
西
脇
の
詩
を
読
む
と
き
わ
た
し
に
一
番
気
に
な
る
の
は
、
詩
行
の
構
成
、

と
く
に
行
末
の
様
子
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
行
ま
た
ぎ
」
の
こ
と
だ
が
、
西

脇
で
は
し
ば
し
ば
、
詩
句
の
流
れ
は
、
行
末
で
止
ま
っ
た
か
と
思
え
て
そ

う
で
な
か
っ
た
と
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
意
味
の
流
れ
が
「
自
然
に
」
予
想

さ
せ
る
の
と
は
違
う
詩
行
の
切
り
方
が
あ
る
わ
け
だ
。
た
だ
し
、
西
脇
の

詩
の
大
半
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事
情
は
、
わ
た

し
が
惹
か
れ
る
作
品
の
多
く
に
そ
れ
が
含
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

行
ま
た
ぎ
は
、
西
脇
の
特
徴
と
し
て
そ
れ
な
り
に
認
知
さ
れ
て
い
て
、
お

か
し
な
行
の
切
り
方
と
し
て
嫌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
現
代
詩

の
読
者
に
は
概
ね
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
思
え
る
。
飯
島
耕
一
の
「
田

園
に
異
神
あ
り
」
で
の
よ
う
に
（78−80

）、
擁
護
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

た
だ
し
飯
島
は
、
マ
ラ
ル
メ
も
同
様
の
こ
と
を
し
た
と
述
べ
る
に
と
ど
ま

り
、
そ
の
詩
的
な
機
能
を
解
明
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
他
方
、
わ
た

し
が
知
る
範
囲
で
の
西
脇
研
究
で
も
、
樋
口
覚
の
「
生
垣
の
詩
人
│
│
西

脇
順
三
郎
の
詩
法
」
な
ど
は
、
そ
の
機
能
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た

阿
部
公
彦
の
「
行
の
問
題
│
│
日
本
現
代
詩
の
制
度
性
」
は
、
現
代
詩
一

般
を
論
じ
る
な
か
で
西
脇
に
つ
い
て
も
鋭
い
観
察
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の

小
論
で
は
、
読
者
は
詩
句
の
具
体
的
な
行
ご
と
の
動
き
を
期
待
と
予
断
を

も
ち
つ
つ
辿
り
、
と
き
に
満
た
さ
れ
と
き
に
裏
切
ら
れ
て
詩
的
感
興
の
実

際
の
経
験
を
え
る
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
西
脇
に
お
け
る
詩
行
の
特
徴
を

手
短
か
に
検
討
し
た
い
。

＊

さ
て
多
く
の
ひ
と
に
は
今
さ
ら
と
思
え
る
だ
ろ
う
こ
と
を
確
認
す
る
な

ら
、
日
本
の
近
・
現
代
詩
、
い
わ
ゆ
る
口
語
自
由
詩
は
、
七
五
調
の
よ
う

な
固
定
し
た
定
型
を
も
た
な
い
と
は
い
え
、
リ
ズ
ム
、
イ
メ
ー
ジ
、
構
文

西
脇
順
三
郎
の
詩
行（
序
説
）

富
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な
ど
に
お
い
て
頻
出
す
る
型
を
い
く
つ
も
成
立
さ
せ
て
き
た
│
│
才
能
に

応
じ
て
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
そ
し
て
と
き
に
意
図
的
に
と
き
に
意
識
さ
れ

ず
に
、
と
い
う
こ
と
だ
が
。
そ
の
う
ち
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
近
・
現
代

詩
に
も
、
日
本
の
定
型
詩
の
い
わ
ゆ
る
七
五
調
と
そ
の
創
造
的
変
形
が
い

く
ら
で
も
見
ら
れ
る
わ
け
だ
が
（
中
也
や
賢
治
に
は
そ
の
最
上
の
実
現
が

見
ら
れ
る
）、
五
音
・
七
音
か
ら
な
る
定
型
は
じ
つ
は
二
音
の
纏
ま
り

（
日
本
語
が
発
声
さ
れ
る
と
き
の
自
然
な
傾
向
）
を
基
礎
と
し
て
、
か
つ

一
音
な
い
し
三
音
の
休
止
を
含
ん
で
、
一
節
ど
う
し
が
八
音
分
の
等
時
性

を
実
現
し
て
い
る
│
│
俳
句
な
ら
「
○
○
｜
○
○
｜
○
●
｜
●
●
‖
○
○

｜
○
○
｜
○
○
｜
○
●
‖
○
○
｜
○
○
｜
○
●
｜
●
●
」
の
型
（
○
は
語

音
を
、
●
は
休
止
を
あ
ら
わ
す
）
│
│
と
い
う
考
え
方
は
、
別
宮
貞
徳
や

川
本
皓
嗣
な
ど
多
く
の
論
者
が
採
用
し
て
き
た
（
も
っ
と
も
一
般
に
広
く

認
知
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
が
）。

た
だ
し
、
そ
の
五
な
い
し
七
音
の
節
の
あ
い
だ
の
等
時
性
は
、
休
止
を

含
む
八
音
枠
と
い
う
読
み
の
型
が
読
者
に
共
有
さ
れ
、
何
ら
か
の
形
で
そ

れ
を
採
る
よ
う
に
詩
文
が
誘
う
場
合
に
成
立
す
る
。
だ
か
ら
、
口
語
自
由

詩
か
ら
た
だ
五
音
や
七
音
を
抜
き
出
し
て
も
、
リ
ズ
ム
の
分
析
に
は
な
ら

な
い
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
西
脇
は
七
五
調
を
忌
避
し
て
新
た
な
（
し
ば
し

ば
奇
矯
な
）
詩
語
を
開
発
し
た
と
い
う
の
が
妥
当
な
定
説
で
あ
る
わ
け
だ

が
、
稀
に
は
七
五
的
な
詩
行
も
書
く
。
右
に
述
べ
た
こ
と
を
西
脇
で
例
示

す
る
な
ら

永
遠
の
生
命
を
求
め
る
は
夢

と
い
っ
た
行
を
引
け
る
。
こ
こ
で
「
永
遠
の
」
は
、「
え
い
｜
え
ん
｜
の
●

｜
●
●
」
と
い
う
八
音
枠
の
五
音
で
あ
る
わ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
「
永
遠

の
生
命
を
」
の
纏
ま
り
が
、「
え
い
｜
え
ん
｜
の
い
｜
の
ち
を
」
と
い
う
八

音
枠
へ
の
字
余
り
と
読
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
後
半
の
「
求
め
る
は
夢
」
は
、

明
ら
か
に
定
型
の
七
音
と
認
知
さ
れ
、「
も
と
｜
め
る
｜
は
ゆ
｜
め
●
」

と
読
ま
れ
る
。
│
│
た
だ
し
こ
う
し
た
読
み
方
は
、
作
品
全
体
が
冒
頭
か

ら
設
定
し
て
ゆ
く
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
（
こ
の
引

用
は
も
ち
ろ
ん
「
旅
人
か
へ
ら
ず
」
の
冒
頭
）、
こ
こ
で
は
第
一
行
「
旅
人

は
待
て
よ
」
が
八
音
枠
と
文
語
的
な
語
法
を
示
す
か
ら
こ
そ
、
右
の
よ
う

な
黙
読
・
音
読
が
誘
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
西
脇
は
概
し
て
漢

語
の
訓
読
み
で
な
く
音
読
み
を
好
ん
だ
と
い
う
が
、
こ
こ
は
多
く
の
読
者

は
「
せ
い
め
い
」
で
な
く
「
い
の
ち
」
と
読
ま
な
い
だ
ろ
う
か
│
│
そ
う
だ

と
し
て
そ
の
理
由
は
い
ま
述
べ
た
定
型
性
で
あ
ろ
う
）。
そ
し
て
そ
の
付

近
に
は

消
え
失
せ
ん
と
望
む
は
う
つ
つ

き
え
｜
う
せ
｜
ん
と
｜
●
●
‖
の
ぞ
｜
む
は
｜
う
つ
｜
つ
●

も
あ
り
、
こ
れ
も
概
ね
七
音
が
（
八
音
枠
が
）
二
つ
あ
る
定
型
で
あ
る
。

だ
が
、
確
認
す
る
な
ら
西
脇
で
は
こ
れ
は
例
外
的
で
、
簡
単
に
い
え
ば
日

本
的
哀
感
へ
の
回
帰
と
い
う
感
触
を
否
定
で
き
な
い
そ
の
詩
集
の
性
格
に

由
来
す
る
。
│
│
が
、
そ
の
特
徴
づ
け
も
も
ち
ろ
ん
簡
単
す
ぎ
る
。
篠
田

一
士
が
あ
る
鼎
談
で
述
べ
た
よ
う
に
（26

）、
そ
の
詩
集
で
の
哀
感
の
表

西脇順三郎の詩行（序説）
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現
は
あ
ま
り
に
あ
っ
さ
り
と
反
復
さ
れ
て
、
逆
に
異
化
効
果
を
与
え
さ
え

す
る
か
ら
。

＊

さ
て
、
近
・
現
代
詩
が
七
五
的
な
定
型
性
（
と
そ
の
変
異
形
）
に
よ
ら

な
い
場
合
、
そ
こ
に
ど
ん
な
リ
ズ
ム
が
働
き
う
る
だ
ろ
う
か
。
別
宮
は
、

そ
の
場
合
の
リ
ズ
ム
は
、
二
音
の
纏
ま
り
が
反
復
さ
れ
る
等
時
性
と
し
て

現
れ
、
ま
た
、
意
味
の
切
れ
目
で
分
か
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
間
の
等
時
性
と
し

て
現
れ
る
、
と
い
う
説
を
立
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
行
が
た
と
え
ば

「
五
音
｜
六
音
｜
四
音
」
に
切
れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
な
か
で

は
基
本
的
に
は
二
音
の
纏
ま
り
が
主
導
的
と
な
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ブ
ロ
ッ
ク
は
お
お
む
ね
等
し
い
時
間
を
使
っ
て
読
ま
れ
る
（
音
数
の
多
い

部
分
は
速
度
が
上
が
り
変
化
が
生
じ
る
）
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
（
た
だ

こ
の
二
要
素
は
、
両
立
す
る
こ
と
も
排
他
的
に
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
）。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
う
し
た
音
声
経
験
の
型
は
、
七

五
調
の
よ
う
に
安
定
し
て
読
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
か
ら
、

と
う
ぜ
ん
読
み
手
ご
と
に
違
い
が
大
き
く
な
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
口
語
自
由
詩
を
た
ん
な
る
情
報
を
取
り
出
す
た
め
の

散
文
と
は
違
う
よ
う
に
黙
読
・
音
読
す
る
場
合
に
、
多
く
の
読
者
で
そ
の

種
類
の
リ
ズ
ム
が
現
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
事
態
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
西
脇
か
ら
例
を
引
く
な
ら
（『
禮
記
』
の
「
故

園
の
情
」、
十
七
行
の
詩
の
冒
頭
）

秋
も
去
ろ
う
と
し
て
い
る

こ
の
庭
の
隕
石
の
さ
び
に
枯
れ
果
て
た

羊
歯
の
中
を
失
わ
れ
た

土
の
記
憶
が
沈
ん
で
ゆ
く

と
い
っ
た
詩
行
を
、
ひ
と
に
よ
っ
て
は
「
あ
き
｜
も
さ
｜
ろ
う
と
｜
し
て

｜
い
る
」
と
二
音
の
纏
ま
り
を
強
調
し
て
読
み
リ
ズ
ム
感
を
出
す
だ
ろ
う

し
、
べ
つ
の
ひ
と
は
「
あ
き
も
‖
さ
ろ
う
と
‖
し
て
い
る
」
の
三
つ
の
ブ

ロ
ッ
ク
の
概
ね
の
等
時
性
を
保
ち
つ
つ
流
す
よ
う
に
読
む
だ
ろ
う
。
ち
な

み
に
、
こ
の
詩
は
、
西
脇
が
数
篇
を
音
読
し
た
朗
読
テ
ー
プ
に
含
ま
れ
て

い
て
、
そ
れ
を
聴
く
機
会
を
え
ら
れ
た
が
、
か
れ
の
音
読
は
、
前
者
の
型

に
属
す
る
と
聴
こ
え
た
（
な
お
残
念
な
が
ら
、
行
ま
た
ぎ
を
含
む
詩
は
そ

の
録
音
テ
ー
プ
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
）。
わ
た
し
の
印
象
で
は
、
西

脇
は
二
音
の
纏
ま
り
を
非
常
に
強
調
す
る
よ
う
に
読
ん
で
い
て
、
そ
れ
ら

は
、
英
詩
の
伝
統
的
韻
律
で
のfoot

に
類
し
た
単
位
の
よ
う
に
響
く
。

さ
て
、
西
脇
は
青
年
期
に
は
当
時
の
日
本
の
標
準
的
な
詩
的
語
法
や
、

そ
の
音
楽
性
に
な
じ
め
ず
、
む
し
ろ
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
詩
を
書
こ
う

と
し
た
こ
と
、
日
本
語
で
書
い
た
と
き
も
、
外
国
語
か
ら
の
直
訳
調
の
よ

う
に
響
く
不
思
議
な
日
本
語
を
書
い
た
こ
と
は
、
何
度
も
語
ら
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
西
脇
自
身
が
じ
ぶ
ん
は
詩
の
音
楽
性
で
な
く
視
覚
性
を
重
視
す

る
と
語
り
、
そ
れ
は
注
釈
者
、
批
評
家
た
ち
に
よ
り
西
脇
詩
の
本
質
と
し

て
語
り
継
が
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
西
脇
の
詩
に
独
自
の
音
楽
性

や
音
声
的
効
果
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
は
な
い
。
実
際
、
近
藤
晴
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彦
の
研
究
書
『
西
脇
順
三
郎
の
詩
』
は
、
西
脇
詩
に
お
い
て
停
止
と
流
動

性
が
入
り
混
じ
る
効
果
を
細
か
く
分
析
す
る
個
所
が
あ
る
（41−47

、
ほ

か
）。
ま
た
『
定
本
全
集
』
別
巻
の
批
評
選
集
に
載
っ
て
い
る
片
桐
ユ
ズ
ル

の
論
考
「
西
脇
詩
の
構
造
」
は
、
西
脇
に
よ
る
反
音
楽
性
の
主
張
や
、
現

代
日
本
語
の
音
楽
性
は
不
十
分
な
も
の
だ
と
い
う
発
言
を
引
用
し
た
う
え

で
、
西
脇
自
身
の
詩
の
豊
か
な
音
声
的
多
様
性
を
指
摘
し
て
、「
え
ら
い

人
も
た
ま
に
は
ま
ち
が
っ
た
こ
と
を
い
う
」
と
反
論
し
て
い
る
（260

）。

そ
し
て
片
桐
に
よ
る
、
西
脇
詩
の
用
い
る
日
本
語
の
多
面
性
の
併
置
や
、

統
語
の
意
図
的
な
紛
糾
の
効
果
の
分
析
は
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

＊

こ
こ
で
、
近
・
現
代
詩
に
成
立
し
て
い
る
表
現
の
型
を
も
う
ひ
と
つ
確

認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
多
く
の
近
・
現
代
詩
で
は
、
と
く
に

焦
点
と
な
る
個
所
で
、
一
行
ご
と
に
（
と
り
わ
け
行
末
で
）
感
情
が
込
め

ら
れ
感
興
が
確
か
め
ら
れ
る
、
と
い
う
定
型
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
樋
口

の
論
考
は
、
安
東
次
男
に
よ
る
、
近
代
詩
の
行
分
け
形
式
は
一
行
一
行
に

込
め
ら
れ
た
「
気
息
の
充
実
感
」
を
杖
と
し
て
立
つ
、
と
い
う
趣
旨
の
発

言
を
紹
介
し
て
い
た
（42

）。
そ
し
て
た
と
え
ば
、
現
代
詩
で
そ
の
気
息

を
あ
ら
わ
す
型
の
ひ
と
つ
は
、
頻
出
す
る
「
の
だ
」、「
な
の
だ
」
の
使
用

だ
ろ
う
（
通
常
の
発
話
で
は
ほ
ぼ
「
ん
だ
」、「
な
ん
だ
」
と
発
音
さ
れ
る

の
に
）。
た
と
え
ば
大
岡
信
の

な
ぜ
か

く
だ
も
の
の
内
が
わ
へ

涼
し
い
雨
足
が
た
っ
て
い
た
の
だ

そ
の
明
け
方

と
い
っ
た
行
で
あ
る
（「
あ
か
つ
き
葉
っ
ぱ
が
生
き
て
い
る
」、『
透
視
図

法
│
│
夏
の
た
め
の
』
所
収
）。「（
な
）
の
だ
」
は
、
先
行
す
る
表
現
を
一

度
体
言
と
し
て
纏
め
て
ま
た
述
定
し
な
お
す
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
書

き
留
め
ら
れ
る
情
景
へ
の
思
い
の
強
度
を
、
単
純
に
い
え
ば
「
主
観
的
な

も
の
」
を
伝
え
よ
う
と
す
る
（
そ
し
て
発
音
の
異
例
性
が
「
こ
れ
は
特
別

な
発
話
、
詩
で
す
」
と
合
図
す
る
）。
そ
し
て
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
斎
藤

茂
吉
の

青
山
の
町
陰
の
田
の
水
さ
び
田
に
し
み
じ
み
と
し
て
雨
ふ
り
に
け
り

の
「
に
け
り
」
な
ど
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
同
じ
で

悪
い
と
は
い
っ
て
は
い
な
い
│
│
主
観
的
な
も
の
の
表
現
は
近
代
詩
の
本

流
な
の
だ
か
ら
）。
現
代
詩
は
、
詩
的
語
法
の
一
定
の
演
目
を
よ
か
れ
あ

し
か
れ
備
え
て
い
て
、
こ
の
「（
な
）
の
だ
」
の
使
用
に
お
い
て
は
、
赤
塚

不
二
夫
の
創
造
し
た
日
本
文
化
史
に
輝
く
重
要
人
物
「
天
才
バ
カ
ボ
ン
の

父
親
」
と
栄
光
を
分
か
ち
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
│
│
な
お
西
脇
に
は
、

「「
だ
」
と
い
う
音
は
文
章
が
そ
こ
で
／
切
れ
る
こ
と
を
示
す
の
で
肯
定
で

な
い
」
と
い
う
詩
行
が
あ
る
（『
壌
歌
』
第
一
部
の
末
尾
近
く
）。
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＊

西
脇
の
詩
で
の
リ
ズ
ム
と
行
末
の
様
子
を
、
行
ま
た
ぎ
の
あ
る
作
品
に

つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
『
近
代
の
寓
話
』
巻
頭
の
、
多
く
の
詩

選
集
に
も
収
め
ら
れ
る
詩
集
標
題
の
作
品
は

四
月
の
末
の
寓
話
は
線
的
な
も
の
だ

半
島
に
は
青
銅
色
の
麦
と
キ
ャ
ラ
色
の
油
菜

た
お
や
め
の
衣
の
よ
う
に
さ
び
れ
て
い
た

考
え
る
故
に
存
在
は
な
く
な
る

人
間
の
存
在
は
死
後
に
あ
る
の
だ

人
間
で
な
く
な
る
時
に
最
大
な
存
在

に
合
流
す
る
の
だ
私
は
い
ま

あ
ま
り
多
く
を
語
り
た
く
な
い

た
だ
罌
粟
の
家
の
人
々
と

形
而
上
学
的
神
話
を
や
つ
て
い
る
人
々
と

ワ
サ
ビ
の
の
び
る
落
合
で
お
湯
に
は
い
る
だ
け
だ

と
始
ま
る
。
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
き
た
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
意

味
の
働
き
方
を
い
ち
お
う
確
認
す
る
な
ら
、
第
一
行
は
、
慣
れ
親
し
ん
で

も
新
鮮
な
驚
き
を
う
む
卓
越
し
た
行
で
あ
る
が
、
さ
て
そ
の
意
味
を
あ
ら

た
め
て
解
釈
・
説
明
を
し
ろ
と
言
わ
れ
れ
ば
困
る
種
類
の
も
の
だ
ろ
う
。

だ
が
要
す
る
に
こ
こ
に
は
、
西
脇
の
詩
論
で
も
そ
の
解
説
で
も
お
な
じ
み

の
、
通
常
は
か
け
離
れ
た
事
物
・
概
念
の
結
合
・
併
置
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。「
近
代
の
寓
話
」、「
四
月
の
末
の
寓
話
」
を
い
い
な
が
ら

そ
れ
が
な
に
の
寓
意
か
は
見
当
も
つ
か
ず
、
つ
ま
り
「
寓
話
」
と
い
う
こ

と
ば
を
ふ
つ
う
の
意
味
で
使
っ
て
い
な
い
。
ま
た
「
線
的
」
と
は
ど
ん
な

こ
と
か
も
曖
昧
だ
が
、「
寓
話
」
と
「
線
的
」
が
結
合
さ
れ
る
と
、
精
神
の

自
在
な
（
日
常
と
べ
つ
で
日
常
を
活
性
化
す
る
）
次
元
が
示
唆
さ
れ
る
わ

け
だ
。
さ
ら
に
、
二
行
目
に
は
鮮
や
か
な
色
彩
が
巧
み
に
提
示
さ
れ
て
、

そ
れ
ら
が
「
線
的
」
と
繋
が
る
と
、
形
態
と
力
線
が
抽
象
さ
れ
歪
め
ら
れ

複
眼
的
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
ば
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
が
片
鱗
を
見
せ
る
。

だ
が
、
三
行
目
の
「
さ
び
れ
て
い
た
」
で
は
、
存
在
そ
の
も
の
の
哀
感

と
い
う
「
旅
人
か
へ
ら
ず
」
か
ら
継
続
す
る
主
題
も
姿
を
見
せ
る
。
そ
し

て
、
デ
カ
ル
ト
を
転
倒
さ
せ
老
荘
的
に
も
禅
的
に
も
響
く
東
洋
的
な
逆
説

の
「
形
而
上
学
」
が
登
場
し
つ
つ
、
旅
行
散
策
の
歩
行
と
嘱
目
の
詩
と
い

う
設
定
が
展
開
す
る
。
こ
う
し
て
、
同
時
に
機
会
詩
・
即
興
詩
で
あ
り
思

索
・
瞑
想
の
詩
で
あ
り
、
そ
れ
ら
諸
要
素
が
ゆ
と
り
と
ユ
ー
モ
ア
の
な
か

自
在
に
変
奏
さ
れ
つ
づ
け
る
と
い
う
型
が
、
西
脇
に
成
立
し
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
膨
大
な
詩
業
の
基
本
と
な
っ
た
。
先
に
触
れ
た
近

藤
の
本
は
、
詩
集
『
近
代
の
寓
話
』
の
後
半
の
作
品
は
時
期
的
に
は
「
旅

人
か
へ
ら
ず
」
か
ら
の
移
行
期
の
も
の
が
主
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、

「
旅
人
か
へ
ら
ず
」
の
世
界
観
に
初
期
西
脇
の
乾
い
た
書
法
・
対
象
へ
の

距
離
の
感
覚
・
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
復
活
し
加
味
さ
れ
て
詩
集
前
半
の
諸
篇
が

成
立
し
た
経
緯
を
、
丁
寧
に
追
跡
し
て
い
る
。
│
│
な
お
個
人
的
に
は
、

「
旅
人
か
へ
ら
ず
」
は
や
は
り
哀
感
の
一
元
性
が
強
く
感
じ
ら
れ
（
ア
イ
ロ
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ニ
ー
の
存
在
を
い
う
篠
田
の
説
は
も
っ
と
も
だ
が
）、
語
法
・
詩
行
の
使

い
方
・
情
感
も
七
五
調
的
な
も
の
に
近
す
ぎ
る
部
分
が
多
い
、
と
い
う
の

が
正
直
な
感
想
で
あ
る
。

＊

詩
「
近
代
の
寓
話
」
に
も
ど
ろ
う
。
二
行
目
に
は
「
…
…
キ
ャ
ラ
色
の

油
菜
」
と
体
言
止
め
が
あ
る
が
、
こ
の
冒
頭
部
は
一
行
ご
と
に
終
息
感
が

あ
り
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
連
ね
ら
れ
る
小
気
味
よ
い
速
度
感
が
あ
る
。
だ
が
、

こ
こ
で
の
詩
行
の
動
き
の
焦
点
は
、「
人
間
で
な
く
な
る
時
に
最
大
な
存

在
／
に
合
流
す
る
の
だ
私
は
い
ま
／
あ
ま
り
多
く
を
語
り
た
く
な
い
／
…

…
」
と
続
く
あ
た
り
の
行
の
運
び
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
ま
で
は
行

末
に
意
味
の
自
然
な
切
れ
目
が
あ
っ
た
の
に
「
最
大
の
存
在
」
は
、
次
の

行
頭
の
「
に
合
流
す
る
の
だ
」
へ
と
ま
た
い
で
い
っ
て
、
そ
こ
に
若
干
で

あ
れ
戸
惑
い
、
ず
れ
の
感
覚
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、「
私
は
い
ま
／
あ
ま

り
多
く
を
語
り
た
く
な
い
」
と
い
う
切
れ
方
が
つ
づ
く
が
、
こ
れ
を
た
と

え
ば
「
人
間
で
な
く
な
る
時
に
／
最
大
な
存
在
に
合
流
す
る
の
だ
／
私
は

い
ま
あ
ま
り
多
く
を
語
り
た
く
な
い
／
…
…
」
と
い
う
切
り
方
に
変
え
て

し
ま
え
ば
、
ま
る
で
違
う
（
つ
ま
ら
な
い
）
詩
が
で
き
る
。

そ
し
て
多
く
の
読
者
は
、
こ
の
行
ま
た
ぎ
の
あ
と
の
部
分
を
規
則
的
な

加
速
し
た
リ
ズ
ム
で
読
む
（
読
ま
さ
れ
る
）
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
西
脇
の
詩
行
は
、「
存
在
／
に
合
流
す
る
の
だ
」
の
箇
所
で
微
妙
な

停
止
と
直
後
の
加
速
を
強
い
て
い
る
。
そ
の
ぶ
れ
て
か
ら
戻
る
速
度
感
ゆ

え
に
、
読
み
手
は
、
概
ね
二
音
の
纏
ま
り
を
基
に
す
る
等
時
性
を
保
っ
て

（「
に
｜
ご
う
｜
り
ゅ
う
｜
す
る
｜
の
だ
｜
わ
た
｜
し
は
｜
い
ま
」）、
詩
行

を
読
む
よ
う
に
導
か
れ
る
わ
け
だ
。
行
末
の
終
止
が
は
ぐ
ら
か
さ
れ
、
止

ま
り
か
け
た
リ
ズ
ム
は
空
転
す
る
が
、
ま
た
動
き
出
す
と
逆
に
自
律
す
る

（
リ
ズ
ム
が
機
能
す
る
こ
と
は
リ
ズ
ム
の
分
節
が
意
味
の
分
節
に
優
越
し

う
る
こ
と
で
あ
る
│
│
意
味
の
分
節
が
く
ず
さ
れ
る
と
読
み
手
は
リ
ズ
ム

の
分
節
に
頼
る
こ
と
に
な
る
）。
そ
し
て
そ
の
リ
ズ
ム
の
ず
れ
が
、
意
味

の
ゆ
が
み
と
連
動
す
る
こ
と
で
、
西
脇
詩
の
こ
と
ば
の
不
思
議
な
世
界
が

成
立
す
る
。
こ
う
し
た
分
析
は
細
部
に
あ
ま
り
に
拘
泥
し
て
い
る
、
と
い

う
印
象
を
う
け
る
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
わ
た
し
に
は
、
こ
れ
は
西
脇

詩
の
肝
要
な
要
素
で
あ
る
と
思
え
る
。

│
│
な
お
、
先
に
引
い
た
鼎
談
で
は
篠
田
一
士
も
田
村
隆
一
も
西
脇
に

は
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
い
い
、
と
く
に
篠
田
は
「
ジ
ャ
ズ
で
い
う
リ
ズ
ム
・

セ
ク
シ
ョ
ン
み
た
い
な
部
分
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た（33

）。
ま
た
阿
部

公
彦
は
論
考
「
行
の
問
題
」
で
、
西
脇
に
「
ほ
と
ん
ど
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
の

よ
う
な
定
速
度
」（288

）
を
感
じ
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
拙
論
と
、
別

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
、
じ
つ
は
同
じ
も
の
へ
の
反
応
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
行
ま
た
ぎ
は
、
西
脇
の
等
時
的
な
リ
ズ
ム
感
覚
に
必

ず
伴
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
ひ
ね
り
・
ね
じ
れ
を
与
え
て
、
意
味

の
歪
曲
空
間
と
協
同
す
る
わ
け
だ
。

（
な
お
阿
部
は
、
詩
の
諸
形
式
も
慣
習
の
シ
ス
テ
ム
・
諸
々
の
「
制
度
」

で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
日
本
の
近
・
現
代
詩
に
一
行
ご
と
の
沈
黙
の

思
い
入
れ
の
制
度
化
を
認
め
、
種
々
の
詩
人
の
そ
れ
に
同
調
す
る
／
あ
る

い
は
抗
う
多
様
な
傾
向
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
西
脇
に
つ
い
て
は
、
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「
行
は
事
物
と
の
遭
遇
と
別
離
の
記
録
」
で
あ
る
が
、「
西
脇
の
持
続
は
行

末
の
沈
黙
を
跨
ぎ
越
す
」
と
述
べ
、「
行
分
け
に
よ
る
切
断
を
凌
駕
す
る

幸
福
感
」
を
語
っ
て
い
る
（288

）。
阿
部
は
、
と
く
に
行
ま
た
ぎ
に
着
目

す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
細
部
の
う
ち
に
感
性
の
制
度
の
出
現
を
み
る
分

析
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。）

＊

詩
「
近
代
の
寓
話
」
に
は
、
そ
の
あ
と
、
宿
の
女
た
ち
が
碁
を
う
つ
と

い
う
奇
想
（
現
実
に
起
こ
っ
て
い
た
情
景
な
の
だ
ろ
う
が
）
が
は
さ
ま
る

が
、
つ
づ
く
部
分
に
は
、
ず
ら
し
の
行
ま
た
ぎ
が
登
場
す
る
。

ベ
ド
ウ
ズ
の
自
殺
論
の
話
を
し
な
が
ら

道
玄
坂
を
の
ぼ
つ
た
頃
の
彼
の
こ
と
を
考
え

た
り
白
髪
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ア
メ
リ
カ
の
村
を

歩
い
て
い
る
こ
と
な
ど
思
つ
て
ね
む
れ
な
い

こ
こ
は
、
死
ん
だ（
？
）昔
の
友
人
に
触
れ
る
ら
し
い
が
、「
…
…
を
考
え

／
た
り
…
…
」
の
気
息
は
、
読
み
手
の
足
元
を
す
く
う
種
類
の
い
た
ず
ら

と
い
う
感
触
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
詩
の
終
わ
り
の
ほ
う
は

忽
然
と
し
て
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
的
思
考

の
あ
た
り
か
ら
叙
情
的
に
な
り
、
以
下
「
あ
の
た
お
や
め
の
た
め
に
あ
の

果
て
し
な
い
恋
心
／
の
た
め
に
パ
ス
カ
ル
と
リ
ル
ケ
の
女
と
と
も
に
」
な

ど
と
、
永
遠
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
唆
し
て
流
動
的
に
な
る
（
こ
こ
の

行
ま
た
ぎ
の
続
き
方
は
意
表
を
つ
か
ず
、
流
動
性
の
継
続
に
貢
献
し
て
い

る
）。
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
、「
忽
然
と
し
て
｜
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
｜
的
思

考
」
は
、「
七
｜
五
｜
五
」
で
定
型
的
な
一
行
な
の
で
あ
り
、
以
下
読
み
手

は
、
定
型
的
な
五
音
や
七
音
の
影
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
と
ら
さ
れ
る
。

＊

こ
の
行
ま
た
ぎ
の
始
ま
り
を
西
脇
に
探
れ
ば
、『A

m
barvalia

』
に
も
見

つ
か
る
。
そ
の
詩
集
は
、
詞
華
集
に
よ
く
と
ら
れ
る
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情

詩
」
が
含
ま
れ
る
「L

E
M
O
N
D
E
A
N
C
IE
N

」
と
、
摩
訶
不
思
議
な
語
法

の
頻
出
す
る
「L

E
M
O
N
D
E
M
O
D
E
R
N
E

」
の
二
部
か
ら
な
る
わ
け
だ
が
、

前
者
は
概
ね
、
抵
抗
感
の
な
い
行
わ
け
が
さ
れ
る
「
イ
マ
ジ
ズ
ム
」
風
の

叙
情
詩
で
あ
る
（
そ
の
な
か
で
は
「
皿
」
が
も
っ
と
も
綺
麗
に
歌
い
あ
げ

て
い
る
と
思
え
る
│
│
「
海
豚
は
天
に
も
海
に
も
頭
を
も
た
げ
」）。
が
、

そ
の
う
ち
の
「
菫
」
は

コ
ク
・
テ
ー
ル
つ
く
り
は
み
す
ぼ
ら
し
い
銅
銭
振
り
で

あ
る
が
ギ
リ
シ
ヤ
の
調
合
は
黄
金
の
音
が
す
る
。

と
始
ま
っ
て
い
る
。
以
下
そ
の
作
品
は
「「
灰
色
の
菫
」
と
い
う
バ
ー
へ
行

つ
て
み
た
ま
へ
。
／
バ
コ
ス
の
血
と
ニ
ム
フ
の
新
し
い
涙
が
混
合
さ
れ
て

／
暗
黒
の
不
滅
の
生
命
が
泡
を
ふ
き
／
車
輪
の
や
う
に
大
き
な
ヒ
ラ
メ
と
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共
に
薫
る
」
と
続
い
て
独
特
の
風
味
の
エ
ロ
ス
を
暗
示
す
る
が
（
も
っ
と

も
強
烈
さ
の
感
触
は
な
い
）、
冒
頭
二
行
の
行
ま
た
ぎ
は
、
全
体
の
違
和

の
雰
囲
気
を
開
始
さ
せ
て
い
る
。

＊

西
脇
の
詩
に
行
ま
た
ぎ
は
頻
出
す
る
が
、
現
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
行

末
ご
と
に
感
慨
を
こ
め
る
よ
う
誘
う
ま
ま
で
終
わ
る
詩
篇
も
多
数
あ
る
。

そ
し
て
、
あ
る
行
末
か
ら
視
線
を
上
げ
て
次
行
の
頭
を
見
る
ま
で
は
、
行

わ
け
の
ず
ら
し
が
あ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
西
脇
を
読
む

ひ
と
は
、
そ
こ
で
間
違
え
な
い
か
に
注
意
力
を
む
け
る
こ
と
に
な
る
。
一

例
を
最
晩
年
の
詩
集
『
人
類
』
か
ら
引
け
ば
、「
愁
人
」
は

ウ
ツ
ギ
の
花
も
咲
い
て

ホ
ト
ト
ギ
ス
も
鳴
い
て

永
遠
の
滅
亡
へ
の
予
約
も

か
な
り
う
す
ら
い
で
い
た

と
し
み
じ
み
と
始
ま
る
。
さ
ら
に

す
べ
て
が
春
の
光
り
を

無
限
の
た
か
つ
き
か
ら
す
す
つ
て
い
た

と
続
け
ば
、
大
方
の
読
者
は
、「
す
す
つ
て
い
た
」
に
深
い
思
い
を
こ
め

て
立
ち
止
ま
る
だ
ろ
う
。
だ
が
次
行
は

か
ら
で
あ
ろ
う
か

で
あ
っ
て
、
思
い
入
れ
は
軽
く
か
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
行
を
辿
り
に
く

く
し
て
逆
に
読
み
手
の
注
意
力
を
鋭
敏
に
さ
せ
る
と
い
う
策
略
で
も
あ
る

が
、
そ
れ
ま
で
の
詩
の
展
開
を
停
止
さ
せ
、
一
括
り
に
括
弧
に
入
れ
る
作

用
も
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
脇
詩
学
の
根
幹
に
は
、
隔
絶
し
た
も

の
の
結
合
と
な
ら
ん
で
、
世
界
観
と
し
て
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
、
人
間
の
得
る

あ
る
理
解
を
つ
ね
に
一
つ
の
理
解
と
位
置
づ
け
括
弧
に
入
れ
て
ゆ
く
運
動

が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
詩
作
の
実
際
で
は
、
こ
う
し

た
行
の
移
り
の
な
か
に
働
い
て
い
る
。
だ
が
ま
た
、
そ
れ
は
、
主
観
の
思

い
入
れ
を
完
全
に
無
化
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
は
微
妙
に
併
存
す
る
。

西
脇
の
読
者
が
身
に
つ
け
さ
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
の
行
の
動
き
に
追
随

す
る
運
動
神
経
の
よ
う
な
も
の
と
、
主
観
性
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
の
宙
吊
り

を
受
け
入
れ
る
余
裕
の
ご
と
き
も
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊

さ
て
こ
の
小
論
は
序
説
と
い
う
こ
と
で
、
西
脇
詩
の
基
本
的
な
型
を
概

観
し
た
あ
た
り
で
終
わ
る
こ
と
と
す
る
が
、
い
ず
れ
機
会
が
あ
れ
ば
、
西

脇
の
多
様
膨
大
な
作
品
群
で
の
、
そ
の
諸
相
を
検
討
し
た
い
。
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