
１
西
洋
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
を
同
時
代
人
と
し
て
体
験
し
た
西
脇
は
し
ば
し

ば
英
語
圏
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
と
比
較
さ
れ
る
。
彼
は
パ
ウ
ン
ド
や
エ
リ

オ
ッ
ト
の
詩
の
翻
訳
を
試
み
、『A

M
B
A
R
V
A
L
IA

』
収
録
の
詩
は
パ
ウ
ン

ド
が
主
導
し
た
イ
マ
ジ
ズ
ム
の
詩
と
見
ま
が
う
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

英
語
圏
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と
の
類
似
、
と
り
わ
け
そ
の
実
験
的
性
格
は
、

『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
以
後
は
後
退
す
る
。
確
か
に
、
引
用
の
手
法
や
神
話

を
は
じ
め
と
す
る
先
行
テ
ク
ス
ト
へ
の
言
及
お
よ
び
パ
ロ
デ
ィ
は
『
旅
人

か
へ
ら
ず
』
以
後
の
詩
に
も
顕
著
に
現
れ
る
。
し
か
し
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の

『
荒
地
』
や
パ
ウ
ン
ド
の
『
詩
篇
』
に
見
ら
れ
る
断
片
性
、
断
片
と
断
片

の
連
続
性
の
欠
如
、
外
国
語
と
母
語
の
混
交
、『
詩
篇
』
に
見
ら
れ
る
視

覚
性
の
前
景
化
と
い
っ
た
特
徴
は
西
脇
詩
に
は
そ
も
そ
も
希
薄
だ
し
、

『A
M
B
A
R
V
A
L
IA

』
に
収
録
さ
れ
た
「
馥
郁
た
る
火
夫
」
以
後
、
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
的
実
験
性
へ
の
身
振
り
も
姿
を
消
す
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
、

『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
以
後
の
詩
を
眺
め
れ
ば
、
英
語
圏
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩

人
の
中
で
西
脇
に
比
較
さ
れ
る
べ
き
は
、
お
そ
ら
く
パ
ウ
ン
ド
や
エ
リ

オ
ッ
ト
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
ら
の
同
時
代
人
で
あ
り
な
が
ら
、
初
期
の

一
時
期
を
除
く
と
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
的
詩
風
か
ら
は
離
れ
て
、
数
々

の
晦
渋
な
長
編
詩
を
も
の
し
た
ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
で
は
あ
る

ま
い
か
。１
両
者
は
と
も
に
擬
似
哲
学
的
な
瞑
想
を
特
徴
と
す
る
詩
を
書

き
、
と
も
に
超
越
的
世
界
を
め
ぐ
る
思
索
を
展
開
し
た
。
西
脇
は
「
永

遠
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
そ
の
領
域
へ
の
接
近
を
試
み
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
ズ
は
「
実
在
」
や
「
存
在
」
を
求
め
る
探
求
の
詩
を
書
い
た
。
そ
し
て
そ

の
探
求
に
お
い
て
、
両
者
は
と
も
に
象
徴
も
し
く
は
虚
構
を
否
定
し
よ
う

と
す
る
衝
動
を
見
せ
る
。

「
捨
て
る
こ
と
」
の
限
界

│
│「
え
て
る
に
た
す
」
に
見
る
「
否
定
」

長

畑

明

利
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本
稿
は
西
脇
の
長
編
詩
「
え
て
る
に
た
す
」
を
そ
の
詩
想
の
流
れ
に
沿

い
な
が
ら
読
む
試
み
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の

詩
の
語
り
手
の
瞑
想
に
見
ら
れ
る
否
定
、
そ
の
否
定
が
も
た
ら
す
袋
小
路

（im
passe

）、
そ
し
て
そ
の
行
き
詰
ま
り
状
態
に
対
す
る
詩
人
の
態
度
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
ズ
の
瞑
想
詩
に
見
ら
れ
る
否
定
と
、
そ
の
限
界
と
、
そ
れ
に
対
す
る

態
度
の
あ
り
方
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
す
る
。

２「
え
て
る
に
た
す
」
は
一
九
六
二
年
、
詩
人
六
九
歳
の
年
に
出
版
さ
れ

た
同
名
詩
集
収
録
の
長
編
詩
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、

こ
の
詩
は
「
永
遠
」
の
意
味
を
め
ぐ
る
瞑
想
詩
と
し
て
読
め
る
。
西
脇
は

こ
の
詩
で
「
永
遠
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
逆
説
を
好
む
そ
の
物
言
い
に
は
一
筋
縄
で

は
い
か
ぬ
晦
渋
さ
が
見
ら
れ
、
少
な
か
ら
ぬ
注
意
が
必
要
と
な
る
。

ま
ず
第
Ⅰ
部
の
前
半
で
、「
永
遠
」
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
重
要
な

テ
ー
マ
群
が
提
示
さ
れ
る
。

シ
ム
ボ
ル
は
さ
び
し
い

言
葉
は
シ
ム
ボ
ル
だ

言
葉
を
使
う
と

脳
髄
が
シ
ム
ボ
ル
色
に
な
っ
て

永
遠
の
方
へ
か
た
む
く

シ
ム
ボ
ル
の
な
い
季
節
に
も
ど
ろ
う

（II,286−287

）２

詩
の
冒
頭
で
あ
る
。
脳
髄
は
言
葉
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
「
シ
ン
ボ
ル
色
」
に
染
ま
り
、「
永
遠
の
方
へ
か
た
む
く
」。
そ
の

こ
と
を
語
り
手
は
「
寂
し
い
」
と
言
う
。
し
か
し
、「
寂
し
い
」
の
は
「
永

遠
」
で
は
な
い
。
脳
髄
は
シ
ン
ボ
ル
色
に
染
ま
り
、
寂
し
さ
を
感
じ
る
の

で
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
色
と
寂
し
さ
か
ら
逃
れ
て
、「
永
遠
」
の
方
へ
傾
こ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
シ
ム
ボ
ル
の
な
い
季
節
」
が
「
永
遠
」
を
指
す
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
シ
ン
ボ
ル
と
は
無
縁
の
、
寂
し
さ
の
な
い
季
節
と
い

う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

語
り
手
は
続
い
て
、
そ
の
「
永
遠
」
と
い
う
季
節
が
「
反
射
の
ゆ
ら
め

き
」（II,287

）
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
は

「
こ
わ
れ
た
ガ
ラ
ス
の
く
も
り
」
や
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
け
ら
」
の
中
に

「
秋
の
よ
う
な
女
の
顔
」
を
見
つ
け
る
こ
と
に
喩
え
ら
れ
る
（II,287

）。

脳
髄
が
シ
ン
ボ
ル
の
な
い
季
節
に
向
か
う
と
、
存
在
は
「
い
ま
こ
こ
」
に

現
象
す
る
世
界
か
ら
退
き
、
水
に
映
っ
た
像
の
よ
う
に
ゆ
ら
め
く
。
現
象

界
の
外
観
が
崩
れ
、「
永
遠
」
に
近
づ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
寺
院
の
鐘

は
「
水
の
中
」
に
な
り
、
尖
塔
の
立
像
は
上
下
逆
さ
ま
に
な
り
、
塔
を
か

す
め
て
飛
ぶ
「
う
ぐ
い
」
が
水
の
中
を
走
り
、
水
に
浮
か
ぶ
「
ひ
つ
じ
ぐ

さ
」（
未
草
）
が
寺
院
の
鏡
像
と
交
錯
し
、
鏡
像
と
な
っ
た
空
の
雲
が
静
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か
に
動
く
（II,287

）。
こ
れ
は
語
り
手
が
考
え
る
「
永
遠
」
の
一
つ
の
イ

メ
ー
ジ
も
し
く
は
象
徴
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

反
射
の
テ
ー
マ
は
さ
ら
に
続
く
。
語
り
手
は
「
夏
の
林
檎
」
の
表
面
に

「
テ
ー
ブ
ル
の
秋
の
灰
色
」
が
写
る
の
を
見
る
（II,287−288

）。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
そ
れ
は
（
冒
頭
で
寂
し
い
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
た
）
言
葉
の
「
曖

昧
さ
」
が
人
の
脳
髄
を
浸
食
す
る
様
、
つ
ま
り
、「
脳
髄
が
シ
ム
ボ
ル
色

に
」
な
る
こ
と
の
隠
喩
と
さ
れ
、
鏡
像
を
「
永
遠
」
の
相
へ
の
接
近
の
印

と
し
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
先
行
行
の
着
想
が
覆
さ
れ
る
。
提
示
さ
れ
た
主

題
が
そ
の
変
奏
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
随
所
に
見
ら
れ
る
こ

の
詩
の
特
徴
で
あ
る
。

シ
ン
ボ
ル
の
寂
し
い
世
界
か
ら
「
永
遠
」
に
向
か
う
語
り
手
は
、
さ
ら

に
、
そ
の
移
行
を
時
間
の
変
化
と
し
て
も
暗
示
す
る
。
そ
れ
は
す
で
に
見

た
「
夏
の
林
檎
」
に
写
る
「
秋
の
灰
色
」
と
い
う
詩
行
に
も
窺
え
る
も
の
だ

が
、
続
く
「
お
う
や
石
」（
大
谷
石
）
の
壁
の
上
か
ら
突
き
出
る
「
ヤ
ツ

カ
」（
ユ
ッ
カ
欄
）
の
花
茎
（
新
倉

265

）
へ
の
言
及
（II,288
）
も
「
過
去

﹇
が
﹈
現
在
を
越
え
て
／
未
来
に
つ
き
出
る
」（II,288

）
こ
と
の
象
徴
と
考

え
ら
れ
る
。

「
シ
ム
ボ
ル
の
な
い
季
節
に
も
ど
ろ
う
」
と
す
る
語
り
手
は
、
次
に
、

「
何
も
の
も
象
徴
し
な
い
」（II,289

）
も
の
を
羅
列
し
て
い
く
。
石
の
下

で
目
を
あ
け
て
い
る
魚
、「
水
た
ま
り
に
捨
て
ら
れ
た
茶
碗
」、「
遊
ん
で

い
た
子
供
た
ち
が
去
っ
た
あ
と
」
の
情
景
、「
ど
じ
よ
う
の
背
中
に
あ
る

紋
章
」（
斑
紋
の
こ
と
か
）、「
橋
を
渡
っ
て
い
る
狂
人
」、「
竹
藪
に
な
げ

こ
ま
れ
た
石
の
ふ
た
め
き
」、「
旅
人
の
帽
子
に
残
る
や
ぶ
じ
ら
み
」、「
パ

ウ
ン
ド
の
の
ど
だ
ん
ご
の
動
き
」、「
タ
ビ
ラ
コ
」（
田
平
子
）
の
根
を
か

じ
り
な
が
ら
逃
走
す
る
男
（II,288−289

）
│
│
こ
れ
ら
が
「
何
も
の
も
象

徴
し
な
い
」
と
主
張
し
た
う
え
で
、
語
り
手
は
「
象
徴
し
な
い
も
の
ほ
ど

／
人
間
を
惹
き
つ
け
る
」（II,289

）
と
言
う
。
人
間
は
象
徴
と
は
無
縁
の

存
在
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
し
ば
し
ば
引

用
さ
れ
る
西
脇
の
次
の
言
葉
の
詩
的
変
奏
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
マ
ラ
ル
メ
の
詩
は
ま
だ
何
物
か
を
象
徴
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
／
自
分

の
理
想
と
す
る
詩
は
何
物
も
象
徴
す
る
こ
と
を
や
め
た
詩
で
あ
り
た
い
。

そ
れ
は
絵
画
的
で
あ
っ
て
、
そ
のim

age

そ
の
も
の
を
単
に
み
て
何
物
か

を
感
じ
た
い
詩
が
ほ
し
い
」（「
私
の
詩
作
に
つ
い
て
」﹇IV

,584

﹈）。
確

か
に
、
こ
こ
に
羅
列
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
を
「
単
に
み
て
何
物
か
を
感

じ
」
る
類
の
「
絵
画
的
」
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

語
り
手
は
続
け
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

生
き
て
い
る
こ
と
は

よ
く
き
こ
え
な
い
も
の
を
聴
く
こ
と
だ

よ
く
み
え
な
い
も
の
を
見
る
こ
と
だ

よ
く
た
べ
ら
れ
な
い
も
の
を
食
う
こ
と
だ

最
大
な
Ｘ
に
向
か
っ
て
走
る
だ
け
だ

存
在
は
宿
命
だ

シ
ム
ボ
ル
は
悲
劇
だ

（II,289−290

）

「捨てること」の限界
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両
義
性
を
孕
む
詩
行
だ
が
、
一
つ
の
読
み
方
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
人
を
含
む
生
き
物
は
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る
も
の
を
「
あ

り
の
ま
ま
に
」
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、「
よ
く
き
こ
え
な
い
も
の
」、

「
よ
く
み
え
な
い
も
の
」、「
よ
く
た
べ
ら
れ
な
い
も
の
」、
そ
し
て
「
最
大

な
Ｘ
」
を
欲
望
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、「
よ
く
き
こ
え
る
も
の
」、「
よ
く
み
え
る
も
の
」、

「
よ
く
た
べ
ら
れ
る
も
の
」
を
虚
心
に
聴
き
、
見
、
食
べ
る
の
で
は
な
く
、

「
よ
く
き
こ
え
な
い
も
の
」、「
よ
く
み
え
な
い
も
の
」、「
よ
く
た
べ
ら
れ

な
い
も
の
」
を
求
め
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
人
は
象
徴
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、

絵
画
的
イ
メ
ー
ジ
を
「
単
に
み
て
何
物
か
を
感
じ
る
」
こ
と
が
困
難
な
生

き
物
な
の
だ
。
視
覚
や
聴
覚
や
味
覚
が
経
験
す
る
も
の
を
「
あ
り
の
ま

ま
」
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
象
徴
の
力
に
頼
っ
て
、
そ
れ
ら
を
越

え
た
何
も
の
か
を
求
め
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
、
と
語
り
手
は
言
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
き
て
い
る
限
り
、
人
は
シ
ン
ボ
ル
（
象
徴
）
か

ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
ま
た
、
言
葉
か
ら
離
れ
ら
れ
ぬ
宿
命
を
負
っ
て
い
る
。

「
シ
ン
ボ
ル
は
悲
劇
だ
」
と
言
う
言
葉
は
そ
の
宿
命
を
め
ぐ
る
感
慨
に
ほ

か
な
る
ま
い
。

こ
う
し
て
、「
永
遠
」
を
め
ぐ
る
思
索
の
テ
ー
マ
群
、
す
な
わ
ち
、「
シ

ン
ボ
ル
」（
象
徴
）、「
時
間
」、「
欲
望
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
提
示
し
た

後
で
、
語
り
手
は
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
群
を
反
復
し
つ
つ
、
変
奏
し
て
い
く
。

コ
ッ
プ
を
照
ら
し
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
夕
陽
が
「
限
り
な
く
去
」
り
、
後

に
「
黒
い
コ
ッ
プ
の
輪
郭
が
残
る
」
と
い
う
詩
行
（II,290

）
は
、
時
の
推

移
と
夏
の
終
わ
り
を
示
す
も
の
だ
し
、
そ
れ
に
続
い
て
示
さ
れ
る
、
猫
の

瞳
孔
の
中
に
女
神
の
輪
郭
が
見
え
る
こ
と
（II,290−291

）、
あ
る
い
は
、

「
た
そ
が
れ
の
中
へ
／
酒
を
注
ぐ
男
の
／
眼
」
に
「
女
神
の
青
さ
」
が
戻
っ

て
く
る
こ
と
（II,291

）、
さ
ら
に
、「
ジ
ャ
ッ
ク
・
ボ
ノ
ム
の
さ
さ
や

き
」
が
、「
世
紀
の
金
髪
の
手
紙
」
が
「
ま
た
来
」
る
こ
と
（II,291

）
は
、

い
ず
れ
も
、
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
言
葉
を
離
れ
、「
何
も
の
も
象
徴
し
な
い

も
の
」
に
寄
り
添
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
「
永
遠
」
へ
の
移
行
を
暗
示
す
る
。

「
ド
ロ
シ
ー
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
肖
像
」
が
「
夏
を
終
わ
ら
せ
る
に
充
分
」
と

さ
れ
（II,292

）、
そ
の
背
景
で
「
朽
ち
た
枯
れ
葉
が
宝
石
を
か
く
し
て
い

る
」（II,292

）
と
い
う
表
現
も
、
夏
と
い
う
季
節
が
象
徴
す
る
生
の
充
溢

の
喪
失
を
示
し
、
時
の
推
移
を
暗
示
す
る
も
の
と
言
え
る
。「
女
の
黄
色

い
手
紙
」（l.79

）
が
マ
ジ
ェ
ン
タ
色
に
な
る
変
化
（II,292

）
も
ま
た
、

「
生
の
」
世
界
か
ら
「
永
遠
」
の
相
へ
の
移
行
を
暗
示
す
る
。

３「
え
て
る
に
た
す
」
に
お
け
る
否
定
の
衝
動
が
特
に
顕
著
に
現
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
第
Ⅰ
部
の
半
ば
、「
女
の
黄
色
い
手
紙
」
が
「
終
局
の
変
化

へ
／
の
発
達
の
／
エ
ル
・
グ
レ
コ
ー
の
／
マ
ジ
ェ
ン
タ
へ
」（II,292

）
と

い
う
詩
行
が
現
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
詩
行
に
見
ら
れ
る
助
詞
（「
へ

の
」
及
び
「
の
」）
の
重
層
性
を
契
機
と
し
て
、
語
り
手
は
再
び
「
永
遠
」

に
つ
い
て
の
直
接
的
な
議
論
に
立
ち
返
る
。
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永
遠
へ
の
唯
一
の
軌
道
は

夢
か
ら
さ
め
た
夢
を
み
た

夢
を
み
る

川
べ
り
を
歩
く

夢
遊
病
者
の
足
あ
と

（II,292−293

）

「
夢
か
ら
さ
め
た
夢
を
み
た
／
夢
を
み
る
」「
夢
遊
病
者
」
と
い
う
四
重

の
夢
（
夢
遊
病
者
も
夢
を
み
て
い
る
は
ず
で
あ
る
）
の
構
造
は
、
夢
の
中

の
夢
の
中
の
夢
の
中
の
夢
と
い
う
四
重
の
入
れ
子
構
造
（
あ
る
い
は
、
四

重
の
メ
タ
化
）
に
よ
っ
て
、
夢
か
ら
現
実
へ
の
回
帰
が
困
難
で
あ
る
状
態

を
暗
示
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
夢
か
ら
覚
め
た
と
思
っ
た
ら
、
ま
だ
そ
れ

は
夢
で
あ
っ
た
と
い
う
覚
醒
の
「
否
定
」、
つ
ま
り
、
現
実
に
戻
っ
た
と

思
っ
た
ら
そ
れ
は
ま
だ
夢
で
あ
っ
た
と
す
る
否
定
の
連
続
性
が
永
遠
に
接

近
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
も
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
後
に
示
さ
れ
る
否
定
の
連
続
の
伏
線
と
み
な
さ
れ
よ
う
が
、

語
り
手
は
こ
こ
で
は
話
を
逸
ら
し
、
先
に
触
れ
た
「
反
射
の
ゆ
ら
め
き
」

の
テ
ー
マ
に
立
ち
返
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
載
る
茄
子
の
表
面
に
写
る

「
開
け
ら
れ
た
窓
」
と
そ
こ
に
見
え
る
窓
外
の
風
景
は
、
語
り
手
に
ニ
コ

ラ
・
プ
ー
サ
ン
の
絵
「
フ
ォ
キ
オ
ン
の
埋
葬
」
中
の
風
景
を
連
想
さ
せ
、
ま

た
、
そ
の
主
題
で
あ
る
葬
礼
を
思
わ
せ
る
（II,293

）。
鏡
と
化
し
た
茄
子

の
表
皮
は
、
現
実
を
写
す
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
写
し
出
さ
れ
る
の
は

過
去
の
出
来
事
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
絵
画
と
し
て
描
か
れ
た
像
に
す

ぎ
な
い
。
反
射
（reflection

）
は
現
実
で
は
な
く
、
非
現
実
の
、
も
し
く

は
、
虚
構
の
像
を
写
し
て
い
る
。
反
射
の
ま
さ
に
「
ゆ
ら
め
き
」
で
あ
る
。

語
り
手
は
、「
い
ま
こ
こ
」
の
世
界
か
ら
「
永
遠
」
へ
の
移
行
が
進
展
し
て

い
る
こ
と
を
、
反
射
を
通
し
て
時
空
を
越
え
、
現
実
か
ら
非
現
実
へ
転
換

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
に
展
開
さ
れ
る

奇
想
と
も
呼
び
う
る
非
現
実
的
な
事
物
の
描
写
の
数
々
は
、「
永
遠
」
の

相
へ
の
移
行
を
暗
示
す
る
も
の
と
み
な
し
う
る
。
そ
こ
で
は
、
プ
ー
サ
ン

の
絵
の
主
題
（
葬
礼
）
に
導
か
れ
て
、
死
の
テ
ー
マ
が
明
白
に
な
り
、
生

命
の
充
足
す
る
季
節
で
あ
る
「
夏
」
か
ら
死
の
時
で
あ
る
「
冬
」
に
向
か
う

「
秋
」
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
「
秋
」
は
擬
人
化
さ
れ
て
、「
た
き
木
を
拾

う
女
の
よ
う
に
／
骨
を
集
め
て
い
る
」（II,293

）
と
さ
れ
、
語
り
手
は

「
サ
ン
キ
ラ
イ
」（
山
帰
来
）
の
冠
を
「
首
を
吊
っ
た
男
の
／
足
の
親
指
に

か
け
よ
う
」（II,294

）
と
言
う
。

季
節
の
変
化
の
話
題
に
導
か
れ
、
語
り
手
は
続
く
詩
行
で
ま
た
「
時

間
」
に
つ
い
て
の
瞑
想
に
戻
り
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
見
ら
れ
る
「
進
化
」
の

視
点
は
「
現
在
の
中
に
／
過
去
の
記
憶
を
入
れ
て
／
現
在
の
喜
劇
を
つ
く

る
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
過
去
を
現
在
に
す
る
」
こ
と
だ
、
と
言
う
（II,

294

）。「
意
識
は
過
去
」
で
あ
り
、「
意
識
の
流
れ
は
追
憶
の
せ
せ
ら
ぎ
」

で
あ
り
、「
存
在
の
意
識
は
追
憶
の
意
識
だ
」
と
論
じ
る
語
り
手
は
、「
現

在
」
と
い
う
も
の
が
「
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
言
い
、
さ
ら
に
、

「
永
遠
は
時
間
で
は
な
」
く
、「
時
間
は
人
間
の
意
識
に
す
ぎ
な
い
」
と
言

う
（II,294−295

）。「
永
遠
」
は
人
間
の
意
識
が
作
り
出
す
時
間
を
超
越

す
る
と
い
う
言
明
で
あ
る
と
と
も
に
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
四
つ
の
四
重

「捨てること」の限界
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奏
』
の
「
バ
ー
ン
ト
・
ノ
ー
ト
ン
」
冒
頭
の
「
現
在
と
過
去
の
時
が
／
お
そ

ら
く
、
と
も
に
未
来
に
も
存
在
す
る
な
ら
／
未
来
は
過
去
の
時
の
中
に
含

ま
れ
る
。
す
べ
て
の
時
が
永
遠
に
現
存
す
る
な
ら
／
す
べ
て
の
時
は
取
り

返
し
が
出
来
な
い
。」（E

liot171

）３
を
踏
ま
え
る
と
思
わ
れ
る
く
だ
り
だ

が
、
本
論
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
は
、
語
り
手
の
瞑
想
の
最
後
に
来
る

「
時
間
は
人
間
の
意
識
に
す
ぎ
な
い
／
人
間
に
考
え
ら
れ
な
い
も
の
は
永

遠
だ
」（II,295
）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
間
を
め
ぐ

る
瞑
想
に
続
い
て
語
り
手
は
、「
人
間
と
い
う
時
間
か
ら
／
離
れ
た
い
」

（II,296

）
と
言
い
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
か
ら
で
あ
る
。

考
え
る
と
い
う
こ
と
は
永
遠
で
は
な
い

考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど

永
遠
か
ら
遠
く
な
る

永
遠
は
す
べ
て
の
存
在
を
否
定
す
る

永
遠
を
考
え
な
い
こ
と
は

永
遠
を
表
現
す
る
唯
一
の
形
で
あ
る

脳
髄
を
破
壊
し
て

永
遠
の
中
へ
溶
け
こ
む
他
な
い

（II,296

）

「
脳
髄
を
破
壊
」
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、「
考
え
な
い
こ
と
」
は
、「
永

遠
」
へ
の
接
近
の
唯
一
の
道
と
さ
れ
る
。
思
考
の
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
、

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
語
り
手
は
思
考
を
否
定
し
て
、「
永
遠
」
に

近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、「
永
遠
を
表
現
す
る
唯
一
の

形
」
が
「
永
遠
を
考
え
な
い
こ
と
」
で
あ
る
と
考�

え�

て�

い
る
こ
と
で
あ
る
。

実
は
、
語
り
手
は
詩
作
と
思
索
の
実
践
に
お
い
て
、「
考
え
る
こ
と
」
を

放
棄
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
永
遠
」
に
近
づ
き
、「
永
遠
の
中
へ
溶

け
こ
む
」
た
め
に
は
、「
脳
髄
を
破
壊
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
が
、

語
り
手
は
そ
の
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
人
間
と
い
う
時
間
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
「
存

在
を
否
定
す
る
」（II,296

）
こ
と
も
で
き
な
い
。「
え
て
る
に
た
す
」
に

顕
著
な
の
は
、
こ
の
自
己
矛
盾
が
も
た
ら
す
詩
テ
ク
ス
ト
内
の
緊
張
で
あ

る
。「

永
遠
」
に
近
づ
く
た
め
に
は
「
永
遠
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
や
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考�

え�

て�

い
る
と
い
う
自
己
矛
盾
を
、
語
り
手
は
高

度
に
意
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
語
り
手
は
こ
こ
で
も
、「
考
え
な
い
こ

と
だ
」（II,297

）
と
言
う
に
留
ま
り
、「
オ
ー
モ
ン
ド
夫
人
の
コ
ク
テ

ル
・
パ
ー
テ
イ
」（II,297

）
へ
出
か
け
る
。
語
り
手
は
、
そ
の
道
中
見
か

け
る
で
あ
ろ
う
「
白
い
あ
や
め
」
は
「
灰
色
の
石
」
の
わ
き
で
「
さ
や
」
だ

け
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
（II,297

）、
時
の
移
ろ
い
に
よ
る
変

化
を
示
唆
し
、
ま
た
、
近
道
で
あ
る
「
恋
人
の
小
路
」
に
は
「
犬
の
死
骸
」

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
「
避
け
た
ら
い
い
」
と
言
っ
て
（II,296

）、

人
間
的
な
性
の
営
み
も
死
に
向
か
う
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
の
よ
う
な
人
間

的
営
み
か
ら
の
離
脱
を
促
す
。
続
い
て
語
り
手
は
、「
曖
昧
な
オ
ブ
ジ
ェ

で
／
エ
ニ
グ
マ
を
つ
く
り
／
そ
れ
が
何
を
象
徴
す
る
か
／
考
え
た
く
な

い
」（II,297

）
と
述
べ
て
、
再
び
象
徴
（
シ
ン
ボ
ル
）
と
の
離
別
を
表
明
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す
る
。
放
浪
を
示
唆
す
る
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
』
へ
の
言
及
（II,298

）
に
続

き
、
語
り
手
は
「
バ
ラ
色
の
指
の
夜
明
け
を
み
た
り
」、「
ザ
ク
ロ
」
を
食

べ
た
り
し
た
い
と
言
う
（II,298

）。
語
り
手
は
、
た
だ
見
る
こ
と
を
、
た

だ
食
べ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ら
が
必
然
的
に
孕
む
象
徴
的
意
味
を
顧
慮
す
る

こ
と
な
く
行
い
た
い
と
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
し
た
「
つ

ま
ら
な
い
オ
ブ
ジ
ェ
」
は
、
自
分
に
と
っ
て
「
寂
し
さ
を
探
す
」
こ
と
だ

と
語
り
手
は
言
い
（II,298
）、
そ
し
て
「
な
に
も
象
徴
し
な
い
も
の
」
と

し
て
、「
町
で
聞
く
人
間
の
会
話
」、「
雑
草
の
影
が
写
る
石
」、「
魚
の
お

も
み
」、「
と
う
も
ろ
こ
し
の
形
や
色
彩
」、「
柱
の
ふ
と
さ
」を
挙
げ
る（II,

298−299

）。「
何
も
象
徴
し
な
い
も
の
」
を
求
め
る
こ
と
は
、
対
象
を
あ

り
の
ま
ま
の
す
が
た
で
捉
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
つ
ま
ら
な
い

存
在
」
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
語
り
手
は
求
め
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
絵
画
的
で
あ
っ
て
、
そ
のim

age

そ
の
も
の

を
単
に
み
て
何
物
か
を
感
じ
」
る
と
い
う
西
脇
の
理
想
と
す
る
詩
の
世
界

と
も
通
底
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
語
り
手
は
一
方
で
、
そ
う
し
た
「
つ
ま
ら
な
い
存

在
」
に
「
無
限
の
寂
し
さ
が
／
反
映
し
て
い
る
」（II,299

）
と
言
う
。
そ
れ

は
、
人
間
的
な
い
か
な
る
感
情
と
も
無
縁
な
状
態
で
た
だ
そ
こ
に
あ
る
こ

と
を
、
人
間
の
視
点
で
眺
め
た
と
き
に
生
ま
れ
る
感
情
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

た
と
え
そ
れ
が
永
遠
の
相
に
近
づ
く
た
め
の
存
在
の
あ
り
か
た
で
あ
る
に

し
て
も
、
そ
れ
を
人
間
の
目
で
見
る
と
「
寂
し
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
寂

し
さ
は
そ
れ
ゆ
え
「
永
遠
」
に
向
か
う
こ
と
の
寂
し
さ
で
あ
り
、
ゆ
え
に

語
り
手
は
、「
寂
し
さ
は
永
遠
の
／
最
後
の
シ
ム
ボ
ル
だ
」
と
述
べ
、「
こ

の
シ
ム
ボ
ル
も
捨
て
た
い
」
と
言
う
（II,299

）。
た
だ
そ
こ
に
あ
る
だ
け

の
状
態
の
「
寂
し
さ
」
も
ま
た
、「
永
遠
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
永
遠
」

を
表
そ
う
と
す
る
一
つ
の
象
徴
で
あ
る
。「
永
遠
」
が
「
象
徴
」
と
無
縁
の

状
態
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
象
徴
も
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。「
永
遠
」
を
考
え
る
こ
と
を
や
め
た
語
り
手
は
、
た
だ
そ
こ
に
あ
る

こ
と
の
「
寂
し
さ
」
も
象
徴
で
あ
る
と
し
て
否
定
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、「
永
遠
」
を
求
め
る
語
り
手
の
否
定
の
衝
動
、
も
し
く

は
、「
捨
て
た
い
」
と
い
う
思
い
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

永
遠
を
考
え
な
い
こ
と
は

永
遠
を
考
え
る
こ
と
だ

考
え
な
い
こ
と
は
永
遠
の

シ
ム
ボ
ル
だ

こ
の
シ
ム
ボ
ル
も
捨
て
た
い

捨
て
た
い
と
思
う
こ
と
は

永
遠
の
最
大
な
シ
ム
ボ
ル
だ

こ
の
シ
ム
ボ
ル
は
見
え
な
い

脳
髄
の
中
を
通
る

宇
宙
線
だ

（II,299−300

）

象
徴
作
用
か
ら
離
れ
ら
れ
ぬ
言
葉
に
よ
る
思
考
を
捨
て
る
こ
と
が
、
人

間
の
領
域
と
は
無
縁
の
永
遠
の
相
へ
の
参
入
の
道
だ
と
し
た
ら
、
永
遠
に

「捨てること」の限界
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つ
い
て
「
考
え
て
」
い
る
う
ち
は
永
遠
に
は
た
ど
り
着
け
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
語
り
手
は
、「
永
遠
を
考
え
な
い
こ
と
」
に
よ
っ
て
「
永
遠
」
に
近
づ
こ

う
と
言
う
の
だ
が
、
し
か
し
、「
永
遠
」
を
「
考
え
な
い
こ
と
が
永
遠
に
近

づ
く
こ
と
だ
」
と
い
う
こ
の
考
え
も
、「
永
遠
を
考
え
る
こ
と
」
に
他
な
ら

な
い
。「
考
え
な
い
状
態
」
が
「
永
遠
」
を
表
す
状
態
で
あ
る
と
す
る
と
、

こ
の
「
考
え
な
い
状
態
」
も
「
永
遠
」
を
表
す
い
ま
ひ
と
つ
の
象
徴
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
考
え
な
い
状
態
」
と
い
う
象
徴
を
も

「
捨
て
た
い
」
と
語
り
手
は
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
を
「
捨
て
た
い
」
と
思
う

心
の
状
態
も
ま
た
「
永
遠
」
を
あ
ら
わ
す
象
徴
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
語
り

手
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
捨
て
た
い
と
思
う
こ
と
」
は
「
永
遠
の
最
大
な
シ

ム
ボ
ル
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
捨
て
た
い
と
思
う
」
欲
望
そ

の
も
の
を
捨
て
た
い
と
思
う
こ
と
は
論
理
矛
盾
で
あ
る
。
象
徴
と
は
無
縁

の
「
永
遠
」
に
近
づ
こ
う
と
す
る
過
程
で
、「
永
遠
を
考
え
る
こ
と
」
を
否

定
し
、「
永
遠
を
考
え
な
い
こ
と
」
と
い
う
象
徴
を
捨
て
、「
何
も
考
え
ぬ

存
在
の
寂
し
さ
」
と
い
う
象
徴
を
捨
て
、
さ
ら
に
は
「
捨
て
た
い
」
と
願

う
願
望
も
同
じ
く
「
永
遠
」
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
捨
て
た
い

と
思
う
│
│
象
徴
を
「
捨
て
る
」
こ
と
を
徹
底
し
て
行
っ
た
結
果
、
語
り

手
は
こ
の
論
理
矛
盾
も
し
く
は
袋
小
路
に
行
き
着
い
た
。
否
定
の
欲
望
自

体
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
否
定
し
え
な
い
所

与
の
も
の
と
し
て
肯
定
も
し
く
は
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
肯
定
（
甘
受
）
は
永
遠
へ
の
到
達
の
不
可
能
性
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。

「
え
て
る
に
た
す
」
第
Ⅰ
部
の
末
尾
の
表
現
「
こ
ん
な
／
タ
ラ
ン
ボ
ー
の
／

青
い
ト
ゲ
な
ん
か
／
黒
く
な
る
」（II,300

）
は
、
た
ん
な
る
植
物
の
部
分

の
変
化
へ
の
言
及
と
も
取
れ
よ
う
が
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
気
持
ち
の
高

ぶ
り
と
曖
昧
さ
は
、
永
遠
を
求
め
る
プ
ロ
セ
ス
の
果
て
に
た
ど
り
着
い
た

袋
小
路
の
状
況
を
如
実
に
表
す
も
の
と
解
釈
し
え
よ
う
。

４「
え
て
る
に
た
す
」
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
否
定
も
し
く
は
「
捨
て
る
こ

と
」
の
連
続
と
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
袋
小
路
は
、
ウ
ォ
レ
ス
・
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
疑
似
哲
学
的
瞑
想
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
瞑
想
詩
で
は
し
ば
し
ば
、
カ
ン
ト
的
な
「
物
自

体
」
の
認
識
の
不
可
能
性
や
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
の
知
覚
の
困
難
な

ど
を
暗
示
す
る
哲
学
的
枠
組
み
を
下
敷
き
に
し
て
、
そ
う
し
た
不
可
能
性

や
困
難
が
自
身
の
も
の
を
含
む
詩
や
、
あ
る
い
は
、
世
界
の
成
り
立
ち
や

あ
り
方
に
つ
い
て
語
る
言
説
の
不
十
分
さ
と
重
ね
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
詩

人
は
、
真
の
「
存
在
」（B

eing

）
で
は
な
く
そ
の
「
仮
相
」（seem

ing

）
を
、

「
あ
り
の
ま
ま
の
も
の
」（things

as
they

are

）
で
は
な
く
そ
の
「
虚
構
」

（fiction

）
を
捉
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
詩
的
言
説
の
あ
り
方
を
吟
味
し
、

そ
の
虚
構
性
を
否
定
す
る
。
自
分
の
ギ
タ
ー
は
「
あ
り
の
ま
ま
の
も
の
」

を
弾
い
て
い
な
い
と
嘆
く
男
の
心
情
を
う
た
う
「
青
い
ギ
タ
ー
を
持
つ

男
」、「
最
高
の
虚
構
」
の
獲
得
の
た
め
の
「
覚
え
書
き
」
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
「
最
高
の
虚
構
の
た
め
の
覚
え
書
き
」
な
ど
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
詩

の
数
々
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
こ
の
理
想
化
さ
れ
た
超
越
的
状
態
へ
の
渇
望
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と
、
そ
の
獲
得
の
困
難
と
、
そ
の
困
難
を
も
た
ら
す
詩
言
語
の
不
十
分
さ

を
テ
ー
マ
と
す
る
。
と
き
に
は
そ
の
超
越
的
存
在
も
し
く
は
対
象
が
実
際

に
獲
得
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
幻
想
的
場
面
も
描
か
れ
る
。

そ
う
し
た
詩
の
な
か
で
、
詩
の
語
り
手
は
、
超
越
的
領
域
を
希
求
す
る

こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
つ
つ
、
そ
れ
を
表
現
し
え
ぬ
詩
言
語
の
不
十
分
さ
、

と
り
わ
け
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
虚
構
性
を
「
捨
て
る
」
衝
動
を
あ
ら
わ

に
す
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
え
て
る
に
た
す
」
の
西
脇
は
寂
し
い

象
徴
を
捨
て
て
、
象
徴
と
は
無
縁
で
あ
る
永
遠
に
向
か
い
な
が
ら
、
つ
い

に
は
、
象
徴
を
捨
て
よ
う
と
す
る
こ
と
も
象
徴
だ
と
す
る
考
え
に
至
り
、

い
わ
ば
否
定
の
袋
小
路
に
陥
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
場
合
、
探
求
の
対

象
は
哲
学
的
文
脈
を
踏
ま
え
た
「
物
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
原
初
の
「
存

在
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
捉
え
る
「
最
初
の
イ
デ
ア
」（the

first
idea

）
で

あ
っ
た
。「
夏
へ
の
信
任
状
」
で
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
物
そ
の
も
の
を
見
よ
う
。

何
も
の
よ
り
も
熱
い
炎
と
な
っ
た
視
力
で
そ
れ
を
見
よ
う
。

そ
の
一
部
で
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
灰
に
し
て
し
ま
え
。

（373

）４

「
物
そ
の
も
の
」
も
し
く
は
「
実
在
」
を
見
る
こ
と
は
類
ま
れ
な
視
力
に

よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
不
純
な
も
の
は
燃
や
し
て
灰

に
し
て
し
ま
え
と
言
う
詩
の
語
り
手
の
言
葉
に
は
、「
物
そ
の
も
の
」
を

見
る
こ
と
へ
の
希
求
に
比
例
す
る
強
い
否
定
の
衝
動
が
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
ズ
の
詩
の
文
脈
で
は
、
そ
れ
は
虚
構
の
否
定
で
あ
り
、
象
徴
を
捨
て

る
行
為
に
等
し
い
。「
最
高
の
虚
構
の
た
め
の
覚
え
書
き
」
冒
頭
で
は
、

プ
ラ
ト
ン
の
「
太
陽
の
イ
デ
ア
」
を
踏
ま
え
つ
つ
、
語
り
手
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

一
人
の
神
の
死
は
す
べ
て
の
神
の
死
と
同
じ
。

紫
色
の
ポ
エ
ボ
ス
を
焦
茶
色
の
収
穫
の
中
に
横
た
え
よ
。

秋
の
焦
茶
色
の
中
に
ポ
エ
ボ
ス
を
眠
ら
せ
、
死
な
し
め
よ
。

青
年
よ
、
ポ
エ
ボ
ス
は
死
ん
だ
。
し
か
し
ポ
エ
ボ
ス
は

名
づ
け
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
の
名
で
あ
っ
た
。

（381

）

神
話
に
お
け
る
「
ポ
エ
ボ
ス
」
と
い
う
太
陽
神
は
、「
太
陽
の
イ
デ
ア
」

を
表
象
す
る
た
め
の
虚
偽
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
否
定
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
る
。

「
物
そ
の
も
の
」
も
し
く
は
イ
デ
ア
を
捉
え
る
た
め
、
言
語
、
詩
表
現
の

純
化
、
も
し
く
は
、
そ
れ
ら
の
虚
構
性
を
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
こ
う
し
た

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
詩
の
傾
向
を
、
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
は
「
最
初
の
イ

デ
ア
へ
の
還
元
」（R

eduction
to
the

FirstIdea

）
と
呼
ん
で
い
る（48

）。

「
最
高
の
虚
構
の
た
め
の
覚
え
書
き
」
か
ら
の
引
用
に
も
明
白
だ
が
、
こ

の
否
定
の
衝
動
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
詩
に
お
い
て
、
様
々
な
象
徴
の
形

で
顕
現
す
る
。

「捨てること」の限界
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彼
は
雷
を
消
し
去
っ
た
、
そ
れ
か
ら
雲
を
、

そ
れ
か
ら
天
の
巨
大
な
幻
影
を
消
し
去
っ
た
。
け
れ
ど

ま
だ
空
は
青
か
っ
た
。
彼
は
知
覚
で
き
な
い
空
気
が
ほ
し
か
っ
た
。

彼
は
見
た
か
っ
た
。
彼
は
目
に
見
て
ほ
し
か
っ
た
、

青
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
。
彼
は
知
り
た
か
っ
た
、

空
気
の
鏡
に
写
る
自
身
を
見
る
裸
の
男
、

彼
は
青
い
も
の
の
下
に
あ
る
世
界
を
探
し
た
、
青
さ
の
な
い
、

青
の
色
も
相
も
ま
っ
た
く
な
い
世
界
を
、

空
色
の
裏
側
も
残
色
も
ま
っ
た
く
な
い
世
界
を
。
骨
の
ナ
ボ
ブ

で
あ
る
彼
は
拒
絶
し
、
否
定
し
た
、

曖
昧
な
中
心
に
、
不
気
味
な
要
素
に
、
単
色
の
、

色
の
な
い
、
原
始
的
な
も
の
に
到
達
す
る
こ
と
を
。

（241−242

）

表
象
の
背
後
に
あ
る
と
仮
定
さ
れ
る
超
越
的
な
存
在
を
捉
え
る
こ
と
に

憑
か
れ
た
表
現
者
が
、
自
ら
の
表
現
を
純
化
し
、
虚
飾
も
し
く
は
虚
構
を

捨
て
て
い
く
様
を
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
画
家
を
モ
デ
ル
と
し
て
描
い
て

い
る
。
雷
を
消
し
、
雲
を
消
し
、「
天
の
巨
大
な
幻
影
」
を
消
し
た
結
果
、

キ
ャ
ン
バ
ス
は
青
色
の
み
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
画
家
は
し
か
し
、

そ
れ
も
ま
だ
自
分
が
追
求
す
る
純
粋
さ
、「
青
い
も
の
の
下
に
あ
る
世
界
」、

「
青
さ
の
な
い
／
青
の
色
も
相
も
ま
っ
た
く
な
い
世
界
」
に
到
達
し
て
い

な
い
と
考
え
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
詩
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
否
定
の
衝
動
は
、
超
越

的
領
域
を
言
葉
で
、
観
念
で
、
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
で
描
写
し
よ
う
と
す

る
行
為
そ
の
も
の
の
否
定
に
も
つ
な
が
る
。「
自
由
に
な
っ
た
ば
か
り
の

男
」
と
題
さ
れ
た
詩
で
は
、
「
あ
る
こ
と
の
描
写
な
く
あ
る
こ
と
」（“To

be

w
ithout

a
description

of
to
be”

）（205

）
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
る
し
、
晩

年
の
詩
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
採
用
さ
れ
た
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ー
ロ
ス
・

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
経
由
と
思
わ
れ
る
）「
も
の
に
つ
い
て
の
観
念
で
は
な
く
、

も
の
そ
の
も
の
」
と
い
う
言
葉
も
同
様
の
否
定
を
表
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
、
こ
う
し
た
「
最
初
の
イ
デ
ア
へ

の
還
元
」
の
限
界
を
も
示
す
。
言
葉
を
、
観
念
を
、
虚
構
を
、
象
徴
を
捨

て
て
、「
あ
り
の
ま
ま
の
も
の
」
へ
の
接
近
を
試
み
た
結
果
、
人
間
的
な

も
の
が
枯
渇
し
、
寒
々
と
し
た
荒
涼
た
る
世
界
の
み
が
残
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た

詩
「
雪
だ
る
ま
」
に
描
か
れ
る
「
そ
こ
に
な
い
無
と
そ
こ
に
あ
る
無
」

（“N
othing

thatis
notthere

and
the

nothing
thatis”

）（10

）
を
見
つ
め
る

雪
だ
る
ま
の
状
態
に
も
喩
え
ら
れ
る
、
殺
伐
と
し
た
状
態
で
あ
る
。
そ
し

て
、
否
定
を
徹
底
さ
せ
た
末
に
訪
れ
る
こ
の
「
無
」
の
状
態
に
直
面
し
て
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
発
想
を
逆
転
さ
せ
、「
最
初
の
イ
デ
ア
」
や
「
存
在
」

や
「
あ
り
の
ま
ま
の
も
の
」
の
獲
得
の
た
め
に
は
不
十
分
だ
と
さ
れ
て
き

た
言
葉
、
そ
し
て
虚
構
を
、
あ
え
て
肯
定
す
る
道
に
向
か
う
。
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
ズ
の
多
く
の
詩
が
こ
の
虚
構
の
肯
定
を
う
た
っ
て
い
る
。「
オ
ー
ボ

エ
に
寄
せ
て
」
の
冒
頭
で
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
、「
最
初
の
イ
デ
ア
」

や
「
存
在
」
や
「
あ
り
の
ま
ま
の
も
の
」
を
把
握
す
る
た
め
の
言
語
と
詩
の

虚
構
性
を
肯
定
す
る
。
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序
曲
は
終
わ
っ
た
。
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
の
は

最
後
の
信
念
だ
。
だ
か
ら
言
う
の
だ
、
最
後
の
信
念
は

虚
構
に
あ
る
と
。
い
ま
や
選
択
の
と
き
だ
。

（250

）

晩
年
の
詩
「
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
感
覚
」
で
は
、「
ま
る
で
私
た
ち
が
想

像
力
の
終
焉
に
た
ど
り
着
い
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
」（502

）
と
い
う

表
現
で
否
定
の
行
き
詰
ま
り
の
状
態
が
示
さ
れ
た
う
え
で
、「
想
像
力
の

欠
如
そ
れ
自
体
も
／
想
像
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」（503

）
と
、

「
無
」
の
状
態
を
補
う
虚
構
の
必
要
性
が
示
さ
れ
る
。
詩
は
次
の
よ
う
に

終
わ
る
。

反
射
も
な
く
、
木
の
葉
も
な
く
、
泥
も

汚
い
草
の
よ
う
な
水
も
な
く
、
あ
る
種
の
沈
黙
を
示
す
、

穴
を
出
て
覗
き
に
き
た
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
な
沈
黙
を
示
す

大
き
な
池
と
蓮
の
残
骸
│
│
そ
の
す
べ
て
が

想
像
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
不
可
避
の
知
識
と
し
て
、

必
要
な
も
の
と
し
て
、
欠
か
せ
ぬ
要
求
と
し
て
。

（503

）

さ
ら
に
、「
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
惑
星
」
と
い
う
詩
で
は
、「
彼
の
自
己
と

／
太
陽
は
一
つ
で
あ
っ
た
、
／
そ
し
て
彼
の
詩
は
、
彼
の
自
己
が
作
り
出

し
た
も
の
だ
が
／
そ
れ
は
ま
た
太
陽
が
作
り
出
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
」

（532

）
と
さ
れ
、
か
つ
て
は
不
十
分
な
も
の
と
み
な
さ
れ
た
虚
構
や
、

「
イ
デ
ア
」
や
「
存
在
」
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
言
説
や
詩
が
、
太
陽

（
の
イ
デ
ア
）
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の

場
合
、
終
わ
り
の
な
い
否
定
の
果
て
に
到
達
す
る
「
無
」
の
状
態
を
契
機

に
し
て
、
完
璧
な
ら
ざ
る
言
葉
や
詩
を
逆
に
肯
定
す
る
転
換
、「
ノ
ー
」

か
ら
「
イ
エ
ス
」
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

言
葉
、
そ
の
詩
は
「
イ
デ
ア
」
や
「
存
在
」
を
獲
得
す
る
に
足
る
優
れ
た
言

葉
で
あ
り
詩
で
あ
り
う
る
、
あ
く
ま
で
理
想
化
さ
れ
た
虚
構
で
あ
る
と
い

う
前
提
の
も
と
で
の
肯
定
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う

し
た
虚
構
を
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
は
「
最
高
の
虚
構
」（suprem

e
fiction

）
と

呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た

５
象
徴
の
否
定
が
も
た
ら
し
た
自
己
矛
盾
に
対
す
る
西
脇
の
態
度
は
ど
う

か
。「
え
て
る
に
た
す
」
第
Ⅰ
部
の
終
わ
り
で
、
否
定
の
道
の
袋
小
路
に

た
ど
り
着
い
た
語
り
手
は
、
第
Ⅱ
部
で
は
、
否
定
し
た
い
と
い
う
欲
求
を

意
識
せ
ず
、
結
果
と
し
て
象
徴
を
否
定
す
る
存
在
と
な
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
第
Ⅱ
部
冒
頭
で
は
再
び
、「
永
遠
を
象
徴

し
よ
う
と
し
な
い
時
に
／
初
め
て
永
遠
が
象
徴
さ
れ
る
」（II,300

）、
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「
永
遠
を
追
わ
な
い
ほ
ど
永
遠
は
近
づ
く
」（II,300

）
と
述
べ
て
、
象
徴

と
欲
望
を
否
定
す
る
こ
と
が
永
遠
へ
の
接
近
の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

る
。
語
り
手
は
こ
こ
で
、
そ
の
否
定
の
欲
望
そ
の
も
の
が
象
徴
で
あ
る
と

し
た
第
Ⅰ
部
で
の
自
ら
の
指
摘
に
拘
泥
し
な
い
。
い
わ
ば
象
徴
を
捨
て
る

と
い
う
作
業
を
再
び
や
り
直
し
、
今
度
は
第
Ⅰ
部
で
見
た
よ
う
な
袋
小
路

に
行
き
着
く
前
に
、
否
定
の
欲
求
そ
の
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
の
形
で
受
け

入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
の
様
は
、「
私
の
詩
に
つ
い

て
」
で
言
わ
れ
た
「
絵
画
的
で
あ
っ
て
、
そ
のim

age

そ
の
も
の
を
単
に

み
て
何
物
か
を
感
じ
た
い
詩
」
を
、
今
度
は
疑
念
を
挟
む
こ
と
な
く
書
き

連
ね
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。「
捨
て
た
い
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ

な
い
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
「
永
遠
」
の
相
に
没
入
す
る

こ
と
へ
の
欲
望
も
ま
た
、（
そ
れ
が
「
永
遠
」
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ

わ
ら
ず
）
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
し
て
欲
望
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
は
、「
永

遠
」
を
求
め
る
人
間
の
つ
い
に
は
「
永
遠
」
に
到
達
し
得
な
い
こ
と
を
も

受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。「
人
間
の
最
後
の
欲
望
は
／

エ
テ
ル
ニ
テ
の
欲
望
だ
」、「
欲
望
は
永
遠
に
は
な
い
」、「
欲
望
を
捨
て
た

い
と
思
う
こ
と
／
も
欲
望
だ
」
と
、
第
Ⅰ
部
で
述
べ
た
命
題
を
反
復
し
つ

つ
（II,301−302

）、
語
り
手
は
し
か
し
自
ら
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
象
徴
を

用
い
、
そ
れ
自
体
象
徴
で
あ
る
「
象
徴
の
否
定
」
の
欲
望
を
あ
く
ま
で
人

間
的
な
も
の
と
し
て
、
人
間
と
存
在
の
宿
命
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く
。

星
の
光
の
下
に
よ
こ
た
わ
る

ジ
ャ
ガ
イ
モ
も
欲
望
の
女
神
だ

ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
な
ろ
う
と

す
る
こ
と
も
欲
望
の
悲
劇
だ

栄
光
は
栄
光
を
求
め
な
い
こ
と
が

栄
光
だ

栄
光
は
栄
光
に
な
ろ
う
と
し
な
い

栄
光
を
捨
て
る
こ
と
が
栄
光
だ

人
間
は
何
故
繁
殖
し
な
け
れ
ば

ほ
ん
と
う
に
な
ら
な
い
の
か

永
遠
を
追
え
ば
追
う
ほ
ど

ア
マ
ン
ダ
の
よ
う
に
永
遠
は
逃
げ
る

何
故
種
子
の
保
存
が
必
要
な
の
か

（II,302−303

）

語
り
手
の
瞑
想
は
こ
こ
で
「
捨
て
る
こ
と
」
の
欲
望
か
ら
「
欲
望
」
一
般

に
移
行
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。「
永
遠
」
が
そ
れ
を
求
め
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
よ
う
に
、「
栄
光
は
栄
光
に
な
ろ
う
と
し
な
い
」
こ

と
で
あ
る
と
考
え
る
語
り
手
は
、
こ
の
命
題
を
ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
当
て
は
め

て
み
る
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
な
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
か
？

答
え
は
否
で
あ
る
。
語
り
手
の
目
に
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ

も
ま
た
欲
望
か
ら
離
れ
ら
れ
ぬ
存
在
と
映
る
。
変
化
す
る
世
界
に
置
か
れ

た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
、
別
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
と
し
て

存
続
す
る
こ
と
を
欲
望
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間
も
人
間
な
ら
ざ
る
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も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
人
間
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
を
欲
望
す
る
。
語

り
手
は
繁
殖
と
い
う
文
脈
を
用
い
て
こ
の
命
題
を
語
る
。
人
間
と
し
て
の

存
在
が
消
滅
す
る
前
に
、
人
間
は
人
間
と
い
う
存
在
を
生
殖
に
よ
っ
て
維

持
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
種
子
が
種
子
と
し
て
の
存
在
を
繁
殖
に
よ
っ

て
維
持
す
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、
種
が
繁
殖
に
よ
っ
て
自
己
の
保
存
を
欲

望
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
が
存
在
の
宿
命
で
あ
り
、
自
然
の
宿
命

で
あ
り
、
ま
た
人
の
宿
命
な
の
だ
、
と
語
り
手
は
示
唆
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
存
在
す
る
も
の
の
欲
望
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
語
り
手
は

「
悲
劇
」
と
呼
ぶ
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
も
人
間
も
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
で
あ
ろ
う
と

し
、
人
間
で
あ
ろ
う
と
す
る
欲
望
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
、
人
間
が
人
間
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
ジ
ャ
ガ
イ
モ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
永

遠
」
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
し
て
語
り
手
は
そ
の
悲
劇
を
受
け
入
れ
る
。

存
在
が
捨
て
え
な
い
欲
望
に
対
す
る
語
り
手
の
思
い
は
、「
永
遠
を
追

え
ば
追
う
ほ
ど
／
動
物
が
い
な
く
な
る
」（ll,

303

）
と
い
う
言
葉
を
生
む
。

「
永
遠
」
は
動
物
的
な
欲
望
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
欲
望

か
ら
離
れ
て
「
永
遠
」
に
近
づ
く
と
、「
動
物
が
い
な
く
な
る
」
と
い
う
理

屈
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
語
り
手
は
話
題
を
「
美
」
に
移
す
。「
欲
望
の
な
い

と
こ
ろ
に
／
美
が
あ
る
」、「
見
え
な
い
テ
ー
ブ
ル
は
／
見
え
る
テ
ー
ブ
ル

よ
り
美
し
い
」、「
存
在
を
破
る
の
が
／
美
の
初
め
だ
」
と
言
っ
て
（II,

303

）、「
欲
望
」（
お
よ
び
欲
望
に
と
ら
わ
れ
た
存
在
）
の
対
極
に
「
美
」
を

置
く
語
り
手
は
、
一
方
で
、「
美
の
な
い
と
こ
ろ
に
女
神
が
立
っ
て
い

る
」（II,303

）
と
言
い
、「
美
で
も
な
く
醜
で
も
な
い
存
在
は
／（
略
）／

「
な
ん
と
美
し
い
で
し
ょ
う
」」（II,

304

）
と
も
言
う
。
矛
盾
を
き
た
す
か

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
美
」
に
つ
い
て
の
こ
の
一
連
の
思
索
は
、
永
遠
の

美
に
到
達
し
え
ぬ
、
欲
望
の
し
が
ら
み
に
と
ら
わ
れ
た
存
在
を
、
逆
説
的

に
「
美
し
い
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
迎
え
る
「
女
神
」
を
配
す
る
も
の
で
あ
る
。

ど
ん
ぐ
り
を
踏
む

旅
人
の
脳
髄
は

美
し
い

エ
テ
ル
ニ
テ
の
よ
ろ
こ
び
だ

永
遠
か
ら
遠
く

歩
い
て
い
る

永
遠
か
ら
永
遠
に

離
れ
て

歩
い
て
い
る

女
神
の
意
識
は

無
限
の
空
間
の
意
識
だ

（II,304

）

欲
望
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
旅
人
は
、
決
し
て
「
永
遠
」
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
永
遠
の
美
か
ら
も
遠
く
離
れ
て
い
る
。
語

り
手
は
「
永
遠
」
を
求
め
つ
つ
も
そ
う
し
た
欲
望
を
抱
え
て
生
き
る
存
在

を
、
永
遠
の
美
と
は
異
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、「
美
し
い
」
と
認
め
て

い
る
。
そ
の
状
態
は
求
め
ら
れ
る
「
永
遠
」
の
そ
れ
と
は
異
な
る
が
、
語

り
手
は
そ
の
差
異
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
れ
を
あ
え
て
「
エ
テ
ル
ニ
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テ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
が
、「
最
初
の
イ
デ
ア
」、

「
存
在
」、「
あ
り
の
ま
ま
の
も
の
」
を
把
捉
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
認

め
な
が
ら
も
、
理
想
化
さ
れ
た
言
語
の
、
虚
構
の
存
在
を
肯
定
し
よ
う
と

し
た
こ
と
に
似
る
。「
え
て
る
に
た
す
」
の
語
り
手
も
ま
た
、
否
定
の
果

て
に
、
否
定
さ
れ
た
も
の
の
肯
定
を
（
あ
く
ま
で
西
脇
的
な
そ
れ
を
）
試

み
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
語
り
手
は
、
あ
く
ま
で
欲
望
か
ら
離
れ
ら
れ
ぬ
が
ゆ
え
に
、

「
永
遠
」
に
決
し
て
到
達
で
き
な
い
存
在
の
「
寂
し
さ
」
を
、
ふ
ら
ふ
ら
と

歩
く
犬
、「
シ
ャ
ツ
を
バ
ラ
色
に
／
い
ろ
ど
る
」
夕
陽
、「
が
ま
ぐ
ち
の
し

ま
る
音
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
述
す
る
こ
と
で
表
す
（II,307

）。
そ
し
て

雲
や
石
│
│
「
茶
畑
に
つ
き
出
て
い
る
石
」、「
多
摩
川
の
サ
ン
シ
ョ
ー
の

木
の
／
下
に
あ
っ
た
石
」、「
道
し
る
べ
の
石
」、「
寂
光
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の

石
」（lI,308

）
│
│
の
存
在
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
自
分
が
「
ま
た
／
人

間
の
ド
・
リ
ュ
ッ
ク
ス
の
言
葉
を
／
い
つ
の
ま
に
か
使
っ
て
い
る
」（ll,

308−309

）
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
象
徴
の
使
用
、
そ
の
否
定
の
欲
望
、

そ
し
て
そ
の
欲
望
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
い
う
、
す
で
に

自
分
が
指
摘
し
た
宿
命
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
こ
こ
で
反
復
し
て
い
る
こ
と
の

指
摘
で
あ
る
が
、
語
り
手
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
こ
の
後
も
続
け
て
い
く
に

違
い
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
。「
エ
ッ
ケ
ー
！
／
ホ
／
ー
／
モ
／
ー
／
・

／
・
／
・
」
と
い
う
こ
の
詩
の
末
尾
は
、
あ
く
ま
で
人
間
的
な
、
言
葉
と

象
徴
と
欲
望
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
人
間
と
し
て
の
宿
命
と
、
そ
の
宿
命
を

背
負
っ
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
の
自
覚
を
表
す
言
葉
と
し
て
解
し
う

る
だ
ろ
う
。

詩
「
え
て
る
に
た
す
」
は
、「
永
遠
」
を
求
め
つ
つ
も
、「
永
遠
」
に
決
し

て
た
ど
り
着
く
こ
と
の
で
き
な
い
詩
人
の
、
象
徴
と
欲
望
と
そ
の
否
定
、

そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
逆
説
の
果
て
の
、
詩
人
の
曖
昧
な
肯
定
の

プ
ロ
セ
ス
を
、
言
語
が
自
ら
実
践
す
る
テ
ク
ス
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

注１

西
脇
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
類
似
に
は
文
献
中
の
鍵
谷
も
言
及
し

て
い
る
。
鍵
谷
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
三
年
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の

“Sunday
M
orning”

を
翻
訳
す
る
ま
で
、
西
脇
が
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ

を
読
ん
だ
形
跡
は
な
い
と
い
う（306

）。

２

「
え
て
る
に
た
す
」
を
含
む
西
脇
作
品
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
筑
摩

書
房
版
全
集
（
増
補
版
）
に
拠
る
。

３

西
脇
順
三
郎
訳
（III,89

）。

４

本
稿
に
お
け
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
詩
の
和
訳
は
い
ず
れ
も
拙
訳
。

た
だ
し
、
加
藤
・
酒
井
訳
を
参
考
に
し
た
。
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