス
に
お
い

て
、
詩
人
は
神
話
的
理
想
像
と
な
り
、
神
の
よ
う
な
霊
的
な
存
在
と
な
り
、
幾
世
紀
に
わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
原

型
と
し
て
現
在
ま
で
発
展
し
て
き
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
そ
れ
が
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
『
ク
ー
ブ
ラ
・
カ
ー
ン
』（K

ubla 

khan
: O

r, a V
ision in a D

ream
-- A

 F
ragam

ent

）
に
霊
感
を
与
え
て
顕
現
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」（

49
）

と
い
っ
て

い
る
が
、
そ
の
ク
ビ
ラ
イ
・
ハ
ー
ン
を
夢
見
た
幻
想
詩
は
、
奇
跡
と
も
い
う
べ
き
、
ま
さ
し
く
現
代
版
の
イ
オ
ン
の
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
だ
と
も
い
え
る
。

今
一
度
私
の
心
の
中
に
あ
の
乙
女
の
調
べ
と
歌
と
を

よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

私
は
深
い
喜
び
を
感
得
し
、
い
た
み
い
っ
て

声
高
の
長
い
長
い
調
べ
で
も
っ
て

空
中
楼
閣
を
建
て
る
こ
と
だ
ろ
う
。

あ
の
陽
光
の
さ
す
快
楽
宮
だ
！
氷
の
洞
窟
だ
！

そ
の
音
を
聞
く
者
は
そ
の
存
在
に
気
づ
い
て

み
ん
な
叫
ぶ
は
ず
だ
。
彼
の
ぎ
ら
ぎ
ら
の
眼

浮
動
す
る
髪
に
気
を
つ
け
ろ
、
気
を
つ
け
ろ
！
と
。
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彼
の
周
り
に
三
度
輪
を
か
き
つ
け
、
そ
し
て

聖
な
る
畏
怖
の
念
を
抱
い
て
眼
を
閉
じ
ろ
と
。

彼
は
甘
露
を
食
の
糧
と
し
て
生
き
な
が
ら
え

楽
園
の
ミ
ル
ク
を
飲
ん
で
い
た
か
ら
だ
。（

50
）

こ
れ
は
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
そ
の
詩
の
最
後
の
一
部
分
で
、
詩
人
は
、
こ
こ
で
何
か
の
現
実
に
お
け
る
風
景
や
宮
殿
を
描

こ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
現
実
的
歴
史
上
の
人
物
を
描
出
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
い
。
作
者
自
身
の
言

葉
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
約
三
時
間
深
く
眠
り
続
け
、
少
な
く
と
も
外
的
意
識
を
失
っ
て
い
た
。
そ
し
て
睡
眠
状
態
の
中

で
、
筆
者
は
二
〇
〇
行
か
ら
三
〇
〇
行
た
ら
ず
で
は
詩
作
品
に
書
き
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
は
っ
き
り
確
信
し

て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
す
べ
て
そ
れ
と
類
似
し
た
表
現
を
生
み
出
す
も
の
の
、
意

識
的
な
造
作
を
伴
わ
な
い
で
詩
人
の
眼
前
に
観
念
と
し
て
わ
い
て
く
る
よ
う
な
詩
作
品
で
あ
る
と
実
際
に
呼
ば
れ
得
る
な

ら
ば
の
話
で
あ
っ
た
が
。
筆
者
は
目
を
覚
ま
す
と
す
ぐ
に
夢
の
中
で
見
た
こ
と
す
べ
て
を
は
っ
き
り
と
思
い
こ
せ
る
よ
う

な
気
が
し
て
、
早
速
ペ
ン
、
イ
ン
ク
、
そ
れ
に
紙
と
を
手
に
し
、
今
手
元
に
残
っ
て
い
る
詩
行
を
す
ぐ
に
、
し
か
も
夢
中

で
書
き
留
め
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
意
識
的
に
創
作
し
た
も
の
で
は
な
い
詩
を
書
き
残
し
た
の
で
、「
名
詩

人
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
大
詩
人
（
バ
イ
ロ
ン
卿 

一
七
八
八
︱
一
八
二
四
）
の
た
っ
て
の
願
い
に
よ
り
こ
こ
に
公
刊
さ
れ
」

（
51
）た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
現
実
の
、
ま
た
は
実
在
の
も
の
を
描
い
た
ミ
メ
ー
シ
ス
・
模
倣
の
こ
と
で
は
な
く
、

ま
っ
た
く
夢
か
、
幻
想
か
に
よ
っ
て
、
偶
然
に
成
就
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
文
学
史
上
、
ロ
マ
ン
主
義

の
幻
想
詩
人
の
想
像
力
、
天
才
と
恍
惚
、
霊
的
な
能
力
の
例
証
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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実
際
、
か
く
し
て
ロ
マ
ン
主
義
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
科
学
精
神
・
合
理
主
義
・
啓
蒙
主
義
に
対
し
て
、
ま
ず
詩
・

文
学
を
も
っ
て
抵
抗
し
た
が
、
そ
の
文
学
運
動
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
一
斉
に
同
時
多
発
的
に
、「
疾
風
怒
涛
」
の
ご
と
く

進
行
し
て
い
っ
た
。
そ
の
共
通
し
た
と
こ
ろ
は
、
ほ
ぼ
い
ず
れ
も
ホ
メ
ロ
ス
と
イ
オ
ン
の
よ
う
な
詩
人
の
「
詩
神
」、「
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」、
狂
気
の
文
学
へ
と
回
帰
し
、
憧
憬
す
る
よ
う
な
要
素
が
ま
つ
わ
っ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ

れ
は
い
わ
ゆ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
か
ら
ミ
ュ
ー
ズ
（
ム
ー
サ
）・
プ
シ
ュ
ケ
ー
・
霊
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
デ

ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
へ
の
傾
倒
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
含
む
啓
示
、
天
才
、
霊
感
へ
の
崇
拝
、
あ
る
い
は
想
像
力
、

自
然
流
出
、
幻
想
、
夢
想
、
妄
想
な
ど
の
自
己
陶
酔
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
二
〇
世
紀
に
お
い
て
の
無
意
識
の
発
見
や
自

動
筆
記
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、
あ
る
い
は
深
層
構
造
の
発
見
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」、
狂

気
の
起
源
に
立
ち
戻
ろ
う
と
し
た
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
、
そ
の
形
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
に
変
え
な
が
ら
、
現
代

ま
で
生
き
長
ら
え
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。

か
く
し
て
、「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」、「
狂
気
」
の
文
学
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
、
目
覚
め
、
一
時
期
再
興
し
た
が
、

理
性
と
現
実
に
守
ら
れ
て
き
た
模
倣
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
文
学
は
、
や
は
り
最
終
的
に
常
に
多
く
の
市
民
権
を
勝
ち
取
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
詩
・
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
は
、
近
代
に
お
い
て
、
ミ
メ
ー
シ
ス
を
唱
え

る
文
学
は
、
常
に
リ
ア
リ
ズ
ム
を
バ
ッ
ク
に
理
論
的
に
保
証
さ
れ
て
、
本
稿
の
冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
言
葉
か
ら
様

式
・
技
法
な
い
し
修
辞
学
・
言
語
学
・
心
理
学
・
精
神
分
析
・
社
会
学
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
を
通
じ
て
解
釈
し
て
、
答

え
を
与
え
て
き
た
。
そ
れ
は
退
屈
な
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
確
か
に
単
純
で
安
定
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」、「
狂
気
」
の
文
学
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
攻
め
ら
れ
て
い
た
イ
オ
ン
と
同
じ
よ
う
に
、
起
源
か
ら
そ

う
で
あ
っ
て
、
そ
の
問
い
か
け
に
最
も
喫
緊
に
答
え
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
明
確
な
答
え
た
試
し
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
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と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
の
伝
統
の
な
か
、
早
く
か
ら
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（
二
〇
五
？
︱

二
七
〇
）
の
霊
魂
説
や
、
そ
れ
を
継
承
し
た
プ
ロ
ク
ロ
ス
（
四
一
二
︱
四
八
五
）
が
詩
と
詩
人
へ
の
擁
護
と
定
義
を
施
し

た
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
後
世
の
作
家
た
ち
に
霊
感
を
与
え
た
も
の
の
、
そ
れ
自
体
は
「
究
極
的
に
は
、
愛
の
力
と

詩
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
助
力
に
よ
っ
て
魂
の
本
来
の
イ
デ
ア
界
、
真
実
の
家
に
戻
る
」（

52
）

た
め
で
あ
り
、「
詩
・

文
学
と
は
何
か
」
に
正
面
か
ら
答
え
を
与
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

九
、
現
代
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
「
詩
の
弁
護
」

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
は
、
ホ
メ
ロ
ス
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ

ム
、
そ
し
て
ロ
マ
ン
主
義
文
学
ま
で
の
伝
承
の
経
路
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
存
在
を
改
め
て
見
直
そ
う
と
い
う
研

究
は
、
二
〇
世
紀
九
〇
年
代
か
ら
、
つ
い
新
た
に
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
ま
ず
ア
ン
ナ
・
ボ

ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
サ
ー
ラ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
る
編
著
『
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
英
文
学
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
』（A

nna 

B
aldw

in and S
arah H

utton (E
ds.).  Platonism

 and the E
nglish Im

agination.  C
am

bridge U
niversity P

ress, 

1994.

）（
53
）

と
い
う
初
め
て
の
グ
ル
ー
プ
あ
げ
て
の
研
究
成
果
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
の
二
八
名
の
著
者
に
よ
る
こ
の
総
合
的
研
究
は
、
西
欧
文
学
の
伝
統
に
お
け
る

霊
感
説
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
、
文
学
研
究
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
理
性
主
義
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
唯
物
主
義

と
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
を
是
正
す
る
含
意
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
ロ
マ
ン
主
義
作
家
た
ち
の
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
、
ワ
ー
ズ
ワ

ー
ス
、
シ
ェ
リ
ー
か
ら
現
代
の
イ
ェ
ッ
ツ
、
マ
ー
ド
ッ
ク
ら
ま
で
新
た
に
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
作
品
に
お
け
る
天
才
、
イ
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マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
狂
気
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
光
を
当
て
、
古
典
の
詩
と
哲
学
の
起
源
か
ら
水
脈
を
引
い
て
、

そ
の
霊
感
説
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
ロ
マ
ン
主
義
の
天
才
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
現
象
は
、
地
中
海
地
域
の
長
い
伝
統
と
し
て
改
め
て
見

直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
、
は
る
か
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ホ
メ
ロ
ス
や
イ
オ
ン
の
よ
う
な
吟
遊
詩
人
の
狂
気
、
入
魂
、
神

感
を
尊
ぶ
伝
統
が
中
世
を
通
じ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
開
花
し
て
き

た
と
い
う
研
究
が
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
古
代
の
英
雄
叙
事
詩
を
語
る
吟
遊
詩
人
（
ラ
プ
ソ
ー
ド

R
hapsode

）
が
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
即
興
詩
・
即
興
詩
人
（im

provisation
; im

provisator

）
の

形
で
一
七
五
〇
年
か
ら
一
八
五
〇
年
の
間
に
イ
タ
リ
ア
社
会
的
に
盛
ん
に
な
り
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ロ
マ
ン
主
義
文
学
に

影
響
を
与
え
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
発
生
、
伝
播
な
い
し
展
開
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
、
比
較
文
学
研
究
者
ア
ン

ジ
ェ
ラ
・
エ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

今
ま
で
大
方
の
ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
天
才
（G

enius

）、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
想
像
力

（Im
agination

）、
自
然
流
出
（S

pontaneous

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
に
お
け
る
そ
の

詩
学
的
、
理
論
的
な
起
源
の
現
象
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
『
抒
情
歌
謡
集
』
の
「
序
」
に
お
け
る
「
お
の
ず
か
ら
溢
れ
出

す
」（T

he spontaneous

）
と
『
序
曲
』
の
「
導
入
」
に
お
け
る
「
自
然
流
出
的
」（S

pontaneously

）（
54
）

と
、
オ
ー

ド
「
霊
魂
不
滅
の
啓
示
」（Intim

ations of Im
m

ortality

）
や
、
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
に
求
め
ら
れ
、

そ
の
最
初
の
理
論
的
な
証
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
エ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー
は
、
む

し
ろ
そ
れ
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
や
ゲ
ー
テ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
近
代
の

吟
遊
詩
人
で
あ
る
即
興
詩
人
や
即
興
詩
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
形
で
広
く
社
会
的
に
知
ら
れ
、
そ
れ
が
天
才
・
イ
ン
ス
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ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
尊
ば
れ
、
と
く
に
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
わ
た
っ
て
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
劇

場
・
サ
ロ
ン
・
専
門
の
ス
テ
ー
ジ
・
街
道
・
市
場
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
た
各
種
の
即
興
詩
・
即
興
芸
術
に
あ
る
の
だ
と
い

う
。
当
時
は
イ
タ
リ
ア
の
各
地
に
お
い
て
即
興
詩
・
即
興
芸
術
の
各
種
の
コ
ン
テ
ス
ト
・
競
演
な
ど
が
催
さ
れ
、
そ
れ
ら

の
興
行
に
は
、
天
才
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
一
般
的
な
現
象
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た

イ
タ
リ
ア
の
即
興
詩
人
ら
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
天
才
と
想
像
力
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
表
現
の
顕
わ
れ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
イ
タ
リ
ア
へ
の
旅
行
者
の
文
人
、
芸
術
家
た
ち
を
魅
了
し
て
い
た（

55
）。

言
い
換
え
れ
ば
、
ロ
マ
ン
主

義
の
天
才
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
想
像
力
な
ど
の
発
生
は
、
ド
イ
ツ
の
「
疾
風
怒
涛
」（
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・

ド
ラ
ン
グ
）
か
ら
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
湖
畔
派
詩
人
」
か
ら
で
も
な
く
、
そ
れ
は
ま
ず
そ
の
起
源
を
ギ
リ
シ
ア
・

地
中
海
の
吟
遊
詩
人
・
即
興
詩
人
の
伝
統
に
遡
り
、
そ
の
即
興
詩
・
即
興
芸
術
が
イ
タ
リ
ア
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
よ
っ
て
伝

承
さ
れ
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
活
躍
し
て
い
た
即
興
詩
人
に
そ
の
起
源
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

し
か
も
そ
の
即
興
詩
人
た
ち
と
観
衆
の
参
与
に
よ
っ
て
共
同
で
創
出
さ
れ
た
即
興
詩
の
世
界
を
体
験
し
た
人
た
ち
、
い

わ
ば
そ
れ
を
目
撃
し
、
経
験
し
た
人
た
ち
の
足
跡
を
理
解
し
、
追
体
験
す
る
こ
と
か
ら
、
ロ
マ
ン
主
義
の
天
才
、
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
時
代
の
イ
タ
リ
ア
各
地
に
お
い
て
催
さ
れ
た
即
興

詩
人
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
域
か
ら
の
詩
人
・
芸
術
家
の
旅
行
者
ら
を
魅
了
し
、
彼
ら
は

そ
の
天
才
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
各
種
の
記
録
、
伝
聞
、
紀
行
文
、
手
紙
に
よ
っ
て
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ

語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
な
ど
を
通
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
伝
え
た
と
い
う（

56
）。

そ
し
て
か
つ
ま
た
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代

に
は
、
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
の
即
興
詩
人
た
ち
は
ま
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
へ
興

行
に
出
か
け
、
そ
の
天
才
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
即
興
の
形
で
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
、
例
え
ば
、
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ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
即
興
的
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
ス
タ
ー
ル
夫
人
（A

nne L
ouise G

erm
aine de S

tael, 

1766-1817

）
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
レ
テ
ィ
シ
ア
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ン
ド
ン
（L

etitia E
lizabeth L

andon, 1802-38

）

ま
で
の
女
性
詩
人
を
含
み
、
多
く
の
ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
主
要
な
担
い
手
が
彼
ら
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
通
じ
て
そ
れ
ら
を

体
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
、
エ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

し
か
も
、「
即
興
」
と
は
、
イ
タ
リ
ア
人
の
独
特
な
詩
的
創
造
力
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
と
し
て
認
識
さ
れ
た
が
、

そ
れ
が
よ
り
広
範
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
新
興
し
た
ロ
マ
ン
主
義
美
学
の
天
才
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル

と
引
き
立
て
役
と
し
て
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ロ
マ
ン
主
義
文
化
の
主
な
担
い
手
た
ち
は
、

ロ
マ
ン
主
義
の
創
造
的
天
才
の
概
念
が
も
っ
と
古
い
地
中
海
の
詩
歌
の
創
造
の
伝
統
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
こ
と

を
理
解
し
て
い
た
し
、
彼
ら
は
自
ず
か
ら
直
接
の
経
験
を
通
し
て
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
、
ヘ
ル
ダ
ー
、

ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
、
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
モ
ー
リ
ッ
ツ
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ァ
イ
ブ

リ
ン
ガ
ー
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
、
バ
イ
ロ
ン
、
メ
ア

リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
、
パ
ー
シ
ー
・
ビ
ッ
シ
ュ
・
シ
ェ
リ
ー
と
、
彼
ら
全
員
の
側
近
の
人
々
と
、
シ
ド
ニ
ー
・
オ
ウ
ェ

ン
ソ
ン
（
モ
ー
ガ
ン
夫
人
）、
ブ
レ
シ
ン
グ
ト
ン
伯
爵
夫
人
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
イ
ケ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
は
、
揃
っ

て
み
ん
な
そ
う
で
あ
り
、
少
数
の
北
欧
の
作
者
が
外
国
の
演
技
的
な
現
象
と
し
て
受
け
止
め
た
の
を
含
め
、
み
ん
な

自
分
の
審
美
的
価
値
の
発
展
の
た
め
に
イ
タ
リ
ア
の
即
興
詩
を
受
容
し
て
い
た
の
で
あ
る
。（

57
）

か
く
し
て
、
イ
タ
リ
ア
へ
の
文
人
旅
行
者
と
、
イ
タ
リ
ア
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
し
て
の
即
興
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
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ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
を
崇
め
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
感
情
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広
が
っ
て
い
た
。
そ
の
即
興
詩
人
た
ち
の
上
演

は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
を
は
じ
め
、
古
典
を
喜
怒
哀
楽
の
感
情
的
教
養
と
し
た
観
衆
に
と
っ
て
、
ま
る
で
人
々
が
古
代
ギ

リ
シ
ア
時
代
に
回
帰
し
た
よ
う
な
気
分
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
即
興
詩
人
を
通
じ
て
、
い
つ
で
も
古
典
の
抒
情

詩
、
英
雄
叙
事
詩
を
生
き
生
き
と
目
の
当
た
り
に
し
て
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う
。
こ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
天
才
、

あ
る
い
は
狂
気
に
よ
る
感
情
・
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
時
多
発
的
に
進
行
し
、
ま
る
で

そ
れ
ま
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
感
情
・
感
性
・
美
意
識
に
啓
示
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
詩
人
、
作
家
、
文
人
た
ち
な
ど

は
こ
ぞ
っ
て
、
霊
感
説
・
神
感
説
を
謳
歌
し
、
そ
れ
が
我
が
身
に
訪
れ
、
昂
揚
し
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
ナ
ル
な
激
情
に
陶

酔
し
、
そ
の
狂
気
を
伴
う
歓
喜
と
悲
哀
の
渦
巻
き
の
な
か
、「
疾
風
怒
涛
」
の
ご
と
く
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
わ

れ
わ
れ
は
現
在
で
さ
え
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
作
品
か
ら
読
み
取
れ
よ
う
。
当
時
、
あ
る
即
興
詩
の
上
演
の
後
、
作
家
メ
ア

リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
（
一
七
九
七
︱
一
八
五
一
）
は
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
友
人
へ
の
手
紙
に
こ
う
書
い
て
い
た
と

い
う
。

私
は
、
今
こ
こ
で
、
あ
な
た
に
素
晴
ら
し
い
か
つ
美
し
い
知
的
な
一
つ
の
即
興
劇
の
上
演
を
目
撃
し
た
こ
と
を
伝

え
た
い
。
…
…
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
奇
跡
が
顕
わ
れ
た
の
だ
…
…
。
神
こ
そ
知
れ
、
そ
の
人
は
努
力
し
て
詩
人
に
な

っ
て
い
る
が
、
神
の
末
裔
の
代
わ
り
に
現
代
の
即
興
詩
人
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

即
興
詩
人
は
、
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
ロ
マ
ン
主
義
文
学
者
に
天
才
の
啓
示
を
与
え
、
そ
し
て
多
く
の
ロ
マ
ン
主
義
文

学
者
は
ま
た
ミ
ュ
ー
ズ
か
ら
の
授
か
る
天
才
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
い
た
が
、
狂
気
の
精
神
的
な
境
地
を
即
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興
詩
人
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
発
見
し
、
彼
ら
を
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
々
に
よ
る
「
奇
跡
」
だ
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
ま
た
さ
ら
に
自
分
の
身
に
も
起
こ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
途
絶
え
る
こ
と
な
く
保
つ
よ
う
に
と
、
ミ
ュ
ー

ズ
の
女
神
た
ち
に
祈
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
即
興
詩
人
と
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
者
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
い
み
じ
く
も
彼
ら（
彼
女
ら
）

よ
り
も
約
二
〇
〇
〇
年
前
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
吟
遊
詩
人
イ
オ
ン
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
定
義
し
た
の
と
同
じ
こ

と
で
あ
っ
た
。
文
学
理
論
史
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
決
定
的
な
一
く
だ
り
、
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
イ
オ
ン
と
の
対
話
の

一
く
だ
り
を
思
い
起
こ
し
て
も
ら
い
た
い
。

と
い
う
の
は
、
叙
事
詩
の
す
ぐ
れ
た
詩
人
た
ち
は
す
べ
て
、
技
術
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
入
神
状
態
に
あ
っ
て
、

神
（
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
々
、
引
用
者
）
に
憑
か
れ
て
、
そ
の
す
べ
て
の
美
し
い
詩
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し

て
ま
た
、
す
ぐ
れ
た
抒
情
詩
人
た
ち
も
同
様
で
あ
る
。（
中
略
）
な
ぜ
な
ら
詩
人
と
い
う
の
は
軽
い
、
羽
の
生
え
て

い
る
、
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
入
神
状
態
に
な
っ
て
正
気
を
失
い
（
狂
気
、
引
用
者
）、
も
は
や
み
ず
か
ら

の
う
ち
に
理
性
を
と
ど
め
て
い
な
い
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
（
前
掲
〈
二
、

詩
人―

―

神
感
説
〉
の
引
用
文
を
見
よ
）。

シ
ェ
リ
ー
は
、
即
興
詩
の
上
演
で
、
即
興
詩
人
を
通
じ
て
ま
る
で
古
代
の
イ
オ
ン
を
目
撃
し
、
古
代
の
円
形
劇
場
に
囲

ん
で
い
た
聴
衆
と
同
じ
よ
う
な
体
験
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
今
や
「
奇
跡
が
顕
わ
れ
た
の
だ
」
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
イ
タ
リ
ア
の
即
興
詩
人
た
ち
は
、
現
代
の
吟
遊
詩
人
の
イ
オ
ン
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
エ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー
の
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
即
興
詩
と
即
興
詩
人
の
研
究
は
、
ま
さ
し
く

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
吟
遊
詩
人
の
伝
統
が
現
代
ま
で
脈
々
と
継
承
し
て
き
た
こ
と
を
み
ご
と
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も

彼
女
は
、
一
九
世
紀
の
半
ば
に
な
っ
て
く
る
と
、
即
興
詩
人
の
天
才
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
狂
気
と
と
も
に
、
社
会

的
な
不
安
定
な
要
素
と
看
做
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
階
級
、
あ
る
い
は
経
済
シ
ス
テ
ム
の
破
壊
的
な
要
因
と
不
健
康
な
現

象
と
し
て
看
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
社
会
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
象
を
も
明
ら
か
に
し
た（

58
）。

そ
れ
は
、
非
常
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
現
象
で
は
あ
る
が
、
歴
史
が
反
復
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
構
想
し
た
『
国
家
』
の
第

一
〇
巻
に
お
け
る
「
詩
人
追
放
」（

59
）

の
現
象
が
、
い
ま
や
後
期
ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
お
い
て
、
実
際
、
こ
の
社
会
に
現

実
と
し
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
み
じ
く
も
エ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー
の
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
緻
密

な
伝
記
・
手
記
・
紀
行
文
の
研
究
に
よ
っ
て
、
ま
た
も
や
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
オ
ン
」
に
お
け
る
「
詩
人
神
感
説
」
と
『
国

家
』
第
一
〇
巻
に
お
け
る
「
詩
人
追
放
」
と
の
対
立
と
矛
盾
と
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
人

間
自
身
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
自
己
矛
盾
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
実
際
、
西
欧
ロ
マ
ン
主
義
初
期

の
社
会
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
オ
ン
」
と
同
じ
よ
う
に
、
即
興
詩
人
を
天
分
・
天
才
と
し
て
認
め
、
理
性
主
義
・
啓
蒙
主

義
に
敢
然
と
し
て
立
ち
向
か
い
、
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
と
詩
人
を
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
々
に
よ
っ
て
入
魂
さ
れ
た
特
殊
な
才
能
・

狂
気
と
し
て
歓
迎
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
後
期
に
な
っ
て
く
る
と
、
社
会
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
第

一
〇
節
に
指
摘
し
た
通
り
、
そ
の
天
才
・
狂
気
を
社
会
的
な
不
安
定
な
要
素
だ
と
看
做
し
、
そ
れ
を
異
常
で
か
つ
病
気
の

よ
う
に
扱
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
「
追
放
」
し
た
の
で
あ
る
が
、
吟
遊
詩
人
・
即
興
詩
人
と
ロ
マ
ン
主
義
文
学
と
詩
人
た

ち
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
の
国
家
と
同
じ
よ
う
に
、
現
代
の
理
性
主
義
を
唱
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
つ
い
に
廃
れ

て
（「
追
放
さ
れ
て
」）
い
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
「
イ
オ
ン
」
が
生
き
て
お
り
、「
追
放
」
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さ
れ
る
ほ
ど
存
在
し
て
お
り
、
現
代
ま
で
生
き
長
ら
え
て
い
る
一
つ
の
傾
向
で
あ
る
。

一
〇
、
東
方
の
受
容

こ
の
起
源
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
言
説
に
お
い
て
の
対
立
現
象
と
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
見
ら
れ
た
対
立
の
現
象
と
の

相
似
性
と
伝
承
性
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
ア
ン
ナ
・
ブ
レ
ド
ウ
ィ
ン
と
サ
ー
ラ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
る
『
プ
ラ
ト
ン

主
義
と
英
文
学
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
』
や
、
ペ
ネ
ロ
ピ
・
マ
リ
ー
の
力
作
『
詩
歌
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
』（P

enelope 

M
urray. Plato on Poetry. C

am
bridge U

niversity P
ress, 1997

）、
ま
た
は
同
じ
く
ペ
ネ
ロ
ピ
・
マ
リ
ー
編
集
し
、

氏
を
含
め
一
二
名
の
哲
学
・
文
献
学
・
文
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
執
筆
し
た
『
天
才―

―

そ
の
思
想
の
歴
史―

―

』

（P
enelope M

urray (E
d.) G

enius: the H
istory of an Idea. B

asil B
lackw

ell, 1989

）
な
ど
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ

て
、
文
献
学
的
、
歴
史
学
的
、
ま
た
は
文
学
の
系
譜
学
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
対
立
・
矛
盾
・
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
は
、
一
体
そ
の
ま
ま
並
列
し
て
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
対
立
の
ま
ま
、
異
文
化
同
士
の
読
者
が
そ
れ
を
受
容
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
六
世
紀
以
来
、「
西
力
東
漸
」
し
て
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
後
半
か
ら
東
方
側
が
西
欧
文
学
を
受
容
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
西
欧
文
学
の
内
部
に
お
け
る
対
立
と
矛
盾
は
、
ど
う
で
あ
れ
、
と
も
か
く
そ
れ
を
慎
重
に
解

析
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
て
き
た
の
が
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
最
初
は
新
鮮
だ
っ
た
が
、
ま
も
な
く
そ
れ
が
東

方
側
の
文
学
の
伝
統
に
衝
撃
を
与
え
、
の
ち
に
伝
統
的
な
文
学
に
は
解
体
を
も
た
ら
す
価
値
シ
ス
テ
ム
だ
と
感
じ
ら
れ
、

そ
れ
が
ま
た
困
惑
・
拒
否
・
抵
抗
を
駆
り
立
て
る
よ
う
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
西
欧
文
学
は
、
東
方
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側
の
文
学
伝
統
を
補
強
す
ら
与
え
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
が
あ
り
、
そ
の
「
感
情
・
情
緒
シ
ス
テ
ム
」
は
、
も
っ
と

多
く
の
場
合
は
、
刺
激
・
昂
揚
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
概
し
て
言
っ
て
み
れ
ば
、
洪
水
の
よ
う
に
西
欧
文
学
の
多
様

な
流
派
、
潮
流
、
見
解
な
ど
が
東
漸
す
る
の
に
対
し
て
、
東
方
側
は
、
審
ら
か
に
解
析
の
暇
な
く
、
混
合
の
ま
ま
に
受
容

し
、
さ
ら
に
西
欧
の
「
感
情
・
情
緒
シ
ス
テ
ム
」
を
、
そ
の
ま
ま
東
方
の
既
存
の
「
感
情
・
情
緒
シ
ス
テ
ム
」
と
混
合
し

て
、
あ
る
い
は
東
方
の
既
存
の
「
感
情
・
情
緒
シ
ス
テ
ム
」
が
塗
り
替
え
ら
れ
る
よ
う
に
受
容
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

明
治
以
来
、
そ
う
い
っ
た
西
欧
文
学
の
受
容
に
お
い
て
複
雑
な
様
相
を
見
せ
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
一
般
の
儒
教

の
『
詩
経
』「
詩
大
序
」
か
ら
始
ま
っ
た
、
修
辞
学
的
技
法
を
重
視
す
る
傾
向
（
後
『
文
心
彫
龍
』（
五
世
紀
末
？
）
な
ど

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
）
の
あ
る
伝
統
が
、
み
ご
と
に
プ
ラ
ト
ン
の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
文
学
観
を
継
承
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
『
詩
学
』
並
び
に
『
弁
論
術
』
の
修
辞
学
の
伝
統
に
対
応
し
、
そ
れ
を
受
容
し
、
そ
れ
に
応
答
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
で
奇
し
く
も
プ
ラ
ト
ン
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
文
学
観
が
無
視
さ
れ
た
か
、
も
し
く
は
故
意
に
避
け
ら
れ

た
と
い
え
る
。
む
し
ろ
、
修
辞
学
・
技
法
を
中
心
に
、
詩
・
文
学
を
鑑
賞
し
、
研
究
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
我
田
引
水
の

ご
と
く
、
自
由
自
在
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
と
そ
の
伝
統
の
修
辞
学
・
美
学
を
受
容

す
る
の
に
は
積
極
的
な
面
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
、
と
り
わ
け
、
東
方
に
お
い
て
ま
ず
、「
日
本
を
代

表
選
手
と
し
て
」（

60
）、

明
治
初
期
か
ら
積
極
的
に
西
欧
の
文
学
を
受
容
し
、
大
量
な
訳
書
と
著
書
を
著
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
な
か
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
の
基
本
ジ
ャ
ン
ル
分
け
と
、
詩
の
効
用
「
感
動
ノ
放
開
」（
カ
タ
ル
シ
ス
）

を
中
心
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
文
学
観
を
初
め
て
訳
文
を
通
じ
て
日
本
に
導
入
し
た
の
は
、
数
学
者
・
政
治
家
の
菊
池
大
麓

（
一
八
五
五
︱
一
九
一
七
）
で
あ
る
。
彼
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
『
百
科
全
書
』
の
項
目
「
修
辞
及
華
文
」（R

hetoric and 

B
ells-letters

）（1879

）（
61
）

を
皮
切
り
に
、
文
学
、
詩
学
と
は
、
日
本
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
と
修
辞
学
と
混
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合
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
単
に
「
修
辞
学
」・「
弁
論

術
」
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
尾
崎
行
雄
の
訳
し
た
『
公
会
演
説
法
』（
一
八
七
七
）
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
が
）。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
そ
の
原
本
に
な
る
文
章
（「
修
辞
及
華
文
」）
は
、
詩
学
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
修
辞
学
・

文
章
ス
タ
イ
ル
・
詩
学
・
美
学
を
も
っ
て
総
合
的
に
国
民
を
啓
蒙
す
る
た
め
の
「
百
科
事
典
」
の
部
分
で
あ
っ
た
。

そ
の
「
修
辞
及
華
文
」
に
は
、
修
辞
学
と
詩
学
が
次
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。「
一
般
文
体
ノ
品
格
ヲ
論
ズ
」
と
い

う
節
に
は
、「
簡
易
、
明
晰
、
勢
力
、
感
動
、
徹
底
、
典
雅
・
擁
容
等
、
音
調
、
比
喩
・
象
徴
、
奇
警
、
換
語
・
情
況
・

着
色
、
跌
宕
、
富
麗
、
哀
情
、
滑
稽
・
譏
刺
・
戯
虐
、
層
構
ノ
豊
潤
、
単
純
對
言
式
」
と
い
う
純
粋
に
修
辞
学
の
項
目
を

立
て
、
そ
の
次
に
「
通
知
」
と
い
う
節
に
は
、「
行
旅
日
記
、
歴
史
文
章
、
証
明
記
文
」
と
い
う
文
章
の
ス
タ
イ
ル
に
つ

い
て
の
項
目
を
立
て
、
そ
の
次
に
「
説
服
」
と
い
う
文
章
の
論
理
性
を
説
く
項
目
を
立
て
て
、
最
後
に
「
詩
文
ノ
術
」
と

い
う
項
目
に
は
、「
楽
詩
、
史
詩
、
戯
曲
」
と
い
う
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
が
あ
て
ら
れ
、

文
学
が
説
明
さ
れ
て
い
る（

62
）。

具
体
的
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の「
楽リ

リ
ク
・
ポ
エ
ー
ト
リ
ー

詩（
即
ち
小
曲
）」、「
史エ

ピ
ッ
ク詩

」、「
戯ド

ラ
マ曲

」、「
悲
哀
劇
」、

「
快
楽
劇
」（「
抒
情
詩
・
叙
事
詩
・
劇
・
悲
劇
・
喜
劇
」）
に
従
っ
て
い
る
が
、
し
か
も
、
そ
の
詩
学
の
項
目
の
「
詩
文
の

術
」
に
お
い
て
、
冒
頭
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
文
学
者
で
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
を
提
唱
す
る
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
詩

に
つ
い
て
の
定
義
を
「
狭
小
」、「
偏
向
」
だ
と
評
し
、
詩
・
文
学
と
は
「
殊
ニ
言
語
ニ
籍
テ
表
ス
ヘ
キ
思
想
形
状
等
ヲ
互

ニ
相
調
和
シ
又
之
ヲ
言
語
ト
調
和
ス
ル
コ
ト
是
レ
詩
術
ノ
大
主
意
ト
ナ
ス
」（

63
）

と
、
ミ
メ
ー
シ
ス
文
学
観
の
一
環
と
す

る
表
現
（
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
を
中
心
に
、
詩
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文

学
観
は
、
こ
う
し
て
、
最
初
の
受
容
に
お
い
て
す
で
に
遠
ざ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
の
ち
の
日
本
の
文
学
理

論
の
一
環
と
し
て
考
案
さ
れ
た
『
小
説
神
髄
』（
一
八
八
六
）（

64
）

の
坪
内
逍
遥
（
一
八
五
九
︱
一
九
三
五
）
に
も
大
き
な
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影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
と
し
て
、
詩
学
受
容
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
修
辞
学
・
詩
学
・
美

学
・
文
章
ス
タ
イ
ル
な
ど
を
十
把
一
か
ら
げ
に
受
容
し
て
、
国
民
を
啓
蒙
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
急
務
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
日
本
の
詩
学
の
近
代
化
に
お
い
て
の
濫
觴
・
原
型
と
も
い
う
べ
き
、
こ
の
「
修
辞
及
華
文
」
は
、

そ
の
後
の
詩
学
の
発
展
の
運
命
を
決
定
し
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
の
行

方
と
展
開
も
定
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
西
欧
文
学
は
、
東
方
に
伝
来
早
々
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
が
修
辞
学
と
共
に
紹
介
さ
れ
、

し
か
も
、
そ
れ
が
近
代
文
章
の
ス
タ
イ
ル
、
ジ
ャ
ン
ル
ま
で
も
網
羅
し
た
も
の
で
、
啓
蒙
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

（
啓
蒙
の
効
果
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
有
効
だ
っ
た
）。
し
か
し
、
文
学
・
詩
学
に
つ
い
て
、
結
局
、
単
に
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
に
止
ま
っ
て
お
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
は
、
導
入
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
と
修
辞
学
は
、
の
ち
に
「
東
京
専
門
学
校
」
を
中
心
に
受
容
さ
れ
る
が
、
早
稲
田

大
学
の
誕
生
と
と
も
に
、
早
稲
田
大
学
が
日
本
修
辞
学
発
祥
の
地
と
な
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
と
修
辞
学
が
、

着
実
に
東
方
の
伝
統
と
融
合
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
早
稲
田
大
学
の
修
辞
学
研
究
の
創
出
者
と
な
る
高
田
早
苗

（
一
八
六
〇
︱
一
九
三
八
）
の
『
美
辞
学
』（
一
八
八
九
）
と
、
坪
内
逍
遥
「
美
辞
論
稿
」（
一
八
八
五
）『
修
辞
学
講
話
』

（
一
八
九
〇
？
）
と
、
島
村
瀧
太
郎
〈
抱
月
〉（
一
八
七
一
︱
一
九
一
八
）
の
『
新
美
辞
学
』（
一
九
〇
二
）
な
ど
は
、
い

ず
れ
も
修
辞
学
と
詩
学
と
美
学
を
混
合
し
て
受
容
し
て
い
た
が
、
西
欧
側
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
合
理
主
義
が
ま
す
ま
す
主
流

と
な
っ
た
こ
と
も
加
え
、
そ
の
結
果
、
日
本
に
お
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
、
本
稿
の
い
う
ミ
メ
ー
シ
ス
文
学

観
は
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
写
実
主
義
の
形
で
ほ
ぼ
定
着
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。



099 概念としての文学

そ
の
な
か
、
と
く
に
、
高
田
早
苗
の
「
美
辞
学
」
の
創
出
、
坪
内
逍
遥
の
文
学
に
つ
い
て
の
言
説
と
、
の
ち
の
島
村
の

『
新
美
辞
学
』
と
、
五
十
嵐
力
（
一
八
七
四
︱
一
九
四
七
）
の
『
新
文
章
講
話
』（
一
九
〇
五
）
は
、
そ
の
後
の
詩
学
、
修

辞
学
、
美
学
の
展
開
を
ほ
ぼ
方
向
づ
け
た
と
い
え
よ
う
。

西
欧
の
詩
学
、
修
辞
学
、
美
学
な
ど
を
総
合
的
に
受
容
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
体
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
り
効
果
的

か
、
高
田
早
苗
は
ま
ず
「
美
辞
学
」
と
い
う
用
語
に
苦
心
し
、
そ
し
て
『
美
辞
学
』
と
い
う
本
を
ま
と
め
、
西
欧
詩
学
、

修
辞
学
、
美
学
を
網
羅
し
た
、
新
し
い
分
野
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
考
え
の
経
緯
と
目
的
を
『
美
辞
学
』
の
緒
言

と
総
論
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

著
者
は
大
に
美
辞
学
上
術
語
の
妥
当
な
る
訳
字
を
看
出
す
能
わ
ざ
る
に
窘
み
た
り
斯
書
の
題
名
な
る
美
辞
学
の
文

字
と
雖
尚
恐
ら
く
は
全
く
非
難
を
免
る
ゝ
能
は
ざ
る
可
し
況
ん
や
其
他
の
術
語
を
や
世
間
或
は
斯
学
を
以
て
修
辞
学

と
名
く
る
者
あ
り
然
れ
共
修
辞
の
文
字
た
る
古
来
東
洋
に
存
在
し
た
る
者
に
し
て
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
な
る
学
問
の
訳

語
に
あ
ら
ず
故
に
古
く
修
辞
通
と
題
し
た
る
如
き
小
冊
子
あ
り
と
雖
其
説
く
所
の
範
囲
極
め
て
狭
隘
に
し
て
決
し
て

著
作
談
論
批
評
を
能
く
す
る
を
教
ふ
る
学
問
と
全
一
の
者
に
非
ず
故
に
著
者
は
世
の
誤
解
を
来
た
さ
ん
事
を
恐
れ
別

に
美
辞
学
な
る
名
称
を
用
ひ
た
り
読
者
乞
ふ
故
な
く
し
て
強
て
新
奇
の
語
を
用
ひ
た
り
と
罵
る
事
勿
れ
。（

65
）

そ
し
て
、「
美
辞
学
」
の
目
的
は
、
表
現
す
る
方
法
と
他
人
の
文
章
を
鑑
賞
し
て
批
評
す
る
方
法
と
し
て
探
索
す
る
も

の
で
、
そ
の
「
法
則
」
い
わ
ば
原
則
は
、
人
を
束
縛
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
由
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
思
想
を

表
現
し
、「
徳
義
」
を
も
高
め
、
人
々
を
啓
蒙
し
て
喜
ば
せ
る
こ
と
だ
と
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
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余
輩
を
し
て
己
れ
の
思
想
を
吐
露
す
る
に
巧
妙
の
手
段
を
取
ら
し
め
且
つ
他
人
の
文
章
の
長
短
美
醜
あ
る
所
以
を

看
破
弁
識
す
る
こ
と
と
を
得
せ
し
む
る
も
の
な
り
（
中
略
）
要
す
る
に
美
辞
学
を
研
究
し
て
而
し
て
後
始
め
て
文
学

上
の
妙
趣
を
覚
る
事
を
得
ん
即
ち
文
学
上
の
妙
趣
を
暁
る
事
を
得
ば
其
心
自
ら
高
尚
優
美
に
赴
き
徳
義
も
亦
進
歩
す

べ
し
加
ふ
る
に
古
今
東
西
大
家
の
文
章
を
読
ん
で
夫
の
俗
輩
の
暁
り
得
ざ
る
所
の
愉
快
を
享
受
す
る
を
得
べ
し
概
言

す
れ
ば
美
辞
学
は
人
を
し
て
開
化
に
進
ま
し
め
塵
世
に
在
り
な
が
ら
清
浄
の
快
楽
を
得
せ
し
む
る
者
な
り
。（

66
）

明
治
初
期
、
高
田
早
苗
は
西
欧
文
学
に
か
か
わ
る
主
な
分
野
と
し
て
修
辞
学
、
詩
学
、
美
学
を
網
羅
す
る
よ
う
な
ジ
ャ

ン
ル
を
設
け
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
背
景
に
は
、
い
み
じ
く
も
先
述
の
孔
子
の
『
論
語
』
の
教
え
と
『
詩
経
』「
詩
序
」
か

ら
始
ま
っ
た
儒
教
的
な
文
学
観
、
い
わ
ば
文
学
を
道
徳
、「
徳
義
」
を
推
進
す
る
道
具
と
し
て
の
文
学
観
が
見
え
隠
れ
、

修
辞
学
的
技
法
を
重
視
す
る
伝
統
（『
文
心
彫
龍
』
な
ど
）
を
も
配
慮
し
、
か
つ
日
本
の
開
化
、
啓
蒙
の
目
的
に
達
す
る
よ

う
に
工
夫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
見
事
な
東
西
融
合
・
混
合
し
た
戦
略
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
『
美
辞
学
』
の
緒
言
に
高
田
早
苗
は
さ
ら
に
「
友
人
な
る
坪
内
雄
蔵
、
饗
庭
篁
村
、
三
上
参
次
、
森
貞
二
郎
、
中
島

幹
事
の
諸
氏
著
者
の
顧
問
に
応
じ
著
者
を
助
け
た
る
こ
と
」
と
謝
辞
を
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
初
期
段
階
で
坪
内
逍
遥
が

す
で
に
感
謝
さ
れ
て
い
た
の
が
、
興
味
深
い
。

か
く
し
て
、
日
本
の
近
代
化
の
最
初
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
・
修
辞
学
を
中
心
に
、
し
か
も
混
合
し
た
形
で
、

西
欧
詩
学
が
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
、
写
実
主
義
を
唱
え
た
文
学
の
重
鎮
坪
内
雄
蔵
・
逍
遥
で
あ

る
。『
修
辞
学
』
と
い
う
講
義
に
お
い
て
、
坪
内
逍
遥
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
基
づ
き
、「
文
学
・
詩
と
は

何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
、
具
体
的
に
答
え
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
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文
学
ノ
定
義
、
所
謂
ル
文
学
ナ
ル
者
ハ
左
ノ
特
質
ヲ
具
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
云
フ

第
一　

単
ニ
特
別
ナ
ル
人
若
ク
ハ
社
会
ニ
適
応
ス
ル
為
メ
ニ
書
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
コ
ト

第
二　

詞
ヲ
用
ユ
ル
ニ
事
物
ノ
附
貼
タ
ル
ニ
止
ラ
ザ
ル
コ
ト

第
三　

人
間
ト
シ
テ
人
間
ヲ
感
動
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
題
目
ヲ
取
リ
且
思
想
ヲ
傳
ヘ
并
ニ
之
ヲ
敷
衍
ス
ル
為
メ
ニ
詞

ヲ
用
ヒ
以
テ
総
体
ノ
人
間
ノ
智
力
并
ニ
普
通
ノ
人
間
ノ
感
情
ニ
訴
フ
ル
コ
ト
是
ナ
リ
（
此
定
義
ハ
「
ア
リ
モ
ン
」
氏

ニ
拠
ル
）（

67
）

こ
の
三
項
目
か
ら
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
学
と
は
、
人
間
と
社
会
と
思
想
な
い
し
感
情
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、

坪
内
逍
遥
の
先
行
の
『
小
説
神
髄
』（
一
八
八
六
）
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
「
写
実
主
義
」
の
文
学
観
と
も
一
致
し
て
い

る
。
さ
ら
に
こ
の
『
修
辞
学
』
に
お
け
る
文
学
の
定
義
の
つ
づ
き
に
、
後
続
の
文
学
の
種
類
に
つ
い
て
「（E

pic

）
史
歌
、

（D
ram

a

）院
本
、（L

yric

）述
懐
詩
」と
い
う
と
こ
ろ
を
み
て
も
、
叙
事
詩
・
戯
曲
・
抒
情
詩
と
い
う
よ
う
に
三
分
類
し
た
、

そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
事
実
、
坪
内
逍
遥
の
『
小

説
神
髄
』、『
修
辞
学
』
そ
の
い
ず
れ
も
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
と
は
縁
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
詩
学+
修
辞
学+

儒
教
文
学
観
」
の
文
学
観
は
、
一
九
〇
二
年
島

村
瀧
太
郎
の
著
し
た
『
新
美
辞
学
』
に
よ
っ
て
定
着
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
坪
内
逍
遥
は
こ
の
『
新
美
辞
学
』
の
「
序
」

に
以
下
の
よ
う
に
絶
賛
し
て
い
る
。

沈
思
精
研
の
餘
に
成
れ
る
抱
月
君
が
新
美
辞
学
一
篇
は
我
が
国
に
於
て
は
空
前
の
好
修
辞
論
た
り
、
彼
方
の
類
著
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に
比
す
る
も
周
到
な
る
修
辞
法
に
兼
ね
る
に
創
新
な
る
美
辞
哲
学
を
以
て
し
た
る
、
證
例
の
雅
俗
に
わ
た
り
て
富
瞻

な
る
、
そ
の
例
空
し
、
斯
学
に
志
す
の
士
は
此
の
書
に
す
が
り
て
益
す
る
所
い
と
多
か
る
べ
し
。（

68
）

「
新
美
辞
学
」
と
い
う
新
し
く
創
出
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
が
、
新
た
に
「
創
新
な
る
美
辞
哲
学
」
と
し
て
賞
賛
さ
れ
、「
空

前
の
好
修
辞
論
」
と
し
て
推
奨
さ
れ
る
。

確
か
に
、
こ
の『
新
美
辞
学
』は
、「
緒
論
」、「
修
辞
論
」、「
美
論
」と
い
う
三
つ
の
部
分
、
五
二
五
頁
か
ら
な
る
大
著
で
、

「
空
前
」
の
も
の
で
あ
る
。「
緒
論
」
の
み
で
、
全
分
量
の
五
分
の
二
を
占
め
、
そ
こ
で
高
田
早
苗
が
考
案
し
た
「
美
辞
学
」

の
名
称
と
ジ
ャ
ン
ル
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、「
辞
」
を
中
心
に
、
独
自
の
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
辞
」
と

音
声
学
・
文
字
学
・
文
法
学
・
意
味
論
・
修
辞
学
・
論
理
学
・
文
章
・
美
学
・
心
理
学
・
哲
学
・
思
想
な
ど
と
の
関
係
を

考
察
し
な
が
ら
、「
美
辞
学
」の
基
盤
を
固
め
、
東
西
の「
美
辞
学
」を
も
踏
ま
え
る
。
第
二
編
の「
修
辞
論
」に
お
い
て「
美

辞
学
」
を
西
欧
の
修
辞
学
と
融
合
し
て
論
じ
、
第
三
編
の
「
美
論
」
に
お
い
て
「
美
辞
学
」
と
美
学
、
心
理
学
、
哲
学
と

の
関
係
性
を
論
じ
て
い
る
。
当
時
と
し
て
、
そ
れ
は
初
め
て
の
試
み
で
あ
り
、
一
大
総
合
的
な
学
を
創
出
し
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
実
際
、
こ
の
『
新
美
辞
学
』
に
お
け
る
、「
美
辞
学
」
そ
の
名
称
と
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
は
、
島
村
自
身
が

「
蓋
し
美
辞
学
と
い
ふ
名
は
、
未
だ
全
く
熟
し
た
る
者
に
非
ず
。
随
っ
て
世
上
な
ほ
其
の
意
義
を
疑
ふ
者
あ
る
べ
く
、
殊

に
美
学
、
語
法
学
な
ど
称
す
る
者
と
の
関
係
に
至
り
て
は
極
め
て
明
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
あ
る
べ
し
」
と
い
い
、「
其
の

学
が
美
学
、
論
理
学
、
倫
理
学
等
に
対
す
る
関
係
は
、
古
来
彼
の
地
に
あ
り
て
も
専
門
学
者
の
論
ぜ
し
所
、
現
に
な
ほ
美

辞
学
研
究
の
途
に
横
は
れ
る
一
大
題
案
あ
ら
ず
ん
は
あ
ら
ず
」
と
、「
美
辞
学
」
の
定
義
の
不
安
定
さ
、
ジ
ャ
ン
ル
の
不

明
確
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
明
々
白
々
に
西
欧
の
修
辞
学
（R

hetoric

）
を
指
し
て
い
な
が
ら
、「
現
に
な
ほ
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美
辞
学
研
究
」
と
言
い
換
え
て
、
複
数
の
ジ
ャ
ン
ル
を
包
含
す
る
よ
う
に
定
義
し
、
そ
し
て
「
美
辞
学
ま
た
修
辞
学
と
も

称
す
。
辞
を
修
飾
し
て
美
な
ら
し
む
る
の
理
を
説
く
も
の
、
即
ち
一
箇
の
文
章
学
な
り
。
而
し
て
文
章
は
一
面
の
美
術
な

り
」（

69
）

と
い
っ
て
断
定
し
て
定
義
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
新
美
辞
学
』
は
、
詩
学
を
も
論
じ
て
お
り
、
東
西
両
方
の
詩
学
・
美
学
ま
で
も
網
羅
す
る
よ
う
に
配

慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
編
第
三
章
に
は「
美
辞
学
の
変
遷
」が
あ
て
ら
れ
、
そ
の
第
一
節
に
は
、「
西
洋
美
辞
学
」、

第
二
節
に
は
「
東
洋
美
辞
学
」
を
設
け
て
い
る
。
そ
の
第
一
節
の
「
西
洋
美
辞
学
」
に
は
西
洋
美
辞
学
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
、
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
（M

arcus F
abius Q

uintilianus, 35-100

）、
ベ
ー
コ
ン
（F

rancis B
acon, 1561-1626

）

と
、
近
代
三
家
（G

eorge C
am

plell, 1719-1796. T
he Philosophy of R

hetoric ; H
ugh B

lair, 1718-1800. T
he 

Lectures on R
hetoric ; R

ichard W
hately, 1787-1863. E

lem
ents of R

hetoric

）
と
い
う
よ
う
に
、
四
期
に
わ
け
て
論

じ
た
上
で
、
第
二
節
の
「
東
洋
美
辞
学
」
に
は
、「
六
義
」（『
詩
経
』
の
「
大
序
」
二
世
紀
？
）、
劉
勰
の
『
文
心
彫
龍
』（
五

世
紀
末
？
）、
陳
騤
の
『
文
則
』（
一
二
世
紀
末
？
）、
厳
羽
『
滄
浪
詩
話
』（
一
二
二
八
？
）、
陳
繹
曾
『
文
筌
』（
一
三
世

紀
？
）、
徐
師
曾
『
文
体
明
弁
』（
一
五
九
二
？
）、
唐
彪
『
読
書
作
文
譜
』（
一
六
九
八
）
を
挙
げ
て
、
中
国
の
修
辞
学
は
「
詩

大
序
」
が
萌
芽
で
、『
文
心
彫
龍
』
に
至
っ
て
随
分
と
発
展
を
見
せ
た
が
、
そ
の
後
停
滞
し
て
、
清
の
儒
学
者
の
唐
彪
の
『
読

書
作
文
譜
』
を
も
っ
て
そ
の
概
略
を
ま
と
め
て
い
る
。

何
れ
も
科
学
的
体
裁
を
な
せ
る
も
の
に
非
ざ
る
は
勿
論
に
し
て
、
西
洋
の
書
の
条
理
透
徹
、
考
察
緻
密
な
る
に
比

ぶ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
か
つ
修
辞
的
現
象
と
一
般
の
文
学
現
象
乏
の
区
別
立
た
す
、
批
評
と
修
辞
論
と
の
混
乱
あ
る

は
免
れ
ざ
る
所
な
れ
ど
も
、
之
れ
が
補
償
と
し
て
、
前
人
が
文
章
の
美
に
感
じ
た
る
直
載
の
事
実
材
料
は
、
却
り
て
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支
那
の
修
辞
学
に
多
き
を
覚
ゆ
。
且
つ
其
の
範
囲
の
最
も
文
学
的
方
面
に
あ
り
し
点
も
、
西
洋
古
代
の
修
辞
書
の
缺

を
補
ふ
に
足
る
も
の
と
い
う
べ
し
。
要
す
る
に
支
那
の
修
辞
学
は
之
れ
を
未
成
の
材
料
と
し
て
見
る
べ
き
な
り
。

（
参
照
）
日
本
の
修
辞
学
と
も
見
る
べ
き
は
、
歌
語
、
俳
語
、
そ
の
他
徂
徠
、
拙
堂
、
山
陽
等
が
訳
文
法
、
文
話
、

批
評
等
に
散
見
す
る
片
々
六
る
も
の
ゝ
外
、
取
り
出
で
て
い
ふ
に
足
る
も
の
な
し
。（

70
）

こ
の
よ
う
に
、
東
西
の
詩
学
・
修
辞
学
を
踏
ま
え
、
と
く
に
東
方
の
修
辞
学
の
不
足
な
点
を
指
摘
し
て
か
ら
、
さ
ら
に
、

『
新
美
辞
学
』
は
、
第
三
編
「
美
論
」
に
入
る
。
そ
こ
で
、
美
辞
学
の
本
領
と
は
何
か
に
触
れ
て
、「
美
辞
学
は
美
学
の
一

部
と
し
て
始
め
て
其
の
研
究
に
生
命
あ
り
、
活
気
あ
る
を
得
べ
し
。
蓋
し
美
の
研
究
に
二
面
あ
り
。
一
は
哲
理
の
方
面
に

し
て
、
一
は
科
学
の
方
面
な
り
。
美
と
い
ふ
一
類
の
現
象
の
世
に
存
在
す
る
は
何
の
た
め
な
る
か
。
美
が
人
生
に
対
す
る

の
関
係
如
何
。
斯
く
の
如
く
問
い
来
た
り
て
、
美
の
理
想
を
知
り
、
美
の
価
値
を
知
ら
ん
と
す
る
は
、
哲
理
的
美
学
の
本

意
な
り
。
美
と
い
ふ
現
象
の
成
立
す
る
状
態
を
解
析
し
て
、
主
観
に
或
る
特
殊
の
約
束
を
得
、
客
観
に
或
る
特
殊
の
条
件

を
得
る
は
、
科
学
的
美
学
の
結
論
な
り
」（

71
）

と
論
じ
て
、
美
辞
学
の
網
羅
す
る
分
野
は
ま
す
ま
す
拡
張
さ
れ
、
美
学
か

ら
哲
学
、
そ
し
て
さ
ら
に
心
理
学
ま
で
広
ま
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
究
極
的
に
、
文
学
・
詩
・
美
は
快
楽
に
つ
な
が
り
、
快

楽
は
情
に
よ
る
も
の
で
、
情
も
ま
た
心
理
学
的
も
の
で
あ
り
、
こ
の
三
者
は
、
い
ず
れ
も
美
辞
学
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る

の
だ
と
い
う
。

か
く
し
て
、
国
民
啓
蒙
と
い
う
目
標
を
果
た
す
た
め
か
、
そ
れ
と
も
西
欧
の
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
人
文
学
の
関
係
の
諸

分
野
を
、
シ
ス
テ
ム
的
、
効
率
的
に
受
容
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
も
か
く
一
大
総
合
的
な
分
野
、「
美
辞
学
」
が
創
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
音
声
、
文
字
、
文
法
か
ら
、
修
辞
学
、
そ
し
て
文
章
法
か
ら
美
文
・
詩
歌
の
書
き
方
、
さ
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ら
に
美
学
・
哲
学
へ
上
昇
し
て
鑑
賞
の
仕
方
な
い
し
批
評
の
仕
方
、
価
値
判
断
ま
で
総
合
的
に
啓
蒙
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
、
実
に
効
果
的
な
快
挙
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
西
欧
詩
学
の
受
容
は
、
島
村
抱
月
の
『
新
美
辞
学
』
に
よ
っ
て
修
辞
学
、
論
理
学
、
美
学
な
い
し
詩
学

が
混
合
さ
れ
た
形
で
導
入
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
と
修
辞
学
、
あ
る
い
は
そ
の
ミ

メ
ー
シ
ス
文
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
ジ
ャ
ン
ル
が
中
心
と
な
る
よ
う
に
方
向
づ
け
、
仕
掛
け
ら
れ
た
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
新
美
辞
学
』
は
、
東
方
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
修
辞
学
が
そ
の
詩
学
と
一
緒
に
展
開
さ
れ
た

結
果
、
文
学
・
詩
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
に
お
い
て
、
唯
一
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
学
観
が
西
欧
の
詩
学
の
起
源
で

あ
り
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
だ
と
い
う
方
向
づ
け
の
答
え
を
与
え
た
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、『
新
美
辞
学
』
は
ま
っ
た
く
プ
ラ
ト
ン
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
の
存
在
に
触
れ
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
の
本
の
結
末
の
「
第
六
章
」
の
「
結
論―

―

理
想
説
・
假
感
説
・
天
才
説
」
に
お
い
て
、
七
行
を
も
っ
て

ま
と
め
て
批
評
し
て
い
る
。

就
中
理
想
説
、
假
感
説
、
天
才
説
等
は
、
上
来
の
説
が
破
し
得
べ
き
最
大
題
案
な
り
。
一
言
以
て
悉
さ
ば
、
理
想

の
美
と
は
美
の
快
楽
の
絶
対
的
な
る
事
実
を
認
め
て
、
別
な
る
解
釈
に
入
れ
る
も
の
な
り
。
美
感
の
假
性
と
は
絶
対

的
な
る
が
為
に
道
徳
を
超
し
利
害
の
打
算
を
超
せ
る
の
事
実
を
認
め
て
、
別
な
る
解
釈
に
入
れ
る
も
の
な
り
。
天
才

の
神
秘
と
は
情
の
力
の
強
烈
に
し
て
持
続
せ
ら
れ
易
き
習
性
を
有
す
る
も
の
あ
る
の
事
実
を
認
め
て
、
別
な
る
解
釈

に
入
れ
る
も
の
な
り
。
此
等
の
説
畢
竟
把
翫
に
適
し
て
学
理
の
精
確
に
缺
け
た
り
。
事
実
の
表
面
に
触
れ
て
、
事
実

の
分
解
に
逸
せ
り
。（

72
）
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こ
の
「
理
想
説
」、「
假
感
説
」、「
天
才
説
」
を
、
現
代
の
用
語
で
言
い
換
え
れ
ば
、
文
学
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
、

幻
想
論
、
天
才
論
と
な
ろ
う
が
、
島
村
の
美
辞
学
に
と
っ
て
、
こ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
、
幻
想
論
、
天
才
論
は
、「
最

大
題
案
」
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
別
の
解
釈
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い

こ
と
に
す
る
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
畢
竟
、
ゲ
ー
ム
の
如
き
玩
ぶ
の
に
適
し
て
い
る
が
、
学
問
的
な
正
確
さ
に
欠

如
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
事
実
の
表
面
に
と
ど
ま
っ
て
、
分
析
に
は
値
を
し
な
い
も
の
だ
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
を
退
け

た
の
で
あ
る
。

科
学
万
能
を
信
じ
た
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
期
の
時
代
に
お
い
て
、
国
民
の
啓
蒙
を
急
ぐ
た
め
に
、
西
欧
の
伝
統

に
お
い
て
理
性
主
義
に
対
立
す
る
文
学
観
を
退
け
た
の
は
、
当
然
な
成
り
行
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

高
田
早
苗
を
始
め
、
坪
内
逍
遥
、
島
村
抱
月
ら
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
新
し
い
総
合
学
が
、
そ
の
七
年
後
に
五
十
嵐
力

（
一
八
七
四
︱
一
九
四
七
）
に
よ
っ
て
さ
ら
に
発
展
さ
れ
、『
新
文
章
講
話
』（

73
）

と
し
て
上
梓
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
早
稲
田
大
学
を
中
心
と
す
る
修
辞
学
の
展
開
の
影
響
の
も
と
で
、
西
欧
の
修
辞
学
が
日
本
経
由
で
初
め
て
中
国
に

も
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
修
辞
学
教
科
書
』（
湯
振
常
著
）
と
、『
文
字
發
凡
・
例

言
』（
龍
伯
純
著
）
は
、
い
ず
れ
も
『
美
辞
学
』、『
新
美
辞
学
』、『
新
文
章
講
話
』
な
ど
の
発
想
の
も
と
で
構
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る（

74
）。

早
稲
田
大
学
で
の
効
果
的
な
啓
蒙
教
育
・
講
義
の
な
か
、
一
九
一
五
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
日
本
に

留
学
し
た
陳
望
道
（
一
八
九
一
︱
一
九
七
七
）
は
、
そ
の
総
合
的
、
修
辞
学
的
な
教
育
を
受
け
た
一
人
で
あ
っ
た
が
、
帰

国
後
、
一
九
二
〇
年
に
訳
し
た
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
共
産
党
宣
言
』
が
定
評
と
な
り
、
中
国
共
産
党
の
成
立
と

そ
の
党
の
結
成
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う（

75
）。

と
こ
ろ
が
、
の
ち
に
陳
望
道
が
著
し
た
『
修
辞
学
発
凡
』

（
一
九
三
二
）（

76
）

は
、
中
国
の
修
辞
学
の
記
念
碑
的
な
著
作
と
な
り
、
か
つ
中
国
語
史
上
初
め
て
の
文
法
書
と
な
る
、
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一
八
九
八
年
に
出
版
さ
れ
た
馬
建
忠
の
『
馬
氏
文
通
』
に
匹
敵
す
る
出
来
事
だ
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る（

77
）。

以
来
、

修
辞
学
は
中
国
に
も
本
格
的
に
受
容
さ
れ
、
系
統
的
に
発
展
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
約
五
〇
年
後
、
初
め
て
の
中
国

修
辞
学
史
が
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
鄭
子
瑜
に
よ
る
『
中
国
修
辞
学
史
稿
』（
一
九
八
四
）（

78
）

も
、
氏
が
早
稲
田
大
学

に
招
待
さ
れ
て
、
早
稲
田
大
学
で
執
筆
し
始
め
た
と
い
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
修
辞
学
は
、
こ
の
よ
う
に
日
本
の
早
稲
田

大
学
の
門
下
を
中
心
に
東
方
に
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
局
、
中
国
に
受
容
さ
れ
、
発
展
さ
れ
た
の
は
詩
学

と
修
辞
学
を
総
合
し
た
も
の
で
は
な
く
、『
修
辞
学
発
凡
』
か
ら
発
展
し
た
の
は
、
む
し
ろ
詩
学
の
よ
う
な
文
学
定
義
や
、

文
学
鑑
賞
・
文
学
批
評
を
取
り
入
れ
な
い
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
。

一
方
、
中
国
の
西
欧
の
詩
学
、
文
学
観
の
受
容
に
お
い
て
、
王
国
維
（
一
八
七
七
︱
一
九
二
七
）
だ
け
は
き
わ
め
て
特

殊
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
上
海
の
日
本
語
翻
訳
者
育
成
の
た
め
の
学
校
「
東
文
学
堂
」（

79
）で

日
本
語
を
勉
強
し
て
い
た
。

そ
こ
で
当
時
、
教
員
を
担
当
し
て
い
た
、
哲
学
専
攻
の
日
本
人
田
岡
嶺
雲
佐
代
治
の
本
に
「
汗
徳
」（
カ
ン
ト
）、「
叔
本

華
」（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
）
が
あ
る
の
を
目
撃
し
た
が（

80
）、

そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
偶
然
に
も
、
観
念
論
へ
の
陶
酔

の
美
意
識
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
と
も
い
え
る
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
︱
一
八
〇
四
）
と
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主

義
文
学
の
形
而
上
学
者
、
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
一
七
八
八
︱
一
八
六
〇
）
の
知
識
に
出
会
う
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ド
イ
ツ
系
統
の
哲
学
・
美
学
に
傾
倒
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ラ
ー
（
一
七
五
九
︱

一
八
〇
五
）
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（
一
八
四
四
︱
一
九
〇
〇
）
な
ど
の
著
作
を
読
む
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
彼

ら
の
美
学
や
文
学
観
か
ら
触
発
を
受
け
、『〈
紅
楼
夢
〉
評
論
』（
一
九
〇
四
）、『
人
間
詞
話
』（
一
九
〇
八
）
を
世
に
送
り
出

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
批
評
は
、
東
西
の
文
学
観
を
有
機
的
に
融
合
し
て
、「
意
境
論
」（

81
）（

意
境
説
、
境
界
説
、

境
地
説
と
も
い
う
）、
あ
る
い
は「
有
有
我
之
境
、
有
無
我
之
境
。（
中
略
）有
我
之
境
、
以
我
観
物
、
故
物
皆
著
我
之
色
彩
。
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無
我
之
境
、
以
物
観
物
、
故
不
知
何
者
為
我
、
何
者
為
物
」（

82
）（

つ
ま
り
、
境
界
に
は
、
有
我
の
境
界
が
あ
り
、
無
我
の

境
界
が
あ
る
。
有
我
の
境
界
と
は
、
わ
れ
を
以
っ
て
対
象
物
を
み
る
が
、
故
に
す
べ
て
の
対
象
物
は
わ
た
し
の
色
彩
が
つ

て
い
し
ま
う
。
無
我
の
境
界
と
は
、
も
の
が
も
の
を
み
る
ゆ
え
、
何
が
わ
た
し
か
が
わ
か
ら
ず
、
何
が
対
象
物
か
も
わ
か

ら
な
い
）と
い
っ
た
よ
う
な
「
境
界
説
」
な
ど
を
打
ち
出
し
た
が
、
ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
美
学
と
も
い
う
べ
き
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
傾
い
た
だ
け
に
、
そ
こ
に
プ
ラ
ト
ン
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
の
面
影
が
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。
中
国
の
文
学

批
評
に
お
い
て
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
文
学
観
で
あ
る
が
、
そ
の
同
時
期
の
魯
迅
を
除
き
、
一
九
四
三

年
ま
で
、
い
わ
ば
朱
光
潜
（
一
八
九
七
︱
一
九
八
六
）の『
詩
論
』（
一
九
四
三
）
が
上
梓
さ
れ
る
ま
で
、
中
国
の
伝
統
の
正

統
文
学
と
は
異
質
な
も
の
の
受
容
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

初
期
の
魯
迅
は
日
本
留
学
を
通
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
西
欧
文
学
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。
王
国
維
の『
人
間
詞
話
』発

行
の
一
九
〇
八
年
、
魯
迅
も
日
本
留
学
中
、「
令
飛
」の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
清
国
留
学
生
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
文
芸
雑
誌『
河

南
』
に
お
い
て
「
摩
羅
詩
力
説
」（

83
）

と
い
う
批
評
を
発
表
し
た
。
こ
の
批
評
に
お
い
て
同
じ
く
ロ
マ
ン
主
義
文
学
者
を
取

り
上
げ
た
が
、
主
と
し
て
熱
狂
的
か
つ
反
逆
的
な
精
神
を
も
つ
戦
闘
的
な
詩
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
当
時
、「
蕭
条
」（
凋
落
・

沈
滞
）し
た
中
国
に
こ
の
詩
人
た
ち
を
紹
介
し
て
、
文
芸
革
命
、
社
会
的
改
革
の
意
識
を
啓
蒙
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

バ
イ
ロ
ン
、
シ
ェ
リ
ー
を
は
じ
め
、
プ
ー
シ
キ
ン
、
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
な
ど
を
讃
え
た
と
こ
ろ
、
そ
の
詩
人
ら
の
自
由
と

戦
闘
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
謳
歌
し
た
あ
ま
り
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
に
つ
い
て
は
言
及
し
た
が（

84
）、

文

学
・
詩
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
中
国
の
旧
社
会
・
政
治
体
制
に
変
革
を
も
た
ら
そ
う
と
い
う
意
図
が
濃
厚
だ
っ
た
。

批
評
の
全
体
が
詩
論
と
い
う
よ
り
、
檄
文
の
よ
う
な
傾
き
が
あ
る
。
当
時
、
発
行
し
た
結
果
、
魯
迅
の
意
図
に
反
し
て
、

さ
し
た
る
影
響
力
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
来
、
魯
迅
は
十
年
間
も
沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
魯
迅
の「
摩
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羅
詩
力
説
」
に
表
象
さ
れ
た
西
欧
文
学
・
詩
へ
の
造
詣
の
深
さ
か
ら
は
、
当
時
、
東
方
全
体
の
西
欧
文
学
の
受
容
の
一
端

が
伺
わ
れ
よ
う
。

他
方
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
（
一
八
五
九
︱
一
九
五
二
）
の
も
と
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
仕
込

ん
だ
胡
適
（
一
八
九
一
︱
一
九
六
二
）
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
「
文
学
改
良
芻
議
」（
一
九
一
七
）（

85
）

を
寄
稿
し
て
、
中
国

の
新
文
化
運
動
の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
雑
誌
『
新
青
年
』
に
掲
載
し
た
。
そ
の
主
旨
は
難
解
な
文
語
文
を
廃
し
て
、

口
語
に
基
づ
く
白
話
文
学
に
す
べ
き
だ
と
の
提
唱
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
旧
文
化
・
旧
道
徳
を
打
破
す
る
「
文
学
革
命
」
を

後
押
し
し
た
こ
と
に
な
っ
た
が
、
具
体
的
に
は
、
氏
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
形
式
的
な
も
の
、
古
人
の
模
倣
、
陳
腐
常
等

語
な
ど
を
止
め
、
い
わ
ば
中
国
の
古
来
の
文
章
ス
タ
イ
ル
を
取
り
や
め
、
新
し
く
口
語
の
言
葉
と
合
理
的
な
ス
タ
イ
ル
に

変
え
よ
う
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
打
破
し
て
否
定
し
よ
う
と
し
た
旧
文
化
と
は
、
も
ち
ろ
ん
儒
教
を
中
心
と
す
る

文
学
・
詩
学
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
氏
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
北
京
大
学
で
教
え
た
だ
け
に
、
そ
の
背
景
に
は
サ
イ
エ

ン
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
お
り
、
そ
の
「
実
践
理
性
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
・
霊

魂
ば
か
り
か
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
も
、
敬
遠
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
啓
蒙
・
革
命
の
な
か
、
文
学
に
は

霊
魂
を
配
慮
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
中
国
文
学
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
革
命
に
巻
き
込
ま
れ
、
徐
々

に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
文
学
観
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
啓
蒙
、
理
性
、
科
学
を
唱
え
て
き
た
近
代
化
の
な
か
、
日
本
を
は
じ
め
、
中
国
も
プ
ラ
ト
ン
の
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
か
ら
疎
遠
さ
れ
、
そ
の
影
響
は
小
さ
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
文
学
・
詩
と
は

何
か
」
と
い
う
問
い
が
か
け
ら
れ
た
と
き
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
効
用
、
効
果
、
機
能
、
条
件
、
材
料
な
ど
の
解
析
の
結
果
を

も
っ
て
、
そ
の
答
え
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
問
い
が
解
消
さ
れ
、
そ
れ
以
上
問
い
か
け
る
こ
と
は
稀
に
し
か
な
か
っ
た
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の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
明
治
初
期
、
一
九
世
紀
末
を
み
る
と
、
東
方
全
体
は
西
欧
文
学
の
受
容
の
初
期
段
階
に
あ
た
る
が
、
そ

の
時
期
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
も
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
表
舞
台
か
ら
も
遠
ざ
か
り
つ

つ
あ
り
、
そ
の
か
わ
り
に
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
全
盛
の
時
期
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
な
か
、
日
本
の
一
人
の
秀
才
が
留
学
を
通
じ
て
、「
西
欧
の
詩
歌
を
近
代
日
本
人
と
し
て
は
じ
め
て
身

に
し
て
理
解
し
、
味
到
し
、
日
本
語
に
移
し
た
」（

86
）

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
森
鷗
外
で
あ
る
。
西
欧
文
学
の
受
容

に
あ
た
っ
て
、
他
と
は
違
う
エ
ー
ト
ス
を
獲
得
し
た
鷗
外
に
つ
い
て
、
平
川
祐
弘
教
授
は
、
自
身
の
ダ
ン
テ
を
始
め
、
西

欧
の
詩
心
へ
の
深
い
造
詣
に
基
づ
き
、
鷗
外
の
留
学
を
考
量
し
て
、
そ
の
内
的
世
界
の
変
化
を
洞
察
し
、
こ
の
よ
う
に
も

い
う
。
鷗
外
は
西
欧
の
「
魂
に
ふ
れ
、
そ
の
魂
の
動
き
に
共
感
」
し
、
そ
の
み
ず
か
ら
の
「
魂
も
ま
た
変
わ
っ
」
て
、
そ

の
次
元
に
お
い
て
、
さ
ら
に
「
自
己
に
よ
る
自
己
自
身
の
創
造
」（

87
）

を
し
た
の
だ
と
。
鷗
外
の
「
霊
」
的
な
部
分
と
、

そ
の
「
創
造
」
性
が
高
く
評
価
さ
れ
た
が
、
事
実
、
そ
の
「
霊
」
と
「
創
造
」
は
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
と
そ
の
文

学
観
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
最
も
重
要
な
構
成
要
素
な
の
で
あ
る
。

一
一
、
明
治
に
お
け
る
東
方
の
「
詩
の
弁
護
」

西
欧
文
学
の
受
容
に
お
い
て
、
受
容
の
時
代
の
制
限
と
、
そ
の
歴
史
的
積
み
重
ね
の
厚
み
に
よ
っ
て
伴
う
困
難
が
あ
る

が
、
受
容
は
紆
余
曲
折
し
て
、
戸
惑
う
の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
、
詩
学
の
一
環
と
し
て
の
受
容
は
、

ま
ず
そ
れ
が
坪
内
逍
遥
の
小
説
改
良
の
た
め
の
『
小
説
神
髄
』
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
が
写
実
主
義
と
し
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て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
時
代
に
と
っ
て
新
し
い
文
学
観
で
あ
り
、
先
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
詩
学
に
括
ら
れ
る
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
文
学
観
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
み
じ
く
も
ド
イ
ツ
留
学
を
通

じ
濃
厚
な
ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
雰
囲
気
に
浸
っ
て
、
そ
の
美
的
感
受
性
の
薫
陶
を
受
け
た
若
き
鷗
外
の
理
解
し
た
文
学
と

は
違
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
鷗
外
は
、
帰
国
早
々
、
ミ
メ
ー
シ
ス
を
背
景
に
し
た
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
の
退
屈
さ
に
対

峙
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
西
欧
文
学
の
起
源
に
お
い
て
対
峙
し
て
き
た
二
つ
の
文
学
観
が
、
ま
さ
し
く
鷗
外

と
逍
遥
を
通
じ
て
、
対
峙
す
べ
く
し
て
対
峙
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
鷗
外
と
逍
遥
の
「
没
理
想
論
論
争
」
を

は
じ
め
、石
橋
忍
月
と
の「
舞
姫
論
争
」、厳
本
善
治
と
の「
文
学
と
自
然
」な
ど
一
連
の
論
争
で
あ
る
。
と
り
も
な
お
さ
ず
、

鷗
外
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
一
環
と
し
て
受
け
止
め
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
を
、
魂
を
も
っ
て
理
解
し
て
日
本
に

展
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
精
神
の
披
露
作
は
『
舞
姫
』、『
う
た
か
た
の
記
』、『
文
づ
か
ひ
』
に
と

ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
丹
精
を
も
め
て
『
即
興
詩
人
』
を
も
訳
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
翻
訳
は
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文

学
観
の
伝
播
経
路
を
欧
米
の
研
究
者
（
前
出
の
エ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー
）
よ
り
約
一
〇
〇
年
も
早
く
再
発
見
し
て
お
り
、
そ
の

作
品
に
は
、
イ
タ
リ
ア
中
心
に
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
即
興
詩
人
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
が
全
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
広
が
っ
た
こ
と
を
日
本
に
も
呈
示
し
よ
う
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

事
実
、
ミ
ュ
ー
ズ
・
エ
ロ
ス
・
ミ
ネ
ル
バ
の
神
が
か
り
を
示
唆
し
、
芸
術
の
神
々
の
虜
に
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
た『
舞

姫
』、『
う
た
か
た
の
記
』、『
文
づ
か
ひ
』
は
、
当
時
、
そ
の
新
奇
さ
に
よ
っ
て
明
治
の
読
者
を
魅
了
し
た
の
だ
が
、
そ
の

一
方
、
文
壇
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
つ
ね
に
儒
教
的
・
色
懺
悔
的
・
功
利
的
・
猜
疑
的
・
日
常
的
な
価
値
観
と
基
準
に

よ
っ
て
測
ら
れ
、
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
し
て
、「
酷
評
」
は
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
苦
い
経
験
に
加
え
て
、

鷗
外
自
身
も
小
倉
に
左
遷
さ
れ
た
り
、
そ
の
間
『
即
興
詩
人
』
を
も
訳
出
し
て
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
を
弁
護
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し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
、
そ
れ
も
不
本
意
に
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
尊
ぶ
即
興
詩
人
ア
ン
ト
ニ

オ
と
し
て
理
解
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
吟
遊
詩
人
の
末
裔
と
し
て
の
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
の
継
承
者
と
し
て
受
け

止
め
ら
れ
ず
、
文
壇
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
も
っ
ぱ
ら
そ
の
格
調
高
い
「
美
文
体
」
だ
け
が
大
々
的
に
評
価
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
へ
の
弁
護
に
は
、
理
解
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
結
局
、
鷗
外
の
「
美

文
体
」
の
み
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
鷗
外
は
一
時
期
沈
黙
し
た
後
、
再
ス
タ
ー
ト
を
し
た
の
だ
が
、

つ
い
に
「
歴
史
物
」
に
転
向
し
た
の
で
あ
る
（
こ
れ
ら
の
事
情
に
つ
い
て
筆
者
の
別
の
小
論
に
言
及
し
た
が
、
ド
イ
ツ
三

部
作
に
つ
い
て
の
詳
し
い
分
析
は
別
の
論
稿
に
譲
り
た
い
）（

88
）。

そ
の
時
代
に
お
い
て
、
さ
ら
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
は
、
鷗
外
よ
り
や
や
遅
れ
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
ロ
マ
ン
主
義
詩
人
北
村
透
谷
で
あ
る
。
鷗
外
と
透
谷
は
、
視
点
と
立

場
が
違
っ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
儒
教
的
自
己
束
縛
に
、
西
欧
理
性
主
義
の
崇
拝
の
時
代
に
お
い
て
、
時
代
に
逆
ら
っ
て
、

儒
教
的
な
社
会
、
政
治
、
道
徳
を
重
ん
じ
る
文
学
で
は
な
く
、
ま
た
プ
ラ
ト
ン
の
ミ
メ
ー
シ
ス
文
学
観
を
継
承
し
た
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
で
も
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
を
主
張
し
、
創
作
し
た
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
西
欧
文
学
も
人
間
内
部
の
無
意
識
の
発
見
、
精
神
分
析
、
シ
ュ
ル
リ

ア
リ
ズ
ム
な
ど
の
よ
う
に
次
か
ら
次
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
が
、
そ
れ
ら
の
機
運
に
恵
ま
れ
て
、
数
多
く
の
芸
術
家
が
目
覚

め
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
な
か
で
瀧
口
修
造
（
一
九
〇
三
︱
七
九
）
の
よ
う
に
独
自
の
ス
タ
イ
ル
で
、

想
像
力
を
通
じ
て
、
影
像
な
ど
の
諸
芸
術
分
野
に
挑
戦
し
、
ク
リ
エ
ー
タ
ー
と
し
て
詩
に
お
い
て
も
実
践
し
た
人
物
も
い

る
。
彼
は
実
践
に
基
い
て
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
の
存
在
を
批
評
の
形
で
表
現
し
、
そ
の
可
能
性
を
呈
示
し
た
り

も
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、あ
る
意
味
に
お
い
て
、彼
等
は
、い
ず
れ
も
前
に
言
及
し
た
サ
ー
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ド
ニ
ー（
一
五
五
四
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︱
八
四
）
と
同
じ
よ
う
な
歴
史
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
、
い
わ
ゆ
る
「
理

性
の
時
代
」
を
迎
え
、
中
世
へ
の
反
動
と
詩
へ
の
誹
謗
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
科
学
精
神
へ
の
初
歩
的
な
理
解
か
ら
詩
・

文
学
の
価
値
切
り
下
げ
ま
で
喧
伝
さ
れ
て
い
た
な
か
、
シ
ド
ニ
ー
は
、
初
め
て
反
論
し
て
詩
の
神
感
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
文
学
と
人
間
性
を
謳
歌
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
明
治
以
来
、
日
本
が
西
欧
の
理
性
主
義
を
受
け
入

れ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
科
学
精
神
へ
の
初
歩
的
な
理
解
か
ら
、
ミ
メ
ー
シ
ス
（
写
実
主
義
）、
理
性
（
没
理
想
）
の
み
を

推
奨
す
る
文
学
の
趨
勢
に
、
鷗
外
ら
は
、
立
ち
上
が
っ
て
異
議
を
申
し
立
て
、
人
間
自
身
の
内
部
に
あ
る
も
う
一
つ
の
世

界
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

一
二
、
終
わ
り
に

と
こ
ろ
が
、
西
欧
の
起
源
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
文
学
観
の
対
立
、
そ
し
て
東
方
、
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
一
般
へ
の

導
入
、
そ
こ
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
齟
齬
・
対
峙
に
対
し
て
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
遡
っ
て
認
知
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
り
も
な
お
さ
ず
、
東
方
の
起
源
か
ら
孔
子
と
そ
の
後
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
文
学
が
政
治
・
社
会
・
道
徳
と
密
接
に
結

び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
、
方
向
づ
け
れ
た
文
学
観
は
、
西
欧
の
プ
ラ
ト
ン
の
「
理
想
国
家
」
に
お
け
る
「
詩

人
追
放
説
」
と
は
、
現
代
に
お
い
て
、
相
互
に
補
強
関
係
に
あ
り
、
教
育
・
啓
蒙
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
両
者
に
は
相

似
性
が
見
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
孔
子
の
儒
教
国
家
に
せ
よ
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
理
想
国
家
」
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
政
治
・

社
会
・
道
徳
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
文
学
を
想
定
し
、
い
わ
ゆ
る
健
康
的
教
育
を
施
す
に
は
検
閲
の
必
要
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
お
い
て
、
一
致
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
儒
教
国
家
と
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
国
家
と
は
、
そ
の
目
的
・
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目
標
に
お
い
て
違
っ
て
い
た
が
、
少
な
く
と
も
文
学
・
詩
に
対
す
る
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
・
態
度
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
孔
子
の
詩
学
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
き
た
文
学
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
同
じ
よ
う
に
「
詩
人
追

放
」
で
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
も
は
や
逆
に
儒
教
国
家
の
た
め
に
詩
人
・
詩
・
文
学
を
存
分
に
活
用
し
、
二
千
年
以
上
も

政
治
・
社
会
・
道
徳
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
文
学
観
を
維
持
し
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
れ
以
前
の
『
詩
経
』
ま
で
も
そ
の

よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
。「
文
学
・
詩
と
は
何
か
」、
そ
れ
は
国
家
・
政
治
に
従
属
さ
せ
ら
れ
（
い
わ
ば
、「
詩
大
序
」
に

い
う
よ
う
に
、
情
發
于
聲
、
聲
成
文
謂
之
音
、
治
世
之
音
安
以
樂
、
其
政
和
。
亂
世
之
音
怨
以
怒
、
其
政
乖
。
亡
國
之
音

哀
以
思
、
其
民
困
）、
国
家
の
道
具
と
し
て
活
用
さ
れ
、
道
徳
の
モ
デ
ル
（
先
王
以
是
經
夫
婦
、
成
孝
敬
、
厚
人
倫
、
美

教
化
、
移
風
俗
）
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
孔
子
の
儒
教
国
家
に
お
い
て
、
詩
人
・
詩
が
追
放
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
詩
人
が
逆
に
利
用
さ
れ
、
も
し
国
家
の
た
め
に
奉
仕
す
る
な
ら
、
奨
励
さ
れ
、
抜
擢
さ
れ
る
が
、
さ
も
な
け
れ
ば
詩

人
は
罰
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
西
欧
文
学
を
受
容
し
な
く
て
も
、
儒
教
国
家
の
文
学
の
ス

ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
西
欧
文
学
プ
ラ
ト
ン
の
教
育
・
啓
蒙
の
た
め
の
文
学
観
を
二
千
年
以
上
も
徹
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
に
両
者
に
は
何
ら
の
齟
齬
も
見
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
「
イ
オ
ン
」
に
お
い
て
呈
示
し
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
は
、
西
欧
に
お
い
て
起
伏

し
て
き
た
も
の
の
、
そ
れ
は
現
在
ま
で
も
生
き
長
ら
え
、
先
述
し
た
よ
う
に
理
性
主
義
・
科
学
へ
の
懐
疑
が
浸
透
し
つ
つ

あ
る
現
代
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
れ
は
復
権
し
つ
つ
、
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
対
立
、
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
は
今
後
も
解

消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
方
の
伝
統
に
は
、
そ
の
よ
う
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観

の
影
が
薄
く
、
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
正
統
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
文
学
は
ま
た
別
の
側
面
が
あ
り
、
例
え
ば
、
日
本
の
古
来
『
万
葉
集
』
に
主
張
さ
れ
て
き
た
「
言
霊
」
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の
文
学
を
は
じ
め
、
そ
の
後『
源
氏
物
語
』に
見
ら
れ
る「
も
の
の
哀
れ
」な
ど
、
独
自
の
文
学
観
に
よ
っ
て
営
ま
れ
、『
古

今
和
歌
集
』
の
「
仮
名
序
」
以
来
、
自
分
の
独
自
の
文
学
観
を
明
確
に
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

モ
ン
ゴ
ル
の
英
雄
叙
事
詩
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
も
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
本
稿
は
そ
れ

ら
を
考
察
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
課
題
は
別
の
論
稿
に
譲
り
た
い
。

そ
し
て
、
東
方
は
、
明
治
以
来
日
本
を
始
め
、
中
国
は
、
西
欧
三
千
年
の
文
学
に
お
い
て
起
源
か
ら
対
峙
し
つ
つ
絡
み

合
っ
て
き
た
二
つ
の
文
学
観
を
受
容
し
て
き
た
。
し
か
も
明
治
以
来
、
そ
の
片
方
に
眼
を
光
ら
せ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ

ろ
う
（
た
だ
し
、
文
学
・
芸
術
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
た
ち
、
あ
る
い
は
彼
等
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
、
創
造
さ
れ
た
作
品
は
ま

た
随
分
と
違
う
の
で
あ
る
が
）。
つ
ま
り
、
そ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
を
中
心
と
す
る
文
学
観
に
括
ら
れ
る
「
感
情
・
情
緒
シ
ス

テ
ム
」が
導
入
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
受
容
は
総
体
と
し
て
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
、
試
行
錯
誤
は
あ
っ
た
も
の
の
、

賞
賛
を
込
め
て
い
え
ば
、
東
方
側
は
よ
り
豊
か
な
感
情
・
感
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
冷
静
に
考
え

れ
ば
、
明
治
以
来
、
東
方
三
千
年
の
文
学
の
「
感
情
・
情
緒
シ
ス
テ
ム
」
が
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
孔
子
の
想
定
し
て
い

た
儒
教
国
家
に
は
な
か
っ
た
文
学
観
に
直
面
さ
せ
ら
れ
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
悩
ま
さ
れ
、
東
西
が
融
合

し
て
か
ら
、
伝
統
的
な
「
感
情
・
情
緒
シ
ス
テ
ム
」
が
塗
り
替
え
ら
れ
て
、
か
つ
さ
ら
に
ま
た
新
し
く
構
築
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
に
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
い
っ
た
混
合
と
矛
盾
の
な
か
文
学
を
鑑
賞
し
、
ま
た
そ

れ
を
通
じ
て
世
界
を
認
知
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
く
に
日
本
に
と
っ
て
、
そ
の
混
合
の
度
合
い
は
自
他
と
も
分

け
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
詩
学
の
碩
学
川
本
皓
嗣
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

人
間
は
詩
と
い
う
へ
ん
な
も
の
を
発
明
し
て
、
た
え
ず
そ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
そ
の
ふ
し
ぎ
さ
に
あ
き
れ
な



116

が
ら
、
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
遊
び
戯
れ
て
い
た
ん
だ
（
中
略
）。
た
だ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
特
殊
な
文
化
圏

に
は
、
努
力
を
重
ね
て
い
け
ば
、
や
が
て
は
き
っ
と
こ
と
ば
の
意
味
が
確
定
で
き
る―

―

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
と
ば

の
向
こ
う
に
あ
る
た
だ
ひ
と
つ
の
真
実
を
、
こ
と
ば
で
言
い
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
信
じ
る
人
び
と
が
い
た
と

い
う
こ
と
だ
け
さ
。
も
っ
と
も
今
じ
ゃ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ぼ
く
ら
の
一
部
に
な
っ
て
も
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
け
っ
し

て
他
人
ご
と
で
は
な
い
け
ど
ね
。（

89
）

東
西
が
混
合
し
、
い
ま
や
地
球
規
模
で
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
ん
で
い
る
な
か
、
少
な
く
と
も
文
学
研
究
に
お

い
て
、「
詩
・
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
、
西
欧
の
起
源
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
大
い
な
る
二
つ
の
対
峙
、

矛
盾
、「
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
」
は
、
未
だ
に
明
確
に
考
察
さ
れ
ず
に
、
答
え
も
与
え
ら
れ
ず
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
一
体
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

以
上
、
本
稿
は
、
問
題
提
起
の
た
め
、
概
念
と
し
て
の
文
学
を
素
描
し
て
き
た
。
そ
の
際
つ
ね
に
詩
・
文
学
を
い
か
に

鑑
賞
す
べ
き
か
、
認
知
す
べ
き
と
い
う
問
題
が
考
察
の
中
心
を
形
づ
く
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
誤
解
を
招
き
か
ね

な
い
、
あ
る
い
は
周
到
不
行
届
の
謗
り
を
免
れ
な
い
部
分
が
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
と
り
わ
け
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
創
出
す
る
創
作
者
、
ク
リ
エ
ー
タ
ー
、
作
家
、
芸
術
家
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
作
品
は
、
も

は
や
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
古
代
か
ら
現
在
ま
で
無
数
に
存
在
す
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日

本
の
万
葉
文
学
に
見
ら
れ
る「
言
霊
」や
、モ
ン
ゴ
ル
の
英
雄
叙
事
詩
に
み
ら
れ
る「
入
神
・
神
が
か
り
」、ま
た
中
国
の『
詩

経
』
の
抒
情
性
と
詩
人
の
李
白
に
見
ら
れ
る
「
狂
気
」
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
な

価
値
基
準
に
お
い
て
評
価
し
、
理
性
主
義
に
従
っ
て
認
知
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
焦
点
を
絞
っ
て
み
て
き
た
が
、
そ
の
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作
品
そ
れ
自
体
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
を
考
察
の
対
象
に
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
別
の
立
場
と
研
究

課
題
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
一
言
で
東
方
と
は
い
っ
て
も
、
日
本
文
学
は
ま
た
独
自
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文

学
観
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
儒
教
・
仏
教
の
文
学
観
と
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
き
た
の
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
加
え
て
儒
教
の
影
響
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
文
学
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
特
殊
な
文
学
観
が
見
ら
れ
る
の

で
、
そ
れ
ら
も
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

以
上
、
概
念
と
し
て
文
学
を
考
え
て
き
た
が
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
イ
デ
ア
リ
ズ

ム
、
現
実
と
理
想
な
ど
の
よ
う
な
対
立
は
、
恐
ら
く
人
文
科
学
に
携
わ
る
も
の
に
と
っ
て
、
常
に
悩
ま
し
い
こ
と
で
あ
る

に
違
い
な
い
。
と
く
に
詩
・
文
学
に
お
い
て
み
る
と
、
さ
ら
に
個
人
の
趣
味
・
性
格
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
対
立
的
な
二
つ
の
文
学
観
に
つ
い
て
マ
リ
ー
は
「
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
」
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
二
つ

の
文
学
観
は
、
両
価
性
、
い
わ
ば
同
一
対
象
に
対
し
て
矛
盾
す
る
感
情
や
評
価
を
同
時
に
抱
い
て
い
る
精
神
状
態
と
い
う
、

心
理
学
的
タ
ー
ム
を
も
っ
て
捕
捉
で
き
る
現
象
で
あ
ろ
う
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
体
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

に
認
識
さ
れ
、
安
定
的
に
捕
捉
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
対
立
・
矛
盾
を
、
対
立
・
矛
盾
の
ま
ま
受
け
止
め

よ
う
と
す
る
な
ら
、
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
認
知
に
お
け
る
戸
惑
い
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
私
は
、

む
し
ろ
問
題
提
起
と
し
て
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
（
二
律
背
反
）
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
こ
の
対
立
を
認
識
す
る
の
に
有
効
で
は

な
い
か
と
考
え
、
そ
れ
を
も
っ
て
本
稿
の
結
び
に
し
た
い
。

以
下
、
カ
ン
ト
の
呈
示
し
た
二
律
背
反
に
基
づ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
律
背
反
の
概
念
の
経
緯
と
定
義
に
つ
い
て
、
石
川
文
康
は
簡
潔
に
概
括
し
て
い
る
。
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二
律
背
反
と
い
う
用
語
自
体
は
、
古
く
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
ら
に
も
見
ら
れ
る
が
、
哲
学
の
主
導
概
念
と
な
っ
た
の

は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
一
七
世
紀
以
来
、
法
学
用
語
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
法
と
法
の
衝
突

を
意
味
し
て
い
た
が
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
哲
学
に
転
用
し
、
理
性
の
背
反
し
あ
う
主
張
間
の
対
立
、
し
た
が
っ
て
ま

た
「
理
性
の
自
己
自
身
と
の
争
い
」
の
意
味
に
お
い
て
用
い
た
。（
中
略
）
そ
の
中
で
最
も
有
名
な
の
は
、『
純
粋
理
性

批
判
』
の
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
著
の
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
に
お
い
て
二
律
背
反
を
以
下
の
よ
う
に
四
組
提
出

し
た
。
①
第
一
の
二
律
背
反
：〈
定
立
〉 

世
界
は
空
間
・
時
間
的
に
有
限
で
あ
る
。〈
反
定
立
〉 

世
界
は
空
間
・
時
間

的
に
無
限
で
あ
る
。
②
第
二
の
二
律
背
反
：〈
定
立
〉 

世
界
に
お
け
る
一
切
の
も
の
は
単
純
な
要
素
か
ら
な
る
。〈
反

定
立
〉 

世
界
に
お
け
る
合
成
さ
れ
た
も
の
は
単
純
な
要
素
か
ら
な
ら
な
い
。
③
第
三
の
二
律
背
反
：〈
定
立
〉
世
界

に
は
自
由
に
よ
る
因
果
性
も
あ
る
。〈
反
定
立
〉
世
界
に
は
自
由
な
る
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
が
自
然
必
然
に
よ
っ

て
生
じ
る
。
④
第
四
の
二
律
背
反
：〈
定
立
〉
世
界
の
因
果
性
の
系
列
に
は
絶
対
的
必
然
的
存
在
者
が
い
る
。〈
反
定

立
〉
こ
の
系
列
の
中
に
は
絶
対
的
必
然
的
存
在
者
は
お
ら
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
偶
然
的
で
あ
る
。

（
中
略
）
こ
れ
ら
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
中
で
、
特
に
第
三
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
自
由
の
可
能
性
を
保
障
し
、
道

徳
の
基
盤
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
で
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
カ
ン
ト
哲
学
全
体
の
要
石
の
一
つ
を
な
す
。（

90
）

本
稿
に
お
い
て
言
及
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
詩
・
詩
人
に
対
す
る
二
つ
の
相
反
す
る
命
題
の
呈
示
は
、
以
上
の
カ
ン
ト
の
呈

示
し
た
こ
の
二
律
背
反
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
よ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
第
三
の
二
律
背
反
の
命
題
を
カ
ン
ト
は
、
さ
ら
に

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
展
開
し
た
が
、
そ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
文
学
と
文
学
観
に
お
け
る
矛
盾
に
対
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
徳
の
研
鑽
と
幸
福
追
求
と
の
間
に
二
律
背
反
が
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生
じ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
最
高
善
は
徳
と
幸
福
と
の
一
致
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
し
か
る
に
徳
の
研
鑽
は
幸
福
を
約

束
せ
ず
、
ま
た
幸
福
追
求
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
徳
を
も
た
ら
さ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
一
致
は
こ
の
世
に
お

い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
『
理
性
』
の
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
理
性
』
が
自
己
矛
盾
を
生
じ

き
た
さ
な
い
た
め
に
、
こ
の
世
を
超
え
て
、
無
限
の
前
進
に
お
い
て
道
徳
的
な
完
全
性
が
実
現
さ
れ
る
べ
く
、〈
霊
魂
の

不
死
〉
が
〈
要
請
〉
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
徳
と
幸
福
を
結
合
す
る
根
拠
と
し
て
、〈
神
の
存
在
〉
が
〈
要
請
〉
さ
れ
る
」（

91
）。

換
言
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
に
お
い
て
、
そ
の
国
家
の
徳
・
秩
序
の
た
め
、
詩
人
を
追
放
す
る
と
い
う
主
張
と
、

「
イ
オ
ン
」
に
お
い
て
、
人
間
の
内
的
世
界
の
時
空
を
超
え
た
快
楽
・
幸
福
の
追
求
に
お
い
て
、
詩
人
が
入
魂
や
神
が
か

り
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
を
失
う
こ
と
に
こ
そ
真
の
美
し
い
詩
を
語
る
こ
と
が
で
き
、
聴
衆
は
そ
れ
に
憑
か
れ
、

そ
の
詩
に
魅
入
ら
れ
る
の
だ
、
と
い
う
主
張
、
こ
の
二
つ
の
主
張
は
、「
両
者
と
も
理
性
の
要
求
」
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

筆
者
の
見
解
で
は
、
カ
ン
ト
に
従
っ
て
さ
ら
に
、「
こ
の
世
を
超
え
て
、
無
限
の
前
進
に
お
い
て
道
徳
的
な
完
全
性
が
実

現
さ
れ
る
べ
く
」
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
、
理
性
（
意
志
）
に
よ
っ
て
詩
人
の
神
感
説
を
解
消
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
と
も
に
理
性
的
な
（
む
し
ろ
意
志
の
）
要
請
で
あ
り
、
そ
の
理
性
的
な
（
意
志
の
）
要
請
を
二
律

背
反
と
し
て
理
解
し
、
さ
ら
に
探
求
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
文
学
に
お
い
て
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
は
、
ま
さ
し
く
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
・
即
興
詩
や
ロ
マ

ン
主
義
文
学
に
代
表
さ
れ
た
超
越
と
幸
福
へ
の
追
求
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
自
体
が
最
善
の
道
徳
を
も
た
ら
す
こ
と
は
約

束
さ
れ
な
い
。
そ
の
逆
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
、
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
観
は
、
社
会
の
合
理
的
、
理
性
的
道
徳
へ
の
追
求
も
し
て

き
た
が
、
し
か
し
そ
れ
も
ま
た
決
し
て
幸
福
を
約
束
し
な
い
。
そ
し
て
そ
の
「
最
高
の
善
」（
カ
ン
ト
語
）
に
お
い
て
の

一
致
は
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
強
い
て
は
合
理
主
義
社
会
の
現
在
ま
で
も
こ
の
世
に
お
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い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
と
も
に
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
自
明
か
つ
当
然
で
、
自
然
の
欲
求
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
、
か
つ
て
、
天
才
と
狂
気
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
文
学
の
運
命
に
恵
ま
れ
た
（
あ

る
い
は
強
い
ら
れ
た
）、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
文
学
者
、
芸
術
家
、
音
楽
家
（
現
在
で
も
同
じ
で
あ
る
が
）
の
多
く
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
天
才
・
狂
気
の
た
め
、
健
康
が
害
さ
れ
、
し
ば
し
ば
短
命
で
か
つ
生
を
早
く
終
え
た
人
が
多
か
っ
た
（
き
わ

め
て
世
俗
的
に
考
え
る
な
ら
）
が
、
し
か
し
、
そ
の
逆
に
、
理
性
主
義
に
傾
い
た
平
凡
か
つ
退
屈
な
日
常
の
生
を
営
む
現

代
社
会
と
、
職
人
の
よ
う
に
退
屈
も
せ
ず
に
（
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
の
で
は
な
く
、「
鏡
」
を
も
っ
て
映
し
出

す
よ
う
な
ミ
メ
ー
シ
ス
に
よ
る
）
作
品
を
営
ん
で
き
た
作
家
に
は
、
し
ば
し
ば
較
的
に
人
間
の
長
生
き
こ
そ
保
障
さ
れ
つ

つ
あ
る
も
の
の
、
超
越
的
、
霊
的
な
幸
福
ど
こ
ろ
か
、
ロ
ボ
ッ
ト
化
さ
れ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
的
な
幸
福
す
ら
約
束
さ
れ
て
い

な
い
。
た
と
え
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
予
言
し
た
よ
う
な
、「
精
神
の
な
い
専
門
人
、
心
情
の
な
い
享
楽
人
。
こ
の
無ニ

ヒ

ツ

の
も
の
は
、

人
間
性
の
か
つ
て
達
し
た
こ
と
の
な
い
段
階
に
ま
で
す
で
に
登
り
つ
め
た
、
と
自
惚
れ
」（

92
）

て
も
、
決
し
て
幸
福
と
は

言
い
難
い
。
こ
れ
は
文
学
・
芸
術
の
世
界
で
は
な
く
て
も
、
恐
ら
く
現
実
の
現
代
社
会
生
活
に
お
い
て
も
誰
も
が
理
解
で

き
る
一
種
の
二
律
背
反
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
二
律
背
反
と
し
て
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
狂
気
の
文
学
と
、
ミ

メ
ー
シ
ス
の
文
学
の
対
立
、
ま
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
狂
気
の
文
学
と
、
合
理
的
社
会
と
の
対
立
が
歴
然
と
し
て
あ

る
が
、
こ
の
矛
盾
、
対
立
は
、
二
律
背
反
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
か
。
少
な
く
と
も
詩
・
文
学
に
お
い
て
、
そ
れ
は
探
求

す
べ
き
価
値
の
あ
る
概
念
命
題
で
あ
ろ
う
。

（
テ
レ
ン
グ
ト　

ア
イ
ト
ル
・
北
海
学
園
大
学
教
授
）
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［
註
］

（
1
）「
文
学
」
と
い
う
用
語
の
定
義
に
つ
い
て
、
ま
ず
明
治
初
期
、
西
周
が
「
初
め
て
西
洋
語
のliterature 

の
翻
訳
語
と
し
て
用
い
た
」（
赤
祖

父
哲
二
ほ
か
編
『
日
中
英
言
語
文
化
辞
典
』
マ
ク
ミ
ラ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
ハ
ウ
ス
、
二
〇
〇
〇
年
〈
1417
頁
〉）
と
言
わ
れ
、
一
八
九
〇
年
森
鷗
外

と
厳
本
善
治
と
の「
文
学
と
自
然
」論
争
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
今
日
のliterature 

文
学
の
意
味
と
し
て
定
着
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
一
方
、

一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）
頃
、「
西
は
『
百
学
連
環
』
の
講
述
に
際
し
て
、literature 

を
『
文
学
』
と
す
べ
き
か
『
文
章
学
』
と
す
べ
き
か
、

大
変
に
迷
っ
た
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）
西
周
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
い
ろ
い
ろ
と
苦
慮
し
た
あ
げ
く
、literature 

を
『
文
章
学
』『
文
章
科
』

と
し
、
か
え
っ
て rhetoric 

に
『
文
学
』
の
訳
語
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
」
と
、
鈴
木
修
次
が
西
周
の
「
文
学
」
用
語
の
訳
に
は
疑
問
を
持
っ

て
お
り
、
そ
の
代
わ
り
、
一
八
七
五
年
五
月
八
日
発
行
の
『
文
部
省
報
告
』
第
21
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
開
成
学
校
課
程
表
」
が
、
大
い
に

参
考
に
な
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
開
成
学
校
に
お
い
て
は
、
明
治
八
年
の
段
階
で
す
で
に rhetoric 

を『
修
辞
』と
し
、literature 

を『
文
学
』

と
し
、logic 

を
『
論
理
』
と
し
、m

ental philosophy 

を
『
心
理
』
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
学
術
名
称

の
訳
語
の
、
日
本
社
会
に
お
け
る
初
出
の
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、literature 

を
『
文
学
』
と
す
る
公
的
訳
語
は
、
文
部
省
の

行
政
用
語
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
期
は
、
明
治
八
年
に
あ
っ
た
。
こ
の
開
成
学
校
は
、
や
が
て
明
治
一
〇
年
の

東
京
大
学
の
発
足
に
あ
た
っ
て
、
そ
っ
く
り
東
京
大
学
の
機
構
の
中
に
く
り
こ
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
」（
鈴
木
修
次
著
「『
文
学
』
の
訳
語
の
誕

生
と
日
・
中
文
学
」、
古
田
敬
一
編
『
中
国
文
学
の
比
較
文
学
的
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
〈
332―

334
頁
〉）
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、

明
治
初
期
に
、「
文
学
」と
い
う
用
語
は
、
最
初
に
公
的
に
文
部
省
か
ら
使
用
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
文
部
省
の
用
例
が
、
実
際
、

現
在
ま
で
の
こ
の
用
語
の
意
味
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
変
化
し
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

日
本
に
お
け
る「
文
学
」と
い
う
概
念
史
に
つ
い
て
、
鈴
木
貞
美
に
よ
る
記
念
碑
的
労
作『
日
本
の〈
文
学
〉概
念
』（
作
品
社
、
一
九
九
八
年
）

と
『〈
日
本
文
学
〉
の
成
立
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
詳
細
か
つ
精
確
に
論
述
し
て
お
り
、
こ
の
用
語
に
ま

つ
わ
る
受
容
と
意
味
の
揺
れ
に
つ
い
て
、
改
め
て
こ
こ
で
検
証
す
る
必
要
が
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
用
い
る
「
文
学
」
は
、
最

低
限
の
範
囲
に
お
い
て
、
古
典
の
詩
を
含
む
、
現
代
の
意
味
に
お
い
て
の
概
念
と
し
て
用
い
る
が
、
古
代
と
古
典
に
お
け
る
詩
に
つ
い
て
問
い

か
け
る
場
合
、
現
代
の
文
学
と
古
典
の
詩
と
の
時
代
と
ジ
ャ
ン
ル
を
分
け
な
い
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
併
用
か
混
用
す
る
。

（
2
）
Ｒ
・
ウ
ェ
レ
ッ
ク
、
Ａ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
著
、
太
田
三
郎
訳
『
文
学
の
理
論
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
（Rene W

ellek &
 A

ustin 

W
arren, T

heory of Literature [H
arcourt B

race], 1948.

）。
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（
3
）
同
右
書
（
3―

30
頁
）。

（
4
）
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
著
、
福
井
和
美
訳
『
浜
辺
の
誕
生―

―

海
と
人
間
の
系
譜
学―

―

』
一
九
九
二
年
（
554
頁
、
578
頁
）。

ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
（
一
九
三
六
〜
）
は
こ
の
著
作
の
附
録
「『
め
く
る
め
く
輻
輳
』―

―

名
前
な
き
歴
史
を
粗
描
的
に
展
望
す
る
」

に
お
い
て
、
リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
と
と
も
に
、
社
会
心
理
学
者
の
シ
ャ
ル
ル
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
「
情
動
・
感
情
シ
ス
テ
ム
」
と

い
う
用
語
を
引
用
し
て
、
歴
史
研
究
の
対
象
と
な
る
集
団
心
理
に
つ
い
て
言
及
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
個
別
の
情
緒
で
は
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
あ
る
精
神
の
シ
ス
テ
ム
と
情
動
の
シ
ス
テ
ム
を
再
発
見
し
、
記
述
し
、
分
析
に
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
い
、
そ
の
目
的
は
、

「
精
神
と
情
動
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
仕
組
み
を
、
ふ
た
つ
の
シ
ス
テ
ム
が
発
展
し
て
ゆ
く
そ
の
動
き
を
、
ふ
た
つ

の
シ
ス
テ
ム
の
あ
い
だ
で
た
が
い
の
要
素
を
結
び
つ
け
て
い
る
諸
々
の
関
連
の
、
そ
の
性
質
を
、
把
握
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
つ
ま
り

「
特
定
の
時
代
が
え
が
き
だ
す
思
考
可
能
性
の
範
囲
と
経
験
可
能
性
の
範
囲
を
、
え
が
き
だ
さ
れ
る
が
ま
ま
に
画
定
し
て
み
る
こ
と
、
こ

れ
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
研
究
の
最
終
目
的
と
な
る
」
と
い
う
。

本
稿
に
と
っ
て
、
最
も
示
唆
的
で
、
方
法
論
的
な
枠
組
み
と
し
て
用
い
ら
れ
た
そ
の
「
情
動
・
感
情
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
用
語
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
起
源
に
お
け
る
人
間
の
感
情
・
情
動
が
あ
る
原
初
か
ら
あ
る
作
品
群
に
シ
ス
テ
ム
的
に
表
現
さ
れ
、
表
象
さ
れ
、
集
約

さ
れ
、
ま
た
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
し
て
そ
の
後
の
感
情
・
情
動
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
影
響
し
、
規
制
し
、
方
向
付
け
て
作
用

し
て
い
く
こ
と
、
か
つ
ま
た
他
の
地
域
、
民
族
、
文
化
圏
の
感
情
・
情
動
シ
ス
テ
ム
と
は
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
に
は

恰
好
の
い
い
手
助
に
な
る
と
考
え
る
。
実
際
、
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
は
、
こ
の
著
書
に
お
い
て
一
七
五
〇
年
か
ら
西
欧
人
は
、
ど
の
よ

う
に
そ
れ
ま
で
の
海
と
の
関
係
と
は
違
っ
て
き
た
か
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
感
情
・
情
緒
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
新

し
い
海
を
発
見
し
、
新
し
い
海
と
の
関
係
を
作
っ
て
き
た
か
を
見
事
に
描
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
5
）
小
沢
重
男
訳
著
『
元
朝
秘
史
全
釈
』（
上
）、（
中
）、（
下
）
風
間
書
房
、
一
九
八
四―

一
九
八
六
年
。

（
6
）
若
松
寛
訳
『
ジ
ャ
ン
ガ
ル
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
。

（
7
）
若
松
寛
訳
『
ゲ
セ
ル
・
ハ
ー
ン
物
語
』
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
。

（
8
）
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
シ
ョ
ヴ
ァ
ニ
ツ
著
、
小
杉
剋
次
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
源
流―

―

そ
の
栄
光
と
挫
折
と
教
訓
の
探
求―

―

』
世

界
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
（
14
頁
）。

（
9
）
高
田
康
成
、
中
島
隆
博
「
壁
の
向
こ
う
の
教
養
書
」、
小
林
康
夫
、
山
本
泰
編
『
教
養
の
た
め
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
』
東
京
大
学
出
版
会
、
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二
〇
〇
五
年
（
33―

68
頁
）。

（
10
）
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ド
・
ロ
ミ
ー
イ
著
、
有
田
潤
訳
『
ホ
メ
ロ
ス
』
白
水
社
、
二
〇
〇
一
年
（
11
頁
）。

（
11
）P

enelope M
urray Plato on Poetry. [C

am
bridge U

niversity P
ress], 1997, p. 1.

（
12
）「
東
方
」、「
東
洋
」（the orient, T

he east

）
と
は
、
い
ず
れ
も
曖
昧
で
、
か
つ
複
雑
な
意
味
論
的
、
歴
史
的
、
政
治
的
な
用
語
で

あ
る
。
ア
ジ
ア
諸
国
が
自
分
を
「
東
方
」
や
「
東
洋
」
と
名
指
す
前
に
、
西
欧
側
か
ら
「the orient, T

he east

」
と
名
指
さ
れ
た
が
、

し
か
し
そ
れ
も
決
し
て
精
確
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
中
国
語
で
は
「
東
方
」
と
訳
し
、
日
本
語
に
お
い
て
は
、
よ
く
「
東
洋
」
と
訳
し
て
、

自
分
を
命
名
し
て
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
も
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
一
般
と
イ
ン
ド
の
文
化
圏
と
の
相
違
に
よ
っ
て
、
そ
の
範
囲

が
さ
ら
に
曖
昧
化
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
起
源
に
お
け
る
概
念
を
考
え
る
場
合
、
西
欧
（
西
洋
）
に
対
応
し
て
、「
東
方
」
を
用
い
る
が
、

そ
れ
が
、
イ
ン
ド
文
化
圏
ま
で
含
ま
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
漢
字
文
化
圏
の
起
源
を
表
象
す
る
の
に
は
、
有
効
な
用
語
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

し
か
し
、
時
代
が
古
代
か
ら
下
が
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
漢
字
文
化
圏
の
諸
国
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
独
自
の
発
展
を
成
し
遂
げ
、
自
律

し
た
文
化
地
域
を
な
す
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
と
く
に
、
近
代
に
な
っ
て
く
る
と
、「
東
方
」
と
は
、
西
欧
と
対
応
し
て
、
依
然
と
し

て
漢
字
文
化
圏
の
み
を
意
味
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
し
か
し
同
時
に
、
ま
さ
に
近
代
、
あ
る
い
は
明
治
以
降
に
な
っ
て
く
る
と
、

も
は
や
「
東
方
」
な
い
し
「
東
洋
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
こ
そ
、
逆
に
西
欧
と
の
間
に
、
多
く
の
意
味
で
対
峙
し
、
対
等
な
対
応
関

係
を
鮮
明
化
す
る
の
み
役
割
を
果
た
し
た
の
で
、
他
の
用
語
が
代
替
で
き
な
い
多
く
の
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
東
西
両
文
化
の
起
源
に
お
い
て
、「
東
方
」
は
西
欧
と
対
応
し
て
、
外
延
と
内
包
が
同
一
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
時
代
が

下
が
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
東
方
の
内
包
が
複
合
的
に
拡
張
し
、
外
延
と
不
一
致
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の

用
語
は
意
味
論
的
に
も
、
歴
史
的
に
も
複
雑
に
用
い
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
は
「
東
方
」
と
い
う
用
語
の
一
貫

性
を
保
つ
こ
と
を
配
慮
し
て
、
近
代
以
降
の
諸
現
象
を
記
述
す
る
場
合
で
も
、
用
語
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、「
ア
ジ
ア
」、「
東
ア
ジ
ア
」、

特
定
の
地
域
と
い
っ
た
よ
う
に
一
々
使
い
分
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
便
宜
的
に「
東
方
」と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
13
）
内
藤
亨
代
訳
「
イ
オ
ン
」、
山
本
光
雄
編
集
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
6
』
角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
（
331
頁
）。

（
14
）
同
右
書
、（
113―

115
頁
）。

（
15
）
松
平
千
秋
訳
『
イ
リ
ア
ス
（
上
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
（
11
頁
）。

（
16
）
松
平
千
秋
訳
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
（
上
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
（
11
頁
）。
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（
17
）
藤
沢
令
夫
訳
『
国
家
（
上
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
（
172―

176
頁
）。

（
18
）
同
右
書
（
177
頁
）。

（
19
）
藤
沢
令
夫
訳
『
国
家
（
下
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
（
341―

342
頁
）。

（
20
）
同
右
書
（
342―

343
頁
）。

（
21
）
同
右
書
（
356―

357
頁
）。

（
22
）
同
右
書
（
358
頁
）。

（
23
）
同
右
書
（
376―

377
頁
）。

（
24
）
今
道
友
信
訳
「
詩
学
」『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
17
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二 

年
（
23―

24
頁
）。

（
25
）
Ｅ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
著
、
篠
田
一
士
訳
『
ミ
メ
ー
シ
ス―

―

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
お
け
る
現
実
描
写―

―

』（
下
）
筑
摩
書
房
、

一
九
六
七
年
（
313
頁
）。

（
26
）「
抒
情
詩
」（lyric

）
と
は
何
か
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
発
生
お
よ
び
そ
の
用
語
を
も
っ
て
『
詩
経
』
の
詩
が
抒
情
詩
だ
と
い
う
の
に
は
、

非
的
確
な
部
分
が
生
じ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
一
般
的
、
通
常
の
意
味
に
お
い
て
の
表
現
と
し
て
用
い
る
。
そ
の
用
語
そ
れ
自
体

の
定
義
に
つ
い
て
は
別
紙
に
検
討
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。

（
27
）
章
培
恒
、
駱
玉
明
編
『
中
国
文
学
史
（
上
）』
復
旦
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
（
83
頁
）。

（
28
）
蔡
江
華
著
「『
詩
言
志
』
一
考―

―

『
尚
書
』、『
論
語
』、『
詩
経
』
序
を
中
心
に―

―

」『
言
語
と
文
化
』
名
古
屋
大
学
大
学
院 

国

際
言
語
文
化
研
究
科
、
二
〇
〇
七
年
三
月
（21 ; 33
頁
）。

（
29
）
藪
敏
裕
著
「
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
『
孔
子
詩
論
』
所
引
『
詩
』
理
解―

―

周
頌
・
清
廟
之
什
・
清
廟
篇
を
中
心
に―

―

」
岩

手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
、
二
〇
〇
三
年
二
月
（
1―

6
頁
）。

（
30
）
前
掲
書
、「『
詩
言
志
』
一
考―

―

『
尚
書
』、『
論
語
』、『
詩
経
』
序
を
中
心
に―

―

」『
言
語
と
文
化
』（
21―

35
頁
）。

（
31
）
木
村
英
一
ほ
か
訳
『
論
語
・
孟
子
・
荀
子
・
礼
記
』（
中
国
古
典
文
学
大
系
〈
第
3
巻
〉）
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
（
8
頁
）。

（
32
）
前
掲
書
『
中
国
文
学
史
（
上
）』（
84
頁
）。

（
33
）
前
掲
書
、『
論
語
・
孟
子
・
荀
子
・
礼
記
』（
96
頁
）。

（
34
）
目
加
田
誠
著
「
解
説
」、『
詩
経
・
楚
辞
』
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
（
501
頁
）。
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（
35
）
同
右
書
（
502
頁
）。

（
36
）
高
田
真
治
著
『
詩
経
』（
上
）〈
漢
詩
大
系
第
一
巻
〉
一
九
六
六
年
（
14
〜
15
頁
）。

関く
わ
ん
し
ょ

雎
は
、
后こ

う
き妃

の
徳
な
り
。
風（
国
風
）の
始
め
な
り
。
天
下
を
風（
風
化
）し
て
、
夫
婦
を
正
す
所
以
な
り
。
故
に
之
を
郷
人
に
用
ひ
、

之
を
邦
国
に
用
ふ
。
風
は
風
（
風
動
）
な
り
、
教
（
教
化
）
な
り
。
風
以
て
之
を
動
か
し
、
教
以
て
之
を
化
す
。

詩
は
、
志
の
之ゆ

く
所
な
り
。
心
に
在
る
を
志
と
為
し
、
言
に
発
す
る
を
詩
と
為な

す
。
情
、
中
に
動
き
て
、
言
に
形あ

ら

は
る
。
之
を
言
う

て
足
ら
ず
、
故
に
之
を
嗟さ

　
た
ん歎

す
。
之
を
嗟
歎
し
て
足
ら
ず
、
故
に
之
を
永
歌
す
。
之
を
永
歌
し
て
足
ら
ず
、
手
の
之
を
舞
ひ
、
足
の
之

を
蹈
む
を
知
ら
ず
。
情
、
声
に
発
し
、
声
、
文
（
文
采
節
奏
）
を
成
す
。
之
を
音
と
謂
ふ
。
治
世
の
音
は
、
安
く
し
て
以
て
楽
し
む
。

其
の
政
、
和
す
れ
ば
な
り
。
乱
世
の
音
は
、
怨
み
て
以
て
怒
る
。
其
の
政
、
乖そ

む

け
ば
な
り
。
亡
国
の
音
は
、
哀
み
て
以
て
思
ふ
。
其
の
民
、

困く
る

め
ば
な
り
。
故
に
得
失
を
正
し
、
天
地
を
動
か
し
、
鬼
神
を
感
ぜ
し
む
る
は
、
詩
よ
り
近
き
は
莫な

し
。
先
王
是
を
以
て
夫
婦
を
経
し
、

孝
敬
を
成
し
、
人
倫
を
厚
く
し
、
教
化
を
美
し
、
風
を
移
し
俗
を
易
ふ
。

故
に
詩
に
六
義
有
り
。
一
に
曰
く
、
風
。
二
に
曰
く
、
賦
。
三
に
曰
く
、
比
。
四
に
曰
く
、
興
。
五
に
曰
く
、
雅
。
六
に
曰
く
、
頌
。

上
は
以
て
下
を
風
化
し
、
下
は
以
て
上
を
風
刺
し
、
文
を
主
と
し
譎き

っ

諌か
ん

（
直
言
し
な
い
で
諷
諫
す
る
）
す
。
之
を
言
ふ
者
に
罪
無
く
、

之
を
聞
く
者
は
以
て
戒
し
む
る
に
足
る
。
故
に
風（
風
化
・
諷
刺
）と
曰
ふ
。
王
道
衰
へ
、
礼
儀
廃
し
、
政
教
失
ひ
、
国
ゝ
政
を
異
に
し
、

家
ゝ
俗
を
殊
に
す
る
至
っ
て
、
変
風
・
変
雅
起
こ
る
。
国
史
（
国
の
史
官
）
得
失
の
迹あ

と

を
明
ら
か
に
し
、
人
倫
の
廃
を
傷い

た

み
、
刑
政
の

苛か

を
哀
し
み
、
情
性
を
吟
詠
し
て
、
以
て
其
の
上
を
風
す
。
事
変
に
達
し
て
、
其
の
旧
俗
を
懐お

も

ふ
者
な
り
。
故
に
変
風
は
情
に
発
し
て
、

礼
儀
に
止
ま
る
。
情
に
発
す
る
は
、
民
の
性
な
り
。
礼
儀
に
止
ま
る
は
、
先
王
の
澤
な
り
。
是
を
以
て
一
国
の
事
、
一
人
の
本
に
繋か

か

る
。

之
を
風
と
謂
ふ
。
天
下
の
事
を
言
ひ
、
四
方
の
風
を
形あ

ら

は
す
。
之
を
雅
と
謂
ふ
。
雅
は
正
な
り
。
王
政
の
由
っ
て
廃
興
す
る
所
を
言
ふ

な
り
。
政
に
小
大
有
り
。
故
に
小
雅
有
り
、
大
雅
有
り
。
頌
と
は
、
盛
徳
の
形
容
を
美
し
、
其
の
成
功
を
以
て
、
神
明
に
告
ぐ
る
者
な
り
。

是
を
四
始（
史
記
の
孔
子
世
家
に
、
関
雎
の
乱
、
以
て
風
の
始
め
と
為
し
、
鹿
鳴
を
小
雅
の
始
め
と
為
し
、
文
王
を
大
雅
の
始
め
と
為
し
、

情
廟
を
頌
の
始
め
と
為
す
と
あ
る
。
鄭
玄
は
、
国
風
・
小
雅
・
大
頌
を
四
始
と
す
る
〈
孔
疏
〉）
と
謂
ふ
。
詩
の
至
り
な
り
。

（
37
）
劉
勰
著
、『
文
心
雕
龍
』
五
世
紀
末
成
立
（
中
国
文
学
史
上
、
体
系
的
な
お
か
つ
総
合
的
な
文
学
理
論
書
と
し
て
記
念
碑
的
な
存
在
）。
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（
38
）M

urray, Plato on Poetry, pp.6-7.

（
39
）Ibid. p.24.

（
40
）M

. A
. R

afey H
abib, A

 H
istory of Literary C

riticism
: From

 Plato to the Present [B
lackw

ell P
ublishing, 2005], p. 51.

（
41
）
エ
ル
ン
ス
ト
・
ロ
バ
ー
ト
・
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
（E

rnst R
obert C

urtius

）
著
、
南
大
路
振
一
ほ
か
共
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
ラ

テ
ン
中
世
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
（
332
頁
）。

（
42
）
同
右
書
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
ラ
テ
ン
中
世
』（
311―

312
頁
）。

（
43
）
サ
ー
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ド
ニ
ー
著
、
富
原
芳
彰
訳
『
詩
の
弁
護
』
研
究
社
、
一
九
六
八
年
（
19
頁
）。

（
44
）M

urray, Plato on Poetry 1997. p. 25.

（
45
）
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
著
、
小
田
島
夥
雄
志
訳
「
夏
の
夜
の
夢
」『
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
全
集
』（
Ⅲ
）
一
九
七
五
年
（
121―

122
頁
）。

（
46
）
パ
ー
シ
ー
・
ビ
ッ
シ
ュ
・
シ
ェ
リ
ー
著
、『
詩
の
弁
護
』
研
究
社
、
一
九
六
九
年
（
71
頁
）。

（
47
）
同
右
書
（
73―

77
頁
）。

（
48
）
桂
田
利
吉
著
、『
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
（
英
米
文
学
評
伝
叢
書
）』
研
究
社
、
一
九
三
四
年
（
106
頁
）。

パ
ァ
チ
ャ
ス
の
「
廻
国
記
」
の
一
節
の
文
章
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

In X
anadu did C

ublai C
an build a stately P

alace, encom
passing sixteen m

iles of plain ground w
ith a w

all, w
herein 

are fertile M
eddow

es, pleasant S
prings, delightful S

tream
s, and all sorts of beasts of chase and gam

e, and in the 

m
iddest thereof a sum

ptuous house of P
leasure.

桂
田
利
吉
の
訳
に
よ
る
と
、「
ザ
ナ
ド
ウ
に
忽
必
烈
は
周
囲
塀
を
以
て
繞
ら
せ
る
一
六
哩
の
平
原
を
構
え
、
そ
の
中
に
は
壮
大
な
る
王

宮
を
建
立
す
る
。
そ
こ
に
は
豊
饒
な
る
草
原
あ
り
、
美
は
し
き
泉
あ
り
、
川
あ
り
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
狩
猟
に
供
す
る
鳥
獣
住

み
、
中
央
に
は
壮
麗
な
る
歓
楽
の
宮
あ
り
」
と
あ
る
が
、「X

anadu
」
は
モ
ン
ゴ
ル
語
で
「S

hangde

」（
泉
が
あ
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
）

で
、
中
国
語
で「
上
都
」と
称
さ
れ
、
現
在
そ
の
遺
跡
が
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル
自
地
区
シ
リ
ン
ゴ
ル
盟
シ
ョ
ロ
ー
ン
グ
ッ
フ
・
ホ
シ
ョ
ー（
正

藍
旗
）
に
あ
り
、
か
つ
て
ク
ビ
ラ
イ
・
ハ
ー
ン
が
夏
を
過
ご
す
夏
営
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

（
49
）M

urray, Plato on Poetry ,p. 25.

（
50
）
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
・
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
著
、
野
上
憲
男
訳
『
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
詩
集
』
成
美
堂
、
一
九
九
六
年
（
387―

388
頁
）。
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（
51
）
同
右
書
（
383―

384
頁
）。

（
52
）A

nna B
aldwin and Sarah H

utton (E
ds), Platonism

 and the E
nglish Im

agination [C
am

bridge U
niversity P

ress, 1994], p. 16.
（
53
）Ibid.

（
54
）W

illiam
 W

ordsw
orth T

he Prelude (T
ext of 1805), V

ol. 1 [K
enkyusha 1952], p. 3.

（
55
）A

ngela E
sterham

m
er “T

he C
osm

opolitan Im
provvisatore: S

pontaneity and P
erform

ance in R
om

antic P
oetics ”, in : 

E
uropean R

om
antic R

eview
, V

ol. 16, N
o. 2 [A

pril, 2005], p. 153.

（
56
）Ibid., pp. 153-5.

（
57
）Ibid., P

. 156.

（
58
）A

ngela E
sterham

m
er “T

he Im
proviser ’s D

isorder: S
pontaneity, S

ickness, and S
ocial D

eviance in L
ate R

om
anticism

, ” 

E
uropean R

om
antic R

eview
, (V

ol. 16, N
o. 3 [July, 2005], p. 330.

（
59
）
山
本
光
雄
訳
「
国
家
」『
プ
ラ
ト
ン
全
集
8
』
角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
（
138
頁
）。

プ
ラ
ト
ン
は
『
国
家
』
第
一
〇
巻
に
お
い
て
「
詩
人
追
放
」
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
し
か
し
詩
の
う
ち
で
国
に
受
け
入
れ
る
べ
き
も
の
は
、
た
だ
神
々
へ
の
賛
歌
と
善
い
人
間
た
ち
へ
の
頌
歌
だ
け
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
、
も
し
君
が
抒
情
詩
の
形
式
の
も
の
に
せ
よ
、
叙
事
詩
の
形
式
の
も
の
に
せ
よ
、
快
い
味

の
つ
け
ら
れ
た
ミ
ュ
ー
ズ
を
国
の
う
ち
に
受
け
入
れ
る
な
ら
、
快
楽
と
苦
痛
と
が
、
法
律
と
、
最
善
の
も
の
だ
と
公
け
に
そ
の
時
々
で

決
議
さ
れ
た
規
則
と
に
代
わ
っ
て
、
君
臨
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

…
…
つ
ま
り
、
詩
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
れ
を
国
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
追
放
し
た
の
は
、
当
然
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
し
て
貰
い
た
い
。
と
い
う
の
は
理
性
の
決
定
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
ね
。
し
か
し
詩
に

対
し
て
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
を
非
常
に
厳
格
で
野
暮
な
奴
だ
と
認
定
し
な
い
よ
う
に
、
愛
知
と
詩
と
の
間
に
は

昔
か
ら
の
仲
違
い
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
。

…
…
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
も
し
快
楽
目
当
て
の
詩
や
模
倣
の
方
に
、
何
か
理
屈
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
善
い
国
制
を
持
っ
た
国
に
お

い
て
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
喜
ん
で
そ
の
帰
国
を
迎
え
る
だ
ろ
う
、
と
ね
。
わ
れ
わ
れ
自
身
が
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そ
れ
に
よ
っ
て
魅
せ
ら
れ
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
自
覚
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
け
れ
ど
も
さ
、
真
実
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
裏
切
る
の
は

神
を
恐
れ
ぬ
こ
と
な
の
だ
よ
。
ね
え
、
君
、
ど
う
だ
、
君
も
そ
れ
に
よ
っ
て
魅
せ
ら
れ
は
し
な
い
か
、
特
に
、
ホ
メ
ロ
ス
を
通
じ
て
そ

れ
を
眺
め
る
時
に
は
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
。

（
60
）
小
堀
桂
一
郎
編
『
東
西
の
思
想
闘
争
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
（
10
頁
）。

（
61
）菊
池
大
麓
訳「
修
辞
及
華
文
」、文
部
省
摘
訳『
百
科
全
書
』（
下
巻
）丸
善
商
社
出
版
、一
八
八
四
年
。（
柳
田
泉
著『〈
小
説
神
髄
〉研
究
』

（
明
治
文
学
研
究
〈
第
二
巻
〉）
春
秋
社
、
一
九
六
六
年
（
75
頁
）
に
よ
る
と
、
菊
池
大
麓
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
「
修
辞
及
華
文
」
の
原

文
は
イ
ギ
リ
ス
人
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
の
『
国
民
須
知
』
で
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
、
一
八
七
九
年

刊
行
さ
れ
た
と
い
う
）。

（
62
）
前
掲
書
『
百
科
全
書
』
文
学
に
つ
い
て
は
、「
詩
文
ノ
術
」
と
し
て
（
1119―

1126
頁
）
ま
で
説
明
し
て
い
る
。

（
63
）
同
右
書
『
百
科
全
書
』（
1119―
1120
頁
）。

（
64
）
坪
内
逍
遥
著
「
小
説
神
髄
」、
柳
田
泉
編
著
『
小
説
神
髄
研
究
』（
明
治
文
学
研
究
2
）
春
秋
社
、
一
九
六
六
年
（
130
頁
）。

坪
内
逍
遥
は
『
小
説
神
髄
』
に
お
い
て
文
学
全
般
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
が
、
小
説
だ
け
に
論
じ
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影

響
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
が
以
下
の
小
説
の
定
義
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

小
説
は
常
に
模
擬
を
以
て
其
全
体
の
根
拠
と
な
し
、
人
情
を
模
擬
し
世
態
を
模
擬
し
、
ひ
た
す
ら
模
擬
す
る
所
の
も
の
を
ば
真
に
逼

ら
し
め
む
と
力
む
る
も
の
た
り
。

こ
こ
で
の
「
模
擬
」
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ミ
メ
ー
シ
ス
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
の
文
学
の
定
義
に
お
い
て
も
（
坪
内
逍
遥

の
『
修
辞
学
』
を
参
照
せ
よ
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
組
み
立
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
65
）
高
田
早
苗
著
『
美
辞
学
』（
前
編
）
金
港
堂
、
一
八
八
九
年
（
3
頁
）。

（
66
）
同
右
書
（
4
〜
6
頁
）。

（
67
）
坪
内
逍
遥
講
述
、
白
髭
武
三
次
筆
記
『
修
辞
学
』（
早
稲
田
大
学
古
典
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
：
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（http://w
w

w
. w

ul. w
aseda. ac. jp/kotenseki/htm

l/he01/he01_04416/index. htm
l

）。

た
だ
し
、
こ
の
『
修
辞
学
』
講
義
は
、
坪
内
逍
遥
が
い
つ
行
な
っ
た
の
か
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
不
明
で
あ
る
。
筆
記
者
の
白
髭
武

三
次
の
著
作
の
記
録
（http://herm

es-ir. lib. hit-u. ac. jp/rs/bitstream
/10086/16279/11/0500800201. pdf

）
か
ら
み
る
と
、

白
髭
武
三
次
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
ド
イ
ツ
、
ワ
グ
ネ
ル
撰
「
マ
ー
シ
ャ
ル
氏
著
経
済
原
論
を
評
論
す
」
の
一
文
は
、
一
八
九
一
年
に
掲

載
さ
れ
た
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
白
髭
は
、
恐
ら
く
坪
内
逍
遥
が
中
心
と
な
っ
て
一
八
九
〇
年
早
稲
田
大
学
前
身
の
「
東
京
専
門
学
校
」

に
お
い
て
「
文
学
科
」
を
設
立
し
た
時
期
以
降
の
講
義
を
受
講
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
『
修

辞
学
』
は
恐
ら
く
一
八
九
〇
年
〜
一
八
九
一
年
の
間
に
記
録
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
68
）
島
村
瀧
太
郎
著
『
新
美
辞
学
』（
早
稲
田
叢
書
）
東
京
専
門
学
校
出
版
部
、
一
九
〇
二
年
（
序
）。

（
69
）
同
右
書
（
1
〜
2
頁
）。

（
70
）
同
右
書
（
186―

187
頁
）。

（
71
）
同
右
書
（
484
頁
）。

（
72
）
同
右
書
（
523
頁
）。

（
73
）
五
十
嵐
力
著
『
新
文
章
講
話
』
博
文
館
、
一
九
〇
九
年
。

（
74
）
呉
礼
権
著
『
中
国
現
代
修
辞
学
通
論
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
八
年
（
42
頁
）。

（
75
）
陳
望
道
の
訳
し
た
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
共
産
党
宣
言
』
は
、
幸
徳
秋
水
訳
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
一
九
二
〇
年
八
月
、

仮
設
の
「
社
会
主
義
研
究
社
」
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
、
初
版
の
千
冊
が
す
ぐ
売
り
切
れ
た
と
い
う
。
初
版
か
ら
一
九
三
八
年
上
海
新
文

化
書
房
の
版
ま
で
、
検
閲
・
弾
圧
を
避
け
る
た
め
、
三
回
書
名
を
変
え
、
四
回
訳
者
名
を
変
え
、
六
回
出
版
社
を
変
え
、
魯
迅
、
毛
沢
東
、

劉
少
奇
、
鄧
小
平
、
陳
毅
は
み
ん
な
こ
の
『
共
産
党
宣
言
』
を
絶
賛
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
啓
蒙
さ
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
。

と
り
わ
け
、
毛
沢
東
は
、
ア
メ
リ
カ
記
者
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
影
響
は
、
三
冊
の
本
が
あ
る
が
、
そ
の
一
冊
は
陳
望
道
訳
の
『
共
産
党

宣
言
』
で
あ
り
、
劉
少
奇
も
こ
の
訳
の
『
共
産
党
宣
言
』
を
繰
り
返
し
読
ん
で
、
最
後
に
共
産
党
に
入
党
し
た
の
を
決
め
た
と
い
う
。

（
中
国
共
産
党
新
聞
網http://cpc. people. com

. cn/B
IG

5/68742/84762/84763/6900448. htm
l

）

陳
望
道
は
後
に
、
一
九
三
二
年
『
修
辞
学
発
凡
』
を
著
し
、
一
九
五
二
年
か
ら
復
旦
大
学
長
と
な
り
、
一
九
六
〇
年
中
国
の
最
大
の

辞
書
『
辞
海
』
主
編
と
な
る
。
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（
76
）
陳
望
道
著
『
修
辞
学
発
凡
』
上
海
教
育
出
版
社
、
一
九
五
八
年
版
。

（
77
）
前
掲
書
『
中
国
現
代
修
辞
学
通
論
』（
90
頁
）。

（
78
）
鄭
子
瑜
著
『
中
国
修
辞
学
史
稿
』
上
海
教
育
出
版
社
、
一
九
八
四
年
。

（
79
）
劉
建
雲
著
『
中
国
人
の
日
本
語
学
習
史―

―

清
末
の
東
文
学
堂―

―

』
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
（
101
頁
）。

（
80
）
竹
村
則
行
著
「
王
国
維
の
境
界
説
と
田
岡
嶺
雲
の
境
界
説
」『
中
国
文
学
論
集
』
九
州
大
学
中
国
文
学
会
、
一
九
八
六
年
一
二
月

（
135
頁
）。
原
典
は
「『
静
安
文
集
継
編
』
所
収
。『
王
観
堂
先
生
全
集
』（
文
華
出
版
公
司
、
一
九
六
八
年
）
冊
五
」
に
あ
る
。

（
81
）
劉
耘
華
著
「
詩
学
論
」、
楊
乃
橋
編
『
比
較
文
学
概
論
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
第
３
版
、
第
６
刷
（
360
頁
）。

（
82
）
王
国
維
著
「
人
間
詞
話
」
郭
紹
虞
ほ
か
編
『
中
国
古
典
文
学
理
論
批
評
専
著
選
輯
〈
慧
風
詞
話
〉、〈
人
間
詞
話
〉』
人
民
文
学
出
版
社
、

一
九
八
二
年
（
191
頁
）。

（
83
）
魯
迅
著
、
北
岡
正
子
訳
「
摩
羅
詩
力
説
」『
魯
迅
全
集
』（
１
）
学
習
研
究
社
、
一
九
八
四
年
。

（
84
）
同
右
書
、「
摩
羅
詩
力
説
」『
魯
迅
全
集
』（
127―

128
頁
）。

　

こ
の「
摩
羅
詩
力
説
」に
お
い
て
魯
迅
は
、
複
数
の
箇
所
で
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
文
学
観
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、

シ
ェ
リ
ー
に
つ
い
て
解
説
し
た
と
こ
ろ
、「
自
然
流
出
」、「
想
像
力
」「
創
造
力
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
一
つ
、
詩
人
の
心
を
慰
め
る
も
の
に
自
然
が
あ
っ
た
。
人
生
知
る
べ
か
ら
ず
、
社
会
は
恃
む
べ
か
ら
ず
、
か

く
て
シ
ェ
リ
ー
は
、
虚
偽
の
な
い
天
然
自
然
に
限
り
な
き
思
い
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
人
の
心
と
は
、
み
な
こ
う
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。（
中
略
）
そ
の
潔
ら
け
き
想
像
の
翼
は
、
遥
か
に
常
人
と
異
な
っ
た
。
か
く
て
、
あ
ま
ね
く
自
然
を
観
ず
れ
ば
、
お
の
ず
と
そ
の
神

秘
を
感
得
し
、
目
前
に
あ
ら
わ
る
る
一
切
の
森
羅
万
象
は
、
み
な
有
情
の
も
の
の
如
く
、
ま
こ
と
に
慕
わ
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
故
に
、

そ
の
心
玄
が
響
け
ば
、
お
の
ず
と
天
籟
と
共
鳴
し
、
抒
情
の
詩
と
な
っ
た
。
そ
の
詩
は
、
こ
と
ご
と
く
神
業
の
な
せ
る
も
の
、
他
に
比

ぶ
べ
く
も
な
い
。

（
85
）
増
田
渉
ほ
か
訳
「
文
学
改
良
芻
議
」、
増
田
渉
編
『
中
国
現
代
文
学
選
集―

―

五
・
四
文
学
革
命
集
』（
第
三
巻
）
平
凡
社
、

一
九
六
三
年
（
289―

305
頁
）。
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（
86
）
平
川
祐
弘
著
『
和
魂
洋
才
の
系
譜―

―

内
と
外
か
ら
の
明
治
日
本
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
（
227―

228
頁
）。

（
87
）
同
右
書
（
228
頁
）。

（
88
）
森
鷗
外
の
初
期
作
品
と
翻
訳
に
つ
い
て
の
論
稿
は
、
筆
者
の
「
近
代
の
衝
撃
と
海―

―

鷗
外
・
漱
石
・
魯
迅
・
郁
達
夫
・
サ
イ
チ
ョ

ン
ガ
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
『
海
』―

―

」『
人
文
論
集
』
第
38
号
、
第
40
号
、
第
43
号
、
北
海
学
園
大
学
（
二
〇
〇
八
年
三
月
、

二
〇
〇
八
年
七
月
、
二
〇
〇
九
年
七
月
）
を
参
照
。

（
89
）川
本
皓
嗣
著「
序―

―

文
学
研
究
と
は
何
か
」、
川
本
皓
嗣
・
小
林
康
夫
編『
文
学
の
方
法
』東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年（
6
頁
）。

（
90
）「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
（
独A

ntinom
ie

）」
の
詳
細
は
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』（
有
福
孝
岳
訳
『
純
粋
理
性
批
判
（
中
）』（
カ

ン
ト
全
集
５
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
142―

175
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
石
川
文
康
の
解
説
が
簡
潔
な
の
で
、
廣
松
渉
ほ
か

編
集
『
岩
波
哲
学
思
想
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
を
引
用
す
る
。

（
91
）
こ
の
引
用
部
分
の
詳
細
は
、
カ
ン
ト
「
実
践
理
性
批
判
」（
坂
部
恵
、
伊
古
田
理
訳
「
実
践
理
性
批
判
」、『
実
践
理
性
批
判
・
人
倫

の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』〈
カ
ン
ト
全
集
７
、二
〇
〇
〇
年
、
279―

253
頁
〉）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
石
川
文
康
の
解
説
が
簡
潔
な
の

で
、
同
上
書
『
岩
波
哲
学
思
想
辞
典
』
を
引
用
す
る
（
1228
頁
）。

（
92
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
著
、
大
塚
久
雄
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年

〈
一
九
九
〇
年
第
七
刷
〉（
269
頁
）。


