
231

「
幻
影
の
人
」
西
脇
順
三
郎
の
ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
比
較

工　

藤　
　
　

進
著

生　

田　

康　

夫
訳

一　

ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
比
較
に
没
頭
し
た
詩
人

　
　
　
天
気

（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
の
や
う
な
朝

何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
ゝ
や
く

そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日
。

一
九
三
三
年
、
三
年
間
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
滞
在
を
終
え
英
国
か

ら
帰
国
し
て
八
年
後
、
三
九
才
の
西
脇
順
三
郎
は
こ
の
謎
め
い
た
三
行

の
短
詩
に
よ
っ
て
日
本
の
詩
世
界
に
革
命
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
詩
は

ロ
ー
マ
の
農
業
祭
事
よ
り
名
を
と
っ
た
詩
集
『Am

barvalia

』
のLE 

M
O

N
D

E A
N

C
IEN

（
フ
ラ
ン
ス
語
！
）
の
部
に
あ
り
、そ
の
中
の
「
ギ

リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
と
題
さ
れ
た
十
篇
余
の
詩
群
の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。

西
脇
は
地
方
銀
行
家
の
息
子
と
し
て
生
活
に
不
自
由
は
な
か
っ
た
も
の

の
、
若
く
し
て
父
親
と
姉
と
弟
を
亡
く
し
て
い
る
。
彼
は
英
国
か
ら
の
帰

国
後
慶
応
義
塾
大
学
の
教
授
と
な
っ
た
。
古
今
の
外
国
語
に
精
通
し
て
い

た
彼
は
ラ
テ
ン
語
で
学
士
論
文
を
草
し
て
お
り
、
ル
コ
ン
ト
・
ド
・
リ

イ
ル
の
よ
う
な
貴
族
の
風
格
を
備
え
て
い
た
。
西
脇
が
生
ま
れ
た
の
は

一
八
九
四
年
、
そ
の
高
踏
派
詩
人
の
没
年
で
あ
る
。

　
彼
の
先
輩
詩
人
萩
原
朔
太
郎
に
対
す
る
尊
崇
の
念
は
深
く
、
英
国
行
き
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の
長
い
船
旅
に
携
え
た
二
冊
の
本
の
う
ち
の
一
冊
は
改
訂
さ
れ
た
ば
か
り

の
萩
原
の
詩
集
『
月
に
吠
ゆ
』
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
も
う
一
冊
は
ニ
ー

チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
か
く
語
り
き
』。
こ
の
辺
の
事
情
は
主
に
新

倉
俊
一
著
『
西
脇
順
三
郎
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
）
の
年
譜
に
負
う

て
い
る
。

帝
国
主
義
戦
争
が
中
国
で
泥
沼
化
し
は
じ
め
て
以
降
、
西
脇
は
詩
作
か

ら
遠
ざ
か
っ
た
。
こ
の
歴
史
の
暗
い
時
代
に
西
脇
は
古
典
研
究
に
い
そ
し

ん
だ
。
そ
の
古
典
研
究
が
、
遥
か
後
に
な
っ
て
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
る

漢
語
ギ
リ
シ
ア
語
語
彙
比
較
研
究
へ
の
と
て
つ
も
な
い
志
向
を
吹
き
込
ん

だ
の
だ
っ
た
。
西
脇
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
運
動
の
先

導
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
彼
の
沈
黙
は
彼
を
投
獄
か
ら
守
る

結
果
と
な
っ
た
。
彼
の
信
奉
者
の
中
に
は
迫
害
を
蒙
っ
た
も
の
も
い
る
。

戦
後
、
詩
法
の
大
転
換
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
を
待
ち
受
け
て
い
た
の

は
名
声
と
評
価
だ
っ
た
。
大
転
換
と
い
う
の
は
、
内
面
の
感
情
の
吐
露
を

ス
ト
イ
ッ
ク
な
ま
で
に
抑
制
し
て
い
た
彼
が
そ
れ
に
寛
容
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

言
語
学
の
用
語
で
言
え
ば
、
以
前
の
彼
は
、
詩
の
中
で
あ
ら
ゆ
る
シ
ニ

フ
ィ
エ
へ
の
顧
慮
を
排
し
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
彼
の
詩

は
意
味
を
拒
否
し
、
人
が
そ
こ
に
意
味
付
け
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
た
。

言
葉
を
色
に
変
え
、
わ
れ
わ
れ
に
言
葉
で
描
か
れ
た
超
現
実
の
イ
メ
ー
ジ

を
見
せ
る
。
か
つ
て
上
京
し
た
の
は
画
家
に
な
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。

今
や
彼
の
詩
は
無
難
で
、
共
感
さ
れ
易
く
、
理
解
し
易
い
も
の
に
さ
え
な

っ
た
。
人
生
の
喜
び
と
悲
し
み
が
彼
に
は
親
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

彼
の
中
で
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
か
ら
賢
者
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

六
八
才
の
時
慶
応
義
塾
大
学
を
退
官
し
、
自
宅
近
く
の
別
の
大
学
で
教

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
学
院
大
学
で
あ
る
。
そ
こ
で『
詩
経
』

（
ブ
ロ
グ
十
九
号
参
照
）
の
輪
読
会
を
発
足
さ
せ
、
同
時
に
漢
語
と
ギ
リ

シ
ア
語
の
比
較
に
本
格
的
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
。
彼
は
比
較
言
語
学
者

詩
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
事
―
―
古
典
語
に
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
弟
子
に

は
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
仕
事
―
―
に
注
が
れ
た
情
熱
は
い
っ
た
い
ど

こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
漢
字
と
ギ
リ
シ
ア
語
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
膨
大
な
草
稿
を
残
し
て

い
る
。
西
脇
米
寿
の
祝
い
に
際
し
弟
子
た
ち
は
赤
く
美
し
い
装
丁
本
を
贈

っ
た
。
そ
れ
は
草
稿
の
一
部
の
写
真
版
だ
っ
た
。
手
書
き
の
文
字
の
機
械

的
活
字
へ
の
変
換
は
実
行
困
難
だ
と
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
風
合

い
を
損
ね
る
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
の
草
稿
は
製
本
さ
れ

十
数
冊
の
冊
子
と
な
っ
た
。
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二　

言
葉
の
発
掘
者

詩
人
西
脇
は
わ
れ
わ
れ
の
言
語
学
研
究
所
に
、
東
西
語
彙
の
「
比
較
探

究
」
に
か
か
わ
る
数
千
枚
の
草
稿
（
漢
字
と
ギ
リ
シ
ア
語
で
埋
め
ら
れ
た

七
千
五
百
枚
以
上
の
草
稿
）
の
入
っ
た
数
個
の
木
綿
袋
を
残
し
た
。
こ
の

遺
贈
品
を
ど
う
扱
っ
て
よ
い
か
誰
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
そ

の
価
値
は
学
問
的
と
い
う
よ
り
詩
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
か
ら

だ
。
わ
れ
わ
れ
の
仲
間
に
そ
れ
に
対
峙
す
る
に
十
分
な
漢
学
・
ギ
リ
シ
ア

学
の
素
養
を
備
え
た
も
の
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
時
、
研
究
所
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
輪
読
会
が
発
足
し
、
そ
れ
が
彼
の

原
稿
を
評
価
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
と
な
る
（
ブ
ロ
グ
十
五
号
参

照
）。
こ
の
輪
読
会
は
詩
人
没
年
の
翌
年
一
九
八
三
年
の
年
度
初
め
に
設

置
さ
れ
た
。
旗
振
り
は
国
文
学
の
満
田
郁
夫
教
授
だ
っ
た
。
毎
週
の
会
合

（
火
曜
朝
、
そ
の
後
水
曜
朝
）
は
一
般
に
門
戸
が
開
放
さ
れ
た
。
参
加
者

は
十
人
を
超
え
て
い
た
。
先
ず
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
取
り
組
み
、一
回
五
行
、

そ
し
て
す
ぐ
十
五
行
に
な
り
、
こ
の
ペ
ー
ス
は
数
年
続
い
た
。
一
九
九
八

年
に
は
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ヴ
ェ
氏
が
わ
れ
わ
れ
に
講
義
の
た
め
フ

ラ
ン
ス
か
ら
来
日
し
て
く
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
に
読
み
終
え
る
頃
に
は
毎

回
四
十
〜
五
十
行
の
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
。

当
初
私
は
十
五
行
の
準
備
を
す
る
の
に
三
日
必
要
で
あ
っ
た
が
、
今
は

四
十
五
行
の
た
め
に
二
時
間
で
充
分
で
あ
る
。『
イ
ー
リ
ア
ス
』
と
『
オ

デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
を
終
え
る
の
に
二
十
七
年
か
け
た
結
果
、
私
は
師
西
脇

の
美
し
い
漢
字
と
ギ
リ
シ
ア
文
字
に
戸
惑
い
な
し
に
向
き
合
う
こ
と
が
出

来
る
と
感
じ
始
め
て
い
る
。
彼
が
原
稿
を
残
し
た
の
は
こ
う
し
て
わ
れ
わ

れ
に
勉
強
さ
せ
る
た
め
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
！

私
の
研
究
室
に
は
草
稿
の
一
部
の
入
っ
た
白
い
木
綿
袋
が
あ
っ
た
。
言

語
文
化
研
究
所
へ
の
こ
の
袋
の
運
び
込
み
は
先
の
冊
子
製
本
後
の
こ
と
で

あ
っ
た
（
本
稿
一
参
照
）。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
草
稿
は
分
類
さ
れ
ぬ

ま
ま
に
残
っ
て
い
た
も
の
だ
。
私
は
そ
れ
を
時
々
思
い
出
し
た
。
私
は
そ

れ
ら
の
草
稿
が
埃
に
ま
み
れ
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
見
出
し
も
ペ
ー

ジ
も
振
ら
れ
る
こ
と
な
く
放
っ
て
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

私
の
ブ
ロ
グ
（
二
〇
一
〇
年
二
月
に
始
ま
り
現
在
四
十
八
号
に
至
っ
て

い
る
）
の
進
行
に
つ
れ
、
私
は
研
究
所
の
棚
に
う
ず
も
れ
て
い
る
草
稿
の

呟
き
を
時
々
耳
に
す
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。
そ
こ
で
そ
れ
を
取
り
出

し
、
番
号
を
振
り
、
す
べ
て
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
決
心
を
し
た
。
三
日
間

の
酷
暑
の
中
の
作
業
で
あ
っ
た
が
研
究
所
の
新
メ
ン
バ
ー
、
生
田
康
夫
講

師
の
あ
り
が
た
い
協
力
も
あ
り
、
つ
い
先
日
（
七
月
二
十
一
日
）
作
業
は

終
了
し
た
。
現
在
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
取
り
込
ま
れ
た
原
稿
は
い
ず
れ
一

般
に
公
開
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
二
七
〇
枚
。
姿
形
の
異
な
る

も
の
で
は
あ
る
が
、他
の
既
に
製
本
さ
れ
た
七
千
枚
強
（
含
む
ノ
ー
ト
類
）

に
当
然
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
詩
人
西
脇
は
、
彼
の
詩
の
源
泉

の
解
明
に
資
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
合
計
八
千
枚
を
超
え
る
草
稿
を
残
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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彼
の
方
法
は
、
発
音
の
知
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
漢
字
を
選
ぶ
こ
と
に
あ

る
。
彼
は
決
し
て
意
味
か
ら
出
発
し
な
い
、音
か
ら
出
発
す
る
。
彼
の「
探

究
」
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
み
た
い
。

三
四
五
枚
目
（
一
二
七
〇
枚
中
）
で
は
旧
漢
字
「
觀kuan

」（
見
る
）

を
取
り
上
げ
、
こ
の
漢
語kuan

と
様
々
な
ギ
リ
シ
ア
語
と
の
間
の
音
声

上
の
類
似
性
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
様
々
な
ギ
リ
シ
ア
語
と

い
う
の
は
す
な
わ
ちὁράω

（
念
を
入
れ
て
見
る
）、 σκοπέω （
う
か
が
う
）、 

προ-αγορέυω （
う
ら
な
う
）、 φαίνω （
あ
ら
わ
す
）、 σχῆμα

（
外
観
）、 

σκοπιά

（
物
見
）、σκοπή

（
物
見
）、σκηνή （
道
士
の
居
所
）
な
ど
で
あ

り
、
必
要
に
応
じ
有
意
な
類
似
部
分
に
下
線
を
付
し
て
い
る
。
そ
の
説
明

に
納
得
す
る
か
否
か
、
私
と
し
て
は
「
読
者
の
ご
随
意
に
」
と
言
う
に
と

ど
め
よ
う
。

「
觀kuan

」（
見
る
）
に
か
か
わ
る
意
味
の
連
想
の
記
述
の
最
後
に
、

彼
は
同
音
語
「
鸛 kuan

」（
コ
ウ
ノ
ト
リ
）
と
ギ
リ
シ
ア
語 πελαργός

を
挙
げ
て
い
る
。
更
に
こ
の
鳥
の
名
前
が
彼
に
他
の
鳥
の
名γέρανος （
鶴

＝
漢
音hok, hak, kak  

）
を
想
起
さ
せ
、
比
較
言
語
学
者
詩
人
は
そ
こ

に
「
漢
は
こ
の
二
語
を
あ
べ
こ
べ
に
使
っ
た
」
と
付
記
し
て
い
る
。

混
同
が
存
在
し
た
の
は
「
鶴
」
と
「
鵠hok, kok

」
の
間
で
あ
り
、「
鶴
」

と
「
鸛
」
の
間
で
は
な
い
（
ブ
ロ
グ
四
六
号
及
び
『
廣
漢
和
辭
典
』
大
修
館
、

一
九
八
二
年
、下
巻
一
三
六
二
頁
）。
し
か
し
彼
の
誤
り
は
問
題
で
は
な
い
。

私
を
魅
了
す
る
の
は
彼
の
喚
起
能
力
で
あ
り
古
今
を
通
じ
た
語
彙
連
想
力

西脇草稿 345 枚目
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で
あ
る
。

三　

古
代
イ
メ
ー
ジ
創
造
の
芸
術

　
　
　

コ
ッ
プ
の
原
始
性　

ダ
フ
ネ
の
花
が
咲
き

光
る
河
岸
を

林
檎
と
サ
ー
ベ
ル
を
も
っ
た
天
使
の
わ
き
を
過
ぎ

金
髪
の
少
年
が
走
る

ア
カ
ハ
ラ
と
い
ふ
魚
を

そ
の
乳
光
の
目
の
上
を

指
の
間
で
し
つ
か
り
つ
か
み
な
が
ら

黄
金
の
夢
は
曲
が
る

西
脇
の
こ
の
詩 

（『Am
barvalia

』）
は
「
コ
ッ
プ
の
原
始
性
」
と
題
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
小
編
が
実
際
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
何
で
あ
る
に
せ
よ
、

こ
の
詩
は
私
に
大
壺
か
、
も
し
く
は
地
中
海
の
ど
こ
か
で
、
例
え
ば
考
古

学
の
発
掘
の
際
発
見
さ
れ
た
陶
器
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
詩
は

陶
器
に
描
か
れ
た
生
彩
に
富
む
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
場
面
を
な
ぞ
っ
て
い

る
か
の
よ
う
だ
。

イ
メ
ー
ジ
は
色
彩
の
語
彙
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ダ
フ
ネ
（
白
も
し
く

は
淡
い
紫
）、
林
檎
（
赤
も
し
く
は
黄
）、「
金
」
髪
の
少
年
、「
ア
カ
」
ハ

ラ
と
い
う
魚
、「
乳
光
」
の
目
、
そ
し
て
最
後
に
「
黄
金
」
の
夢
。
八
行

に
六
つ
の
色
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
各
行
に
一
色
の
語
。
こ
の
詩
の
地
中
海

的
明
晰
さ
と
透
明
性
に
誰
が
驚
嘆
せ
ず
に
お
ら
れ
よ
う
。
そ
の
明
晰
と
透

明
は
、
日
本
人
が
国
外
に
出
る
こ
と
な
く
閉
塞
し
、
日
本
が
暗
い
先
の
見

え
な
い
領
域
に
進
ん
で
い
た
当
時
、
大
多
数
の
日
本
人
読
者
に
は
見
知
ら

ぬ
国
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
の
詩
集
の
出
版
は

一
九
三
三
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

彼
の
詩
は
謎
の
作
品
で
は
な
い
。
読
者
は
言
葉
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ

る
イ
メ
ー
ジ
に
敏
感
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
ダ
フ
ネ
、
天
使
、
サ
ー

ベ
ル
、
金
髪
（
そ
し
て
「
黄
金
」
の
夢
）、
い
ず
れ
も
出
典
は
日
本
の
も

の
で
は
な
い
、
読
者
は
既
に
西
洋
の
風
景
の
前
に
い
る
。

こ
の
詩
に
は
三
つ
の
片
仮
名
（
そ
の
語
源
的
概
念
を
欠
い
た
音
節
表
記

法
は
外
国
語
・
外
国
由
来
の
語
を
表
記
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
）
が
使
わ

れ
て
い
る
。
ダ
フ
ネ
、
サ
ー
ベ
ル
、
ア
カ
ハ
ラ
。
ダ
フ
ネ
の
か
わ
り
に
沈

丁
花
、
サ
ー
ベ
ル
の
か
わ
り
に
刀
や
剣
、
詩
人
が
こ
れ
ら
日
本
語
で
の
対

応
語
を
あ
え
て
使
わ
な
か
っ
た
の
は
、
情
景
を
西
洋
化
し
た
か
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
だ
ろ
う
。

サ
ー
ベ
ル（
の
語
）は
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
行
政
機
関
で
あ
る
警
察
の

警
察
官
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
権
力
の
象
徴
で
あ
る
。
ダ
フ
ネ
が
皆
の
知

っ
て
い
る
灌
木
で
あ
る
と
理
解
す
る
に
は
知
識
の
み
な
ら
ず
教
養
が
な
く
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て
は
な
ら
な
い
。
詩
集
『Am

barvalia

』
の
享
受
は
日
本
的
教
養
で
は

な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
教
養
に
か
か
っ
て
い
る
。
片
仮
名
の
語
は
ダ
フ
ネ
、

天
使
、
金
髪
等
と
相
俟
っ
て
日
本
人
読
者
に
快
い
異
郷
感
覚
を
与
え
る
の

で
あ
る
。

詩
人
は
何
故
「
ア
カ
ハ
ラ
」
を
片
仮
名
で
表
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
。「
ア

カ
ハ
ラ
」
と
い
う
語
は
勿
論
西
洋
語
で
は
な
く
日
本
の
方
言
で
あ
る
。
そ

れ
は
山
椒
魚
に
近
い
両
棲
類
イ
モ
リ
か（
必
ず
し
も
腹
が
赤
く
は
な
い
が
）

淡
水
魚
ウ
グ
イ
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
北
方

の
出
身
で
あ
る
詩
人
は
こ
の
語
に
故
郷
の
「
ア
カ
ハ
ラ
」
を
思
い
浮
か
べ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
語
の
正
確
な
意
味
は
、
そ
の
出
典
と
同
様
、
全
く
私
の
関
心
事
で

は
な
い
。
こ
れ
は
例
え
て
言
え
ば
、
あ
る
美
し
い
フ
ラ
ン
人
女
性
の
口
か

ら “ lo beth cèu de Pau”

（
ポ
ー
の
美
し
い
空
）
と
い
う
ガ
ス
コ
ー
ニ

ュ
方
言
が
出
て
く
る
の
を
聞
く
よ
う
な
も
の
だ
。
大
都
会
（
こ
の
場
合
は

東
京
）
で
普
通
使
わ
れ
な
い
言
葉
を
使
う
こ
と
は
、
田
舎
臭
さ
や
ス
ノ
ビ

ズ
ム
に
陥
る
危
険
を
孕
み
つ
つ
も
、
無
味
乾
燥
な
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
を

遠
ざ
け
て
く
れ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
片
仮
名
は
読
者
に
仮
想
の
旅
を
さ

せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四　
「
コ
ッ
プ
の
原
始
性
」
再
読　

　
　
　

―
―
西
脇
の
古
代
世
界
を
可
視
化
す
る　
　
　
　

ア
カ
ハ
ラ
と
い
ふ
魚
を

そ
の
乳
光
の
目
の
上
を

象
形
文
字
の
国
に
お
い
て
、
語
の
視
覚
イ
メ
ー
ジ
は
音
声
イ
メ
ー
ジ
と

同
じ
ほ
ど
読
者
を
夢
想
さ
せ
る
。
私
は
西
脇
の
詩
「
コ
ッ
プ
の
原
始
性
」

（
詩
集
『Am

barvalia

』）
第
六
行
目
に
使
わ
れ
た
「
乳
光nyu:ko:

」
と

い
う
表
現
を“blanc lacté

（
乳
の
よ
う
な
白
）”

と
訳
し
た
。

実
際
、
分
解
す
る
と
「
乳
」
と
「
光
」
で
あ
り
、「
乳
光
」
と
い
う
表

現
の
意
味
は
漢
字
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
何
の
曖
昧
さ
も
な
い
。
し
か
し

ど
の
辞
書
に
も
「
乳
光
」
と
い
う
熟
語
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

詩
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
新
語
で
あ
る
。
詩
人
は
画
家
が
使
い
そ
う
な
こ

の
形
容
・
修
飾
語
を
ど
こ
か
ら
持
ち
来
た
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
の
研
究
所
に
詩
人
が
託
し
た
原
稿
の
中
で
、
西
脇
は
九
四
一

枚
目
（
一
二
七
〇
枚
中
）
の
一
部
をyü

と
発
音
表
記
さ
れ
た
「
魚
」
に

充
て
て
い
る
。
こ
の
比
較
言
語
学
者
詩
人
は
な
ん
ら
の
語
源
学
的
意
図
な

し
に
こ
の
漢
語
を
ギ
リ
シ
ア
語ἰχθύς

「
魚
」／ ἰχθυάω

「
釣
る
」と
比
較
し
、

‐χθύ

‐
の
部
分
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
部
分
は
、

シ
ャ
ン
ト
レ
ー
ヌ
を
始
め
他
の
比
較
言
語
学
者
た
ち
（
メ
イ
エ
、
エ
ル
ヌ

ー
、
ポ
コ
ル
ニ
ー
、
ビ
ー
ク
ス
）
に
よ
れ
ば
、
印
欧
語
の｢

魚｣

を
意
味
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す
る
語
の
語
源
を
説
明
す
る
際
の
、
正
に
鍵
と
な
る
要
素
で
あ
っ
た
（
ブ

ロ
グ
十
一
号
参
照
）。
わ
れ
わ
れ
の
詩
人
の
直
感
は
正
鵠
を
射
て
い
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
魚
」
の
古
代
中
国
に
お
け
る
発
音
はyü

（
又
はgü

）
で
は
な
く
、
藤

堂
博
士
の
辞
書
（『
漢
和
大
字
典
』
学
習
研
究
社
、
一
九
七
八
年
）
に
よ

れ
ばngıag  （
上
古
）/ ngıo  （
中
古
）
で
あ
る
。
魚
は
呉
音
で
はgo

、
漢

音
で
はgyo

と
発
音
さ
れ
、
現
代
北
京
語
で
はü

、
も
し
く
は yú

で
あ
る
。

西
脇
順
三
郎
は
「
魚
」
の
漢
字
に
与
え
たyü

（
又
はgü

）
の
要
素
に
対

し
、語
源
が
い
ま
だ
不
明
のγρίπων  / γριπεύς

「
釣
人
」、ἐγώ

「
私
」（
ブ

ロ
グ
七
号
参
照
）
やζώνη

「（
唐
王
朝
時
代
の
役
人
が
身
に
着
け
て
い
た

魚
の
形
状
を
し
た
）
帯
」
を
挙
げ
た
後
、
熟
語
「
魚
目
」
に
よ
っ
て
表
さ

れ
て
い
る
漢
字
「
魚
」
の
特
異
な
意
味
の
前
で
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
。「
魚

目
」
は
名
馬
＝
「
白
目
」
の
こ
と
指
す
（
藤
堂
『
漢
和
大
字
典
』
学
習
研

究
社
、
一
九
七
八
年
、
一
五
二
四
頁
）。

金
髪
の
少
年
の
手
に
つ
か
ま
れ
た
魚
の
目
に
使
わ
れ
た
「
乳
光
」
の
表

現
が
白
目
の
馬
と
関
連
が
あ
る
の
か
否
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
草
稿

は
詩
人
の
語
彙
連
想
が
そ
こ
ま
で
至
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一

方
で
詩
人
は
、
ギ
リ
シ
ア
語ὠχρός

（
黄
色
、
蒼
白
い
色
）
をgü

「
魚
」

と
対
比
し
て
も
い
る
。

｢

乳
光nju:ko:｣

に
は
同
音
の
語
と
し
て
「
乳
香
」
が
あ
る
。nju:ko: 

の
音
は
必
然
的
に
、
そ
し
て
特
に
後
者
の
語
を
喚
起
す
る
。
先
に
示
し
た

西脇草稿 941 枚目
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「
蒼
白
い
」
と
い
う
意
味
を
思
わ
せ
る
の
は
漢
字
「
乳
光
」
の
視
覚
イ
メ

ー
ジ
で
あ
る
。
詩
人
は
乳
香
の
同
音
語
に
よ
っ
て
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
の
キ

リ
ス
ト
の
誕
生
の
日
東
方
三
博
士
が
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
三
つ
の
贈
り

物
「
金
、
乳
香
、
没
薬
」
を
わ
れ
わ
れ
に
想
像
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ

う
か
。

詩
人
西
脇
は
エ
ミ
ー
ル
・
マ
ー
ル
や
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
、
そ
の
他
の

美
術
史
家
達
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、ἰχθύς

「
魚
」
が
神
の
祝

福
を
受
け
た
（Χ

ριστός
）
イ
エ
ス
の
略
号
で
あ
る
と
す
る
西
洋
図
像
学

固
有
の
見
方
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
に
私
は
、

詩
集『Am

barvalia

』の
中
の「
天
気
」と
も
う
一
つ「
コ
ッ
プ
の
原
始
性
」、

こ
の
二
つ
の
詩
を
つ
な
ぐ
も
の
が
か
す
か
に
浮
か
び
上
が
る
を
感
じ
る
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
宗
教
的
感
情
で
あ
る
。

五　

西
脇
順
三
郎
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
滑
稽

　
　
　

―
―
文
脈
の
廃
絶
、
意
味
の
追
放

西
脇
順
三
郎
の
詩
集
『Am

barvalia

』
は
二
極
構
造
を
な
し
て
い

る
。
一
方
はLE M

O
N

D
E A

N
C

IEN
 

と
題
さ
れ
、
他
方
は LE 

M
O

N
D

E M
O

D
ER

N
E

と
題
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
世
界
は
三
行
の

小
詩
「
天
気
」（
本
稿
一
参
照
）
の
「
覆
さ
れ
た
宝
石
」
の
輝
き
に
よ
っ

て
導
入
さ
れ
る
。
後
者
は
三
六
行
よ
り
な
る
散
文
詩
「
馥
郁
タ
ル
火
夫
」

の
滑
稽
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
三
行
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

ダ
ビ
デ
の
職
分
と
彼
の
宝
石
と
は
ア
ド
ー
ニ
ス
と
莢
豆
と
の
間
を

通
り
無
限
の
消
滅
に
急
ぐ
。
故
に
一
般
に
東
方
よ
り
来
り
し
博
士
達

に
倚
り
か
ゝ
り
て
如
何
に
滑
ら
か
な
る
没
食
子
が
戯
れ
る
か
を
見

よ
！

詩
人
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
文
学
的
滑
稽
は
、
基
本
的
に
は
意
味
の
上

で
の
文
体
の
異
常
さ
が
文
法
的
規
則
に
違
反
し
な
い
と
こ
ろ
で
成
立
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
理
解
の
不
可
能
性
は
笑
い
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
は
お
か

な
い
。
西
脇
の
ナ
ン
セ
ン
ス
の
技
法
は
時
と
し
て
（
こ
の
詩
の
場
合
の
よ

う
に
）
乱
暴
で
あ
り
、
時
と
し
て
（「
天
気
」
の
場
合
の
よ
う
に
）
高
貴

で
あ
る
。
こ
の
乱
暴
と
高
貴
さ
は
戦
争
の
野
蛮
に
向
け
た
準
備
が
な
さ
れ

て
い
た
時
代
に
歓
迎
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
散
文
詩
の
特
徴
で
あ
る
ナ
ン
セ
ン
ス
は
象
徴
性
の
欠
如
の
結
果
で

あ
る
。
彼
の
詩
は
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
。
彼
の
詩
に
な
ん

ら
か
の
象
徴
的
な
、
倫
理
的
な
、
道
徳
的
な
、
更
に
は
教
訓
的
な
も
の
を

求
め
る
人
は
失
望
す
る
だ
ろ
う
。

ダ
ビ
デ
王
や
青
年
ア
ド
ー
ニ
ス
そ
し
て
博
士
た
ち
の
名
は
こ
の
詩
の
中

で
伝
説
的
、神
話
的
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
宝
石
」
や
「
莢

豆
」
や
「
没
食
子
」
に
並
べ
置
か
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
初
め
て
意

味
を
持
つ
。
寛
大
な
読
者
を
笑
い
に
誘
う
の
は
、
ダ
ビ
デ
／
宝
石
、
ア
ド

ー
ニ
ス
／
莢
豆
、
博
士
た
ち
／
没
食
子
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
、
か
く
も
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似
つ
か
わ
し
く
な
い
要
素
の
並
置
だ
。
こ
の
並
置
は
要
素
間
に
新
奇
で
あ

る
と
同
時
に
思
い
が
け
な
い
関
係
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

西
脇
の
多
く
の
詩
（
特
に
詩
集
『Am

barvalia

』
の
詩
）
は
、
鍵
谷

幸
信
（『
詩
人
西
脇
順
三
郎
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
れ
ば

植
物
や
動
物
の
デ
ッ
サ
ン
の
本
、
あ
る
い
は
、
西
脇
の
引
用
に
つ
い
て

の
優
れ
た
書
（
新
倉
俊
一
『
西
脇
順
三
郎
全
詩
引
喩
集
成
』
筑
摩
書
房
、

一
九
八
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
し
ば
し
ば
古
今
の
詩
人
の
あ
る
語
や
一
節
に

想
を
得
て
い
る
。

新
倉
教
授
の
引
喩
集
成
に
よ
れ
ば
「
コ
ッ
プ
の
原
始
性
」（
本
稿
三
）

は
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
の
寓
意
画
に
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
。「
天
気
」

は
西
脇
が
讃
嘆
し
て
や
ま
な
か
っ
た
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
（
一
七
九
五
〜

一
八
二
一
）
の
一
節
に
想
を
得
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
発
想
の
も

と
に
つ
い
て
長
々
と
注
釈
す
る
の
は
無
用
の
こ
と
に
思
え
る
。
と
い
う
の

も
、
彼
の
詩
の
興
味
の
焦
点
は
主
と
し
て
、
言
葉
が
想
像
界
に
お
い
て
極

端
に
対
立
す
る
も
の
の
間
に
思
い
が
け
な
い
関
係
を
う
ち
立
て
る
の
を
見

る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
で
は
こ
の
手
法
は
詩
の
世
界
の
み
な

ら
ず
メ
デ
ィ
ア
界
で
も
常
套
と
な
っ
て
お
り
、
語
呂
合
わ
せ
や
こ
と
ば
あ

そ
び
、
ダ
ジ
ャ
レ
に
さ
え
堕
し
か
ね
な
い
。
彼
の
詩
に
つ
い
て
、
博
識
に

基
づ
く
解
釈
の
試
み
は
空
論
に
陥
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。

大
学
生
活
か
ら
引
退
し
た
詩
人
西
脇
の
漢
語
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
彙
比
較

は
学
問
的
方
法
と
は
対
照
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
比
較
は
科
学
的
解
釈
や

博
捜
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
全
く
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が

新
た
な
詩
的
創
造
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

六　

こ
と
ばλόγος

、
は
な
しλόγος

、
論
語διάλογος

　
　
　

―
―
詩
人
西
脇
の
二
言
語
詩

先
に
本
稿
二
に
お
い
て
、
西
脇
の
漢
語
ギ
リ
シ
ア
語
比
較
の
方
法
の
例

を
紹
介
し
た
。
彼
の
熱
意
の
ほ
ど
を
知
る
た
め
に
さ
ら
に
も
う
二
例
ほ
ど

取
り
上
げ
て
み
た
い
。

五
〇
一
枚
目
。
彼
は
旧
字
「
發
」（
現
行
簡
体
字
「
発
」。
北
方
の
発
音

でhatsu

、
南
方
で
はhotsu

）
か
ら
始
め
る
。
藤
堂
辞
典
（
詩
人
の
最

晩
年
に
出
版
さ
れ
、
詩
人
は
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
幸
い
な

こ
と
に
！
）
は
そ
れ
に
四
つ
の
発
音
（
上
古pıuăt

、
中
古 pıuʌ t

、
中

世 fa

、
近
世 fa, fâ ) 

を
付
し
、
次
の
八
つ
の
語
義
を
与
え
て
い
る
。

一 

は
な
つ
、
ぱ
っ
と
離
す 　

二 

出
発
す
る
、
出
発
さ
せ
る　

三 

お

こ
る
、
お
こ
す　

 

四 

ひ
ら
く
、
花
な
ど
が
ぱ
っ
と
ひ
ら
く　

 

五 

ひ
ら
く
、

外
に
向
か
っ
て
広
が
る　

六 

あ
ば
く
、
土
を
掘
り
お
こ
す　

七 

文
書
や

命
令
を
外
に
出
し
て
知
ら
せ
る　

 

八 

つ
か
わ
す

西
脇
は
と
い
え
ば
、「
發
」
と
い
う
漢
字
の
意
味
を
二
十
の
語
義
に
細

分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
に
関
連
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。

一　

射
る　

στοχάζομαι   
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二
　
行
く　

χωρέω  

三　

去
る　

 χωρέω  

四　

興
す
、
お
こ
す　

βαστάζω

、 お
こ
る　

κουφίζω 

五　

あ
げ
る
、
あ
が
る 　

βαστάζω  

六　

の
ぶ
、
舒
ぶ　

 προτείνω
   

七　

つ
か
わ
す　

 ἀποστέλλ
ω

   

八　

う
ご
く　

πάλλ
ω   

九　

あ
ら
は
る　

 φαίνω, φάνω
  

一
〇　

も
る　

ἀπορρέω 

一
一　

散
る 　

πάσσω 

一
二　

出
す　

παρέχω
  

一
三　

は
じ
ま
る　

ὑπάρχω 

一
四　

た
が
や
す　

φαράω [= φυράω?]  

一
五　

み
だ
る　

φύρω
  

一
六　

ひ
ら
く　

ἡμερόω  

一
七　

あ
き
ら
か
に
す
る　

σαφηνίζω
   

一
八　

行
う　

ἐκπράσσω
 

一
九　

は
し
る　

ὁρμάω
 

二
〇　

あ
ば
く　

ἀποκαλύπτω

詩
人
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
漢
語hatsu

あ
る
い
はhotsu

（
の
断
片
）

が
ギ
リ
シ
ア
語
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
と
ど
け
よ
う
と
し
て
い
る

よ
う
だ
。
彼
はh

の
音
が
一
定
の
条
件
の
も
と
でp

やb

やk

に
変
わ

西脇草稿 501 枚目
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り
う
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
る
。
彼
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
ギ

リ
シ
ア
語
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
の
は
印
欧
語
言
語
学
に
対
す
る
無
知
故
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

象
形
文
字
体
系
の
完
成
は
、
前
七
世
紀
ご
ろ
と
さ
れ
る
中
国
最
古
の
詩

集
『
詩
経
』
の
編
纂
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
（
ブ
ロ
グ
二
〇
号
参
照
）。

典
礼
的
古
歌
集
『
詩
経
』
の
読
解
は
、
そ
の
心
で
あ
り
手
段
で
も
あ
る
象

形
文
字
の
読
解
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
中
国
の
最
初
の
典
礼
的
作
品
の

解
釈
は
先
行
作
品
と
い
う
比
較
対
象
の
欠
如
の
た
め
大
き
く
変
動
し
て
き

た
。中

国
の
古
典
語
辞
書
は
す
べ
て
『
詩
経
』
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
。
し

か
し
『
詩
経
』
で
初
め
て
用
い
ら
れ
た
象
形
文
字
は
、
そ
れ
ら
が
本
質
的

に
視
覚
的
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
（
形
と
音
）
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
何
ら
か
の

具
体
物
と
関
係
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

の
表
記
は
こ
れ
と
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
作
品
は
現
実

に
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
と
の
連
続
の
上
に
あ
る
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
作
品
の

表
記
は
実
在
す
る
言
語
シ
ス
テ
ム
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
こ
の
学
者
詩
人
は
大
戦
開
始
を
前
に
し
て
詩
作
か
ら
遠

ざ
か
り
、
西
洋
古
典
語
の
研
究
に
打
ち
込
ん
だ
。
そ
の
博
士
号
を
取
得
し

た
研
究
の
遥
か
後
、
ふ
た
た
び
偉
大
な
中
国
古
典
の
新
た
な
研
究
に
取
り

組
む
こ
と
と
な
っ
た
。
西
洋
古
典
に
よ
く
通
じ
、
か
つ
画
家
で
も
あ
っ
た

西
脇
（
両
者
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
は
稀
有
の
こ
と
だ
）、そ
の
彼
が
『
詩
経
』

の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
他
の
日
本
の
学
者
た
ち
と
は
異
な
っ
た
シ
ニ
フ
ィ
エ

を
見
た
こ
と
は
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
。

五
四
〇
枚
目
は
「
語go

、gyo

」
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く

二
言
語
詩
で
あ
る
。
韻
を
踏
ん
で
い
る
！

こ
と
ば λόγος    

は
な
しλόγος  

論
語 διάλογος

文
句λόγος 

こ
と
わ
ざλόγος  

は
な
すδιαλέγομαι

一　

こ
と
ば　

λόγος   

二　

は
な
し　

 λόγος     

三　

論
語
（
対
話
）　διάλογος    

四　

文
句　

λόγος    

五　

こ
と
わ
ざ　

λόγος  

六　

は
な
す　

διαλέγομαι   

七　

と
く　

διαλέγομαι   

八　

鳥
蟲
の
鳴
き
声　

κλαγγ
άνω

  

九　

告
ぐ 

　ἀγγ
έλω [-γέ- =  γο]    

十　

を
し
ふ　

παιδεύω
 (djü - gyu ›  gjo).  

［
余
白
に
﹈  

論
語　

λόγος
七　

詩
集
『Am

barvalia

』
の
「
天
気
」
再
考

詩
は
い
っ
た
ん
発
表
さ
れ
る
と
作
者
の
手
を
離
れ
る
。
詩
は
一
人
で
批
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評
に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
品
の
評
価
を
公
に
決
め
る
の
は
作
者

で
は
な
く
読
者
で
あ
る
。

一
九
四
七
年
、
西
脇
は
『Am

barvalia

』
の
新
版
を
、
ラ
テ
ン
語
だ

っ
た
表
題
に
つ
い
て
『
あ
む
ば
り
わ
り
あ
』
と
平
仮
名
表
記
に
直
し
て
出

版
し
た
。
一
般
的
評
価
は
旧
版
の
方
が
は
る
か
に
よ
い
。
私
は
こ
こ
で

両
版
の
比
較
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
特
に
こ
の
作
品
の
後
半
（LE 

M
O

N
D

E M
O

D
ER

N
E

）
に
お
い
て
重
要
な
修
正
、
削
除
、
追
加
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。 

詩
人
や
作
家
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
過
去
の
作
品
に
関
わ
り
続

け
、
整
形
手
術
を
ほ
ど
こ
す
く
ら
い
に
事
後
の
説
明
を
加
え
、
自
己
を
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
自
分
の
作
品
を
新
し
い
感
性
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。

草
稿
（
本
稿
二
参
照
）
に
そ
の
跡
を
窺
が
う
事
が
出
来
る
不
断
の
書
き

換
え
は
、
詩
人
の
同
じ
心
性
の
現
れ
で
あ
る
。
詩
作
品
は
一
つ
の
固
定
的

解
釈
に
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
た
と
え
作
者
が
自
分
の
発
想
の
由

来
を
特
定
し
詳
細
に
明
か
し
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
に
限
界
を
設
け
た
と
し

て
も
。
創
造
さ
れ
た
作
品
は
作
者
の
底
意
か
ら
独
立
し
た
そ
れ
固
有
の
生

命
を
持
つ
。
生
成
研
究
に
は
限
界
が
あ
る
。

西
脇
の
詩
は
し
ば
し
ば
あ
る
種
の
謎
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
見
る
た
め
に
、
最
初
の
詩
「
天
気
」
を
再
び
取
り
上

げ
よ
う
。

西脇草稿 540 枚目
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天
気

（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
の
や
う
な
朝

何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
ゝ
や
く

そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日
。

(Les joyaux à l’envers) un m
atin tout com

m
e 

Q
uelqu'un, au seuil de la porte, chuchote - qui est là ?-   

C
’est le jour de naissance de D

ieu.  （
訳
A
：
本
稿
一
）

(U
n bijou retourné) un m

atin tout com
m

e  
Q

uelqu’un, au seuil de la porte, susurre avec un autre  
C

’est le jour de naissance de D
ieu.

  （
訳
B
：
新
情
報
を
踏
ま
え
た
後
日
の
新
訳
）

訳
A
作
成
前
に
古
典
語
ア
グ
レ
ジ
ェ
の
ク
レ
マ
ン
・
レ
ヴ
ィ
氏
と
の
間

に
以
下
の
ち
ょ
っ
と
し
た
や
り
取
り
が
あ
っ
た
。

工
藤
：

こ
の
詩
で
は
す
べ
て
が
異
様
で
す
。
括
弧
で
始
め
ら
れ
た
俳
句
的
語
句
、

私
は
当
初
一
行
目
を“ U

n m
atin com

m
e les bijoux renversés ”

と
訳

し
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
原
詩
を
ち
ゃ
ん
と
表
現
し
て
い
な
い
よ
う

な
気
が
し
ま
し
た
。
詩
人
は“boîte à bijoux”

な
ど
と
は
言
っ
て
い
な

い
、
た
だ
単
に“bijou(x)”

。
そ
こ
で
最
終
的
に
わ
た
し
は “ les joyaux 

à l’envers ”

を
採
り
ま
し
た
。

二
行
目
は
も
っ
と
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
う
い
う
解
釈
も
可
能
だ
：

「
誰
か
が
、
戸
口
で
別
の
誰
か
と
さ
さ
や
く
」（
訳
Ｂ
）、
す
な
わ
ち
た
だ
、

「
戸
口
で
人
が
小
声
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
」。
詩
人
自
身
、
一
九
五
七
年
、

あ
る
詩
雑
誌
で
、
詩
の
イ
メ
ー
ジ
は
中
世
説
話
の
挿
絵
か
ら
想
を
得
て
い

る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
挿
絵
は
、
む
さ
く
る
し
い
小
路
で
語
り
合

う
二
人
の
描
か
れ
た
も
の
で
、
ル
オ
ー
好
み
の
デ
ッ
サ
ン
の
主
題
で
す
。

「
何
人
」
と
「
誰
」
か
と
の
組
み
合
わ
せ
は
意
味
的
に
か
な
り
お
も
っ

た
る
い
重
複
で
す
。
他
方
、「
誰
か
？
と
」（
訳
Ａ
）
と
動
詞
「
さ
さ
や
く
」

と
は
し
っ
く
り
と
く
る
組
み
合
わ
せ
で
は
な
い
。
二
つ
の
難
点
の
内
、
小

さ
い
難
点
の
方
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
行
目
に
よ
っ
て
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
降
誕
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
と
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
さ
や
く
人
（
あ
る
い
は
人
達
）
は
東
方
の
三
博

士
で
あ
る
の
か
も
。
ど
う
思
い
ま
す
か
？ 　

降
誕
祭
の
た
め
の
「
覆
さ

れ
た
宝
石
箱
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
読
者
に
と
っ
て
新
し
い
も
の
だ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。

ク
レ
マ
ン
・
レ
ヴ
ィ
氏
の
返
信
：

日
本
語
の
テ
キ
ス
ト
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
す
べ
て
理
解
し
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
の
翻
訳
は
よ
く
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
覆
さ

れ
た
宝
石
箱
の
イ
メ
ー
ジ
は
私
に
と
っ
て
も
大
変
新
し
い
。
括
弧
と
句
点

を
加
え
て«

 qui est là ? »

と
し
た
ら
よ
り
「
か
と
」
を
訳
し
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
の
解
釈
（
三
博
士
）
は
正
し
い
と
思
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い
ま
す
。そ
し
て
宝
石
の
イ
メ
ー
ジ
は
鮮
烈
で
興
味
を
そ
そ
ら
れ
ま
す（
そ

れ
は
三
博
士
の
贈
り
物
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
西
洋
風
に
、
樅
の
木
の
も

と
に
散
ら
ば
っ
た
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
す
）。
西
脇
は
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
詩
人
で
あ
る
よ
り
は
イ
メ
ー
ジ
の
詩
人
だ
と
あ
な
た
が
言
う
理
由
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
。

八　

西
脇
が
求
め
た
も
の

西
脇
の
「
天
気
」
の
詩
に
は
、
各
行
そ
れ
ぞ
れ
に
謎
が
あ
る
。
一
行
目

で
は
今
回
「
覆
さ
れ
た
」
も
の
を
単
数
に
し
た
、
と
い
う
の
は
、
詩
人
が

想
を
得
た
と
い
わ
れ
る
キ
ー
ツ
の
断
片
はlike an upturn’d gem

と
な

っ
て
お
り
単
数
だ
か
ら
で
あ
る
。（
本
稿
五
）

新
倉
教
授
に
よ
れ
ば
、
二
行
目
の
情
景
は
英
国
詩
人
『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー

物
語
』（
一
五
二
六
年
）
の
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
に
よ
る
挿
絵
に
基
づ

い
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
、
あ
る
少
年
の
マ
リ
ア
信
仰
が
死
後
報
わ
れ
る

話
で
あ
る
。
こ
の
知
識
は
「
神
」
の
性
格
を
規
定
す
る
の
に
役
立
つ
。
ク

リ
ス
マ
ス
（natalis

）
は
生
誕
祭
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
は
そ
れ

ぞ
れ
誕
生
日
が
あ
る
が
古
代
の
神
は
そ
れ
が
な
い
。
古
代
の
神
は
誕
生
を

超
え
た
存
在
で
あ
る
。
飯
島
宏
一
（
一
九
三
〇
〜
、
詩
人
、
芸
術
院
会
員
）

は
ど
こ
か
で
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
か
地
中
海
世
界
の
神
で
あ
り
、
キ
リ
ス

ト
教
の
神
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。「
カ
ミ
」
の
語
は
常
に
キ
リ
ス
ト

を
指
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
神
、
そ
れ
も
特
に
翻
訳
の
文
脈
で
は
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
神
に
し
か
な
ら
な
い
。〝
ひ

と
り
の
神
〞
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
か
。

三
行
目
、
そ
れ
は
生
誕
の
「
日
」
で
あ
る
。
西
洋
人
に
と
っ
て“dies 

natalis”  （
生
誕
の
日
）
が
ク
リ
ス
マ
ス
の
生
誕
祭
以
外
の
も
の
で
あ
り
得

よ
う
か
。
全
体
と
し
て
意
味
が
よ
り
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
二
行
目
と
三

行
目
を
散
文
的
に
入
れ
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
の
や
う
な
朝

そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日

何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
ゝ
や
く

こ
れ
は
詩
を
な
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
西
脇
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
決
し

て
こ
れ
を
認
め
な
い
だ
ろ
う
。

「
覆
さ
れ
た
宝
石
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
全
く
異
な
っ
た
源
に
由
来
し
て
い

る
。
読
者
は
由
来
を
気
に
か
け
な
い
。
大
・
萩
原
朔
太
郎
（
一
八
八
六
―

一
九
四
二
）
も
師
・
室
生
犀
星
（
一
八
八
九
―
一
九
六
二
）
も
、
西
脇
の

「
覆
さ
れ
た
宝
石
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
い
つ
か
せ
た
と
い
う
こ
の
キ
ー
ツ

の
一
節
を
意
識
し
て
い
な
い
。「
天
気
」
の
一
行
目
を
激
賞
し
た
偉
大
な

る
師
匠
・
室
生
は
、
二
行
目
は
古
く
て
生
気
が
な
く
、
三
行
目
は
窮
し
て

い
る
し
、
つ
き
抜
け
た
と
こ
ろ
が
見
当
た
ら
な
い
、
と
か
な
り
厳
し
く
批
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判
し
て
い
る
。
彼
が
称
揚
し
て
い
る
一
行
目
は
独
創
で
は
な
く
引
用
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
は
冒
頭
の
括
弧
の
存
在
が
示
し
て
い
る
。
西
脇
は
紳
士
な

の
だ
。

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
詩
人
で
あ
る
よ
り
は
イ
メ
ー
ジ
の
詩
人
と
し
て
、
西
脇

は
当
時
の
文
学
界
の
抒
情
的
で
内
向
的
（
言
わ
ゆ
る
「
浪
漫
派
的
」）
な
伝

統
と
一
線
を
画
し
た
か
っ
た
。
西
脇
は
批
評
界
に
信
奉
者
と
誹
謗
者
を
も

っ
て
い
た
。
こ
の
半
神
の
詩
人
に
は
彼
を
聖
人
と
す
る
者
と
悪
魔
と
す
る

者
と
が
い
た
の
だ
。
読
者
た
ち
は
当
初
畏
れ
の
入
り
混
じ
っ
た
讃
嘆
を
も

っ
て
、
長
期
の
欧
州
滞
在
帰
り
の
こ
の
学
者
の
訳
の
わ
か
ら
な
い
書
物
を

読
ん
だ
。
こ
の
学
者
は
、
萩
原
と
室
生
と
い
う
二
大
御
所
の
後
押
し
を
受

け
る
と
と
も
に
、
既
に
し
て
当
時
日
本
の
知
識
人
の
何
人
も
達
し
得
な
か

っ
た
高
み
に
あ
る
西
洋
の
古
今
の
伝
説
の
後
光
を
纏
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
の
方
法
は
練
ら
れ
た
心
地
よ
い
言
い
回
し
を
避
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

漢
語
の
音
の
リ
ズ
ム
に
敏
感
な
彼
は
言
語
の
調
和
に
衝
撃
を
与
え
る
こ
と

を
目
指
し
た
。

一
九
七
〇
年
、「
こ
と
ば
の
衝
撃
」
と
題
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中

で
、
西
脇
は
漢
語
へ
の
愛
好
を
語
っ
て
い
る
。
日
本
語
の
「
神
の
生
ま

れ
た
日
」
と
い
う
言
い
回
し
よ
り
、
漢
語
に
よ
る
「
神
の
生
誕
の
日
」

（『Am
barvalia

』）
の
方
に
惹
か
れ
る
と
漏
ら
し
て
い
る
。
彼
は
詩
に
お

い
て
、
日
本
語
的
言
い
回
し
よ
り
漢
字
の
音
読
み
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。

彼
は
三
好
達
治
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
六
四
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
と
対

蹠
的
な
流
れ
の
代
表
的
詩
人
）
の
よ
う
な
日
本
語
に
対
す
る
無
条
件
の
愛

は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
の
愛
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
絶
対

の
高
み
に
向
か
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
を
し
て
比
類
な
き
才
能
の
言
語

学
者
、
言
葉
の
疲
れ
を
知
ら
ぬ
探
究
者
と
な
さ
し
め
た
の
は
、
か
く
れ
て

常
在
し
て
い
る
こ
の
永
遠
の
相
対
主
義
で
あ
る
。

彼
の
多
言
語
か
ら
な
る
草
稿
の
、
狂
気
に
近
い
絶
え
ざ
る
書
き
直
し
も

そ
こ
に
由
来
し
て
い
る
。

九　

批
評
家
篠
田
一
士
の
見
解 

―
―
西
脇
順
三
郎
、
学
匠
詩
人
？

西
脇
順
三
郎
は
ヤ
ヌ
ス
（
双
面
神
）
の
詩
人
で
あ
る
。
彼
は
二
つ
の
顔

を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
デ

ビ
ュ
ー
し
た
詩
人
と
し
て
の
顔
、
も
う
一
つ
は
ほ
と
ん
ど
終
生
の
学
者
と

し
て
の
顔
（
本
稿
一
参
照
）
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
、
ロ
ン
ド
ン
で
英
文

詩
集
『Spectrum

』
を
発
表
し
た
後
十
月
に
帰
国
の
途
に
つ
く
。
十
一
月

に
日
本
に
帰
国
す
る
と
、
か
つ
て
文
学
士
と
し
て
卒
業
し
た
東
京
、
慶
応

義
塾
大
学
の
教
授
と
な
り
、
学
年
は
じ
め
（
一
九
二
六
年
四
月
）
か
ら
英

国
中
世
文
学
と
言
語
学
の
講
義
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

西
脇
が
文
学
博
士
な
る
の
は
一
九
四
九
年
で
あ
り
、
そ
の
前
年
に
博

士
論
文
『
古
代
文
学
序
説
』
を
発
表
し
て
い
た
。
詩
人
と
し
て
は
既
に

一
九
三
〇
年
に
文
芸
誌
に
発
表
さ
れ
た
詩
作
品
「
ト
リ
ト
ン
の
噴
水
」
に

よ
っ
て
文
学
界
の
注
目
を
浴
び
て
い
た
。
そ
れ
は
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
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ト
宣
言
の
形
を
と
っ
た
長
い
散
文
詩
だ
っ
た
。（
こ
の
詩
は
二
五
年
後
の

一
九
五
五
年
、
重
要
な
手
直
し
、
修
正
、
削
除
、
加
筆
を
施
し
た
上
で

『A
N

D
RO

M
ED

A

』
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
再
版
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。）次

い
で
一
九
三
三
年
の
最
初
の
詩
集
『Am

barvalia

』（
本
稿
七
参
照
）

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
そ
の
時
既
に
学
者
詩
人
と
し
て
世
に
出
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
彼
の
理
論
的
指
導
に
接
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
大
学
の
彼
の
学
生
達
だ
け
だ
っ
た
。

西
脇
の
学
問
的
著
作
に
つ
い
て
篠
田
一
士
（
一
九
二
七
〜
一
九
八
九
、

大
学
教
授
、
英
国
文
学
翻
訳
家
、
戦
後
の
す
ぐ
れ
た
文
学
批
評
家
の
一

人
）
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「『
古
代
文
学
序
説
』
に
代
表
さ
れ
る
西
脇
の

学
問
的
業
績
は
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
語
の
言
語
学
的
研
究
で
、
詩
的
感
興
と

は
も
と
も
と
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。」（『
日
本
の
詩
歌
』
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
三
年
、
第
一
二
巻
三
八
三
頁
）

彼
の
西
脇
の
言
語
研
究
に
対
す
る
見
解
は
重
要
だ
と
私
に
は
思
え
る
。

と
い
う
の
は
、
詩
人
を
し
て
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
語
、
漢
語
両
言
語
の
比
較

研
究
に
向
か
わ
し
め
た
も
の
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
『
序
説
』
の
根

本
主
題
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
、
私
は
考
え
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

批
評
家
篠
田
は
続
け
て
い
う
。「
西
脇
の
詩
を
好
む
読
者
に
は
、
ぜ
ひ

と
も
こ
れ
（『
序
説
』）
を
読
ん
で
ご
ら
ん
な
さ
い
と
勧
め
る
こ
と
に
し
て

い
る
。（
…
…
）
ぼ
く
の
本
音
を
い
え
ば
、
西
脇
の
詩
業
と
学
業
と
は
ほ

と
ん
ど
関
わ
り
の
な
い
隔
絶
し
た
二
世
界
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し

い
か
ら
で
あ
る
。」

そ
し
て
こ
う
結
ぶ
。「
古
代
ゲ
ル
マ
ン
語
に
通
じ
な
い
ぼ
く
な
ど
が
、

西
脇
の
学
業
に
つ
い
て
な
に
か
評
言
め
い
た
こ
と
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は

ま
っ
た
く
な
い
が
、
西
脇
順
三
郎
を
指
し
て
「
学
匠
詩
人
」
な
ど
と
気
の

き
い
た
セ
リ
フ
を
ゆ
め
に
も
口
に
す
べ
き
で
な
い
ぐ
ら
い
は
、
学
問
の
な

ん
た
る
か
を
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。」（
同
三
八
四
頁
）

こ
の
こ
と
は
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
篠
田
は
西
脇
の
書

物
に
何
ら
か
の
学
問
的
価
値
を
与
え
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
全
体
的
に
は
篠
田
は
、
西
脇
が
萩
原
朔
太
郎
の
偉
大
な

後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。「
近
代
詩
を
現
代
詩
に
変
容
せ
し

め
た
最
大
の
詩
人
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『Am

barvalia

』
の
詩
人
だ
っ
た
。

西
脇
順
三
郎
は
現
代
詩
の
大
宗
で
あ
る
。」（
同
四
〇
〇
頁
）

彼
の
詩
の
発
想
の
源
泉
に
つ
い
て
、
こ
の
批
評
家
は
こ
う
つ
け
加
え
る
。

「
字
句
の
典
拠
を
い
ろ
い
ろ
詮
索
し
て
み
て
も
、
ど
う
に
も
な
り
は
し
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
詩
人
の
側
に
は
、
ど
の
字
句
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
典
拠

ら
し
き
も
の
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
詩
人
自
身
の
個
人
的

な
事
情
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
個
人
的
な
事
情
を
そ
の
ま
ま
直
線
的
に

一
つ
の
詩
形
式
に
ま
で
高
め
た
の
が
ロ
マ
ン
派
の
詩
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
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こ
う
し
た
ロ
マ
ン
派
の
方
法
に
対
し
て
真
向
か
ら
挑
戦
す
る
と
こ
ろ
か
ら

現
代
詩
は
出
発
し
た
。
少
な
く
と
も
、『Am

barvalia

』
の
詩
人
が
き
り

ひ
ら
い
た
モ
デ
ル
ニ
ス
ム
の
核
心
に
は
、
そ
う
し
た
反
ロ
マ
ン
派
的
な
非

個
人
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
詩
的
創
造
を
活
気
づ
け
て
い
る
の

で
あ
る
。（
…
…
）『Am

barvalia

』
が
刊
行
さ
れ
た
当
時
、
朔
太
郎
の

最
高
の
詩
集
と
よ
ん
で
い
い
『
氷
島
』
の
稿
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て
い
た

が
、
そ
こ
に
は
、
ぐ
い
と
肩
肱
張
っ
て
、
わ
が
身
を
ロ
マ
ン
派
に
向
か
っ

て
乗
り
だ
し
た
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
朔
太
郎
が
い
る
の
に
対
し
、
西
脇
順
三
郎

は
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
の
飛
行
艇
か
ら
、
さ
な
が
ら
宇
宙
遊
泳
す
る
よ
う
に
現

代
詩
の
未
知
の
空
間
の
中
で
、
初
め
て
手
足
を
動
か
し
た
、
か
が
や
か
し

い
コ
ロ
ン
ブ
ス
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」（
同
四
〇
一
頁
）

十　
「
ト
リ
ト
ン
の
噴
水
」と『
古
代
文
学
序
説
』
―
―
学
匠
詩
人
西
脇

一
九
三
〇
年
、
あ
の
光
輝
に
満
ち
た
『Am

barvalia

』（
一
九
三
三
年
）

で
有
名
に
な
る
少
し
前
、
西
脇
順
三
郎
は
あ
る
文
芸
誌
に
「
ト
リ
ト
ン
の

噴
水
」
と
題
し
た
五
〇
頁
を
超
え
る
長
い
散
文
詩
を
発
表
し
た
。（『
西
脇

順
三
郎
全
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
、
第
一
巻
四
七
七
〜
五
三
二
頁
）。

そ
れ
は
キ
ュ
プ
ロ
ス（
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
の
キ
ュ
プ
ロ
ス
島
で
あ
ろ
う
か
）

の
サ
ピ
ア
ン
ス
夫
人
家
で
話
者
が
過
ご
し
た
長
い
一
夜
の
描
写
の
よ
う

だ
。（
よ
う
だ
、
と
い
う
の
は
彼
の
文
体
は
文
法
的
に
正
し
く
は
あ
る
も

の
の
正
確
に
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
！
）
二

つ
の
半
ば
架
空
の
固
有
名
詞
「
サ
ピ
ア
ン
ス
」
と
「
キ
ュ
プ
ロ
ス
」
は
既

に
超
現
実
の
何
か
、例
え
ば
夢
を
告
知
し
て
お
り
、詩
集
『Am

barvalia

』

の
最
も
革
命
的
な
一
編
「
馥
郁
タ
ル
火
夫
」（
本
稿
五
参
照
）
を
予
感
さ

せ
て
い
る
。

こ
の
雄
弁
な
謎
の
書
の
中
に
、
夢
想
者
の
脳
髄
か
ら
出
た
、
詩
に
つ
い

て
の
い
く
つ
か
の
考
察
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
、「
詩
の

本
質
は
修
辞
学
の
影
に
す
ぎ
な
い
。」（
同
四
八
一
頁
）、「
こ
の
高
貴
な
る

修
辞
学
は
無
限
に
脳
髄
を
喜
ば
せ
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ミ
ユ
ウ

ズ
の
教
育
の
足
り
な
い
詩
人
や
商
人
の
如
き
柔
ら
か
き
額
に
は
寧
ろ
怒
り

と
憂
鬱
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。」（
同
四
八
五
頁
）、「
論
理
と
哲
学
と
心

理
と
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
科
学
の
仕
事
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
よ
り
こ
の
高
貴

な
る
修
辞
学
は
始
め
て
仕
事
に
と
り
か
ゝ
る
。（
…
…
）
こ
の
永
遠
に
後

天
的
な
高
貴
な
る
詩
は
絶
対
に
価
値
が
な
い
。（
…
…
）
こ
の
詩
（
作
者

は
修
辞
学
と
同
一
視
し
て
い
る
）
は
如
何
な
る
価
値
論
を
も
超
越
し
て
ゐ

る
も
の
で
あ
る
。
詩
に
は
絶
対
的
に
価
値
が
あ
る
も
の
で
な
い
。
価
値
な

る
観
念
は
あ
ま
り
に
つ
ま
ら
な
い
あ
ま
り
に
先
天
的
な
意
識
に
す
ぎ
な

い
。」（
同
四
八
六
頁
）「
し
ば
ら
く
言
語
学
を
歌
は
ん
。
ボ
ア
ロ
オ
の
ス

チ
リ
ス
チ
ツ
ク
も
よ
し
、
そ
れ
は
慣
用
即
ち
流
通
性
を
有
す
る
ス
チ
ル
を

好
ま
ぬ
と
こ
ろ
が
よ
い
の
で
あ
る
。」（
同
四
八
九
頁
）

彼
は
ま
っ
た
く
価
値
の
な
い
詩
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
詩
人
を
大
い

に
称
揚
し
た
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
宣
言
「
ト
リ
ト
ン
の
噴
水
」
を
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二
五
年
後
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
と
書
き
直
し
た
修
正
版
で
あ
る

「A
N

D
RO

M
ED

A

」
の
中
で
は
彼
の
詩
に
有
用
性
を
み
と
め
る
こ
と
へ

の
拒
否
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
文
体
の
有

用
性
を
軽
蔑
す
る
ボ
ア
ロ
ー
の
徳
を
、
同
じ
言
葉
だ
が
よ
り
お
と
な
し
い

調
子
で
、
称
え
て
い
る
。（
同
五
四
六
〜
五
四
七
頁
）

意
味
の
な
い
音
と
イ
メ
ー
ジ
と
が
彼
に
自
信
と
信
頼
を
吹
き
込
ん
だ
の

は
そ
の
頃
で
は
な
か
っ
た
か
。
詩
人
が
こ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
っ
て
い
た
語
の

聴
覚
映
像
の
他
に
、
彼
は
偶
像
に
共
感
を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ
。「
サ
ン

ボ
リ
ス
ム
を
象
徴
す
る
シ
ム
ボ
ル
は
ヴ
ア
レ
リ
イ
、
ヴ
ア
レ
リ
イ
を
象
徴

す
る
も
の
は
ア
ル
コ
ー
ル
ラ
ン
プ
で
あ
る
。
偶
像
を
シ
ム
ボ
ル
と
思
は
な

か
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
実
に
頭
が
一
直
線
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
眼
に

み
え
る
も
の
を
皆
嫌
っ
た
。」（「A

N
D

RO
M

ED
A

」
同
五
六
五
頁
）
こ

の
断
言
は
初
版
（「
ト
リ
ト
ン
の
噴
水
」）
に
は
な
い
。
偶
像
拒
否
の
宗
教

で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
の
イ
メ

ー
ジ
の
詩
の
中
で
、
彼
は
詩
と
詩
言
語
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
確
固
た
る

考
え
を
表
明
し
て
い
る
。
彼
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
。

彼
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
は
一
九
四
八
年
の
『
古

代
文
学
序
説
』
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
西
脇
の
学
問
に
つ
い
て

の
批
評
家
篠
田
の
言
葉
（
本
稿
九
）
が
あ
る
が
、
一
見
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

研
究
と
彼
の
詩
の
間
に
は
極
め
て
強
い
相
関
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
国

家
的
、
個
人
的
困
難
の
最
中
（
彼
の
渋
谷
の
家
は
米
軍
空
襲
に
よ
り
焼
失

し
た
）
に
推
敲
さ
れ
た
三
百
頁
の
研
究
は
か
つ
て
彼
が
考
え
た
す
べ
て
の

こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ロ
ン
ド
ン
滞
在
時
に
抱
い
た
考
え
さ

え
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
、
そ
の
後
再
版
さ
れ
る
こ
と
の
な
く
ほ

と
ん
ど
読
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
著
作
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究

所
が
す
べ
て
の
原
稿
を
保
有
し
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
語
と
漢
語
の
謎
め
い
た

比
較
に
対
す
る
彼
の
後
の
情
熱
を
説
明
す
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

十
一　
『
古
代
文
学
序
説
』
と
日
本
の
戦
争

「
も
は
や
詩
が
書
け
な
い

 

詩
の
な
い
と
こ
ろ
に
詩
が
あ
る

 

う
つ
つ
の
断
片
の
み
詩
と
な
る

 

う
つ
つ
は
淋
し
い

 

淋
し
く
感
ず
る
が
故
に
我
あ
り

 

淋
し
み
は
存
在
の
根
本

 

淋
し
み
は
美
の
本
願
な
り

 

美
は
永
劫
の
象
徴
」

こ
れ
は
、
西
脇
順
三
郎
の
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』（
一
九
四
七
年
）
の
中

で
三
九
の
番
号
を
付
さ
れ
た
詩
の
断
片
で
あ
り
、
不
思
議
な
こ
と
に
か

ぎ
括
弧
に
括
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
集
は
中
国
大
陸
侵
略
が
開
始
さ
れ
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一
九
三
七
年
に
詩
作
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
以
降
、
最
初
の
詩
活
動

へ
の
復
帰
だ
っ
た
。

彼
の
師
萩
原
朔
太
郎
は
一
九
四
二
年
に
世
を
去
っ
た
。
そ
の
翌
年
、
今

度
は
偉
大
な
詩
人
小
説
家
島
崎
藤
村
（
一
八
七
一
〜
一
九
四
三
）
が
亡
く

な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
日
本
本
土
へ
の
空
襲
が
激
化
一
般
化
し
B
―
29
爆

撃
機
が
東
京
に
ナ
パ
ー
ム
弾
を
投
下
し
に
来
る
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
っ

た
。
こ
の
爆
撃
は
い
ず
れ
西
脇
の
住
む
町
を
破
壊
し
尽
く
す
こ
と
に
な
る
。

日
本
は
、
そ
の
領
土
へ
二
つ
の
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
後
降
伏
し
た
。
終

戦
が
近
付
い
た
こ
ろ
、
西
脇
は
家
族
と
と
も
に
東
京
の
北
方
、
生
ま
れ
故

郷
の
新
潟
に
避
難
し
戦
争
を
生
き
延
び
た
。

こ
の
詩
の
基
調
は
、
生
気
に
富
み
、
明
る
く
、
色
彩
豊
か
で
、
滑
稽

で
（
本
稿
五
参
照
）、
片
仮
名
表
記
の
外
国
語
に
よ
っ
て
粋
で
も
あ
る

『Am
barvalia

』（
一
九
三
三
年
）
の
基
調
で
は
も
は
や
な
い
こ
と
に
気

付
く
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
こ
の
戦
後
の
詩
断
片
が
放
つ
陰
鬱
な
雰
囲

気
（
悲
し
み
、
落
魄
、
孤
独
）
が
、
彼
の
経
験
し
た
国
家
的
な
大
災
害
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

彼
の
陰
鬱
さ
の
種
子
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

新
倉
俊
一
教
授
の
伝
記
（
本
稿
一
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
西
脇
は
詩
作
活

動
を
実
質
的
に
中
止
し
た
一
九
三
七
年
に
博
士
論
文（『
古
代
文
学
序
説
』）

の
執
筆
に
取
り
掛
か
っ
た
よ
う
だ
。
論
文
執
筆
の
開
始
と
詩
活
動
の
中
断

と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
私
は
分
か
ら
な
い
。
彼
が
既
に
優
れ
た
詩

人
、
大
学
人
と
し
て
の
ゆ
る
ぎ
な
い
評
価
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
言
え

る
。
し
か
し
、
表
現
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
こ
の
時
代
は
現
代
文
学
の
創
作

に
好
都
合
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
日
本
の
（
詩
の
）
伝
統
と
は
っ

き
り
対
照
を
な
し
た
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら

目
立
た
な
い
よ
う
に
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
。

古
代
語
の
研
究
は
（
た
と
え
そ
れ
が
西
洋
語
で
あ
れ
）、
特
高
の
警
戒

心
を
掻
き
立
て
ず
に
は
お
か
な
い
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
嫌
疑
か
ら
西
脇
を
守
っ

て
く
れ
た
。
彼
は
六
年
間
論
文
執
筆
に
没
頭
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
詩
人
は

ど
こ
か
（
彼
の
詩
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
で
終
戦
の
二
年
前
、
即
ち

一
九
四
三
年
に
論
文
は
完
成
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
原
稿
を
弟
子
の

一
人
に
託
し
た
。
そ
の
弟
子
と
い
う
の
は
慶
応
義
塾
で
の
西
脇
の
後
継
者

厨
川
文
夫
（
一
九
〇
七
〜
一
九
七
八
）
で
あ
り
、
当
時
は
英
文
学
部
の
助

教
授
だ
っ
た
。
英
語
学
者
に
し
て
ロ
マ
ン
派
の
随
筆
家
厨
川
白
村
の
息
子

で
あ
っ
た
文
夫
は
、
西
脇
の
取
り
組
ん
だ
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
豊
富
な
文

献
を
所
蔵
し
て
い
た
ら
し
く
、
そ
れ
を
西
脇
は
自
由
に
利
用
で
き
た
よ
う

で
あ
る
。
弟
子
厨
川
が
師
か
ら
託
さ
れ
た
原
稿
を
情
勢
が
正
常
化
す
る

ま
で
大
事
に
保
管
す
る
こ
と
に
散
々
心
を
砕
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
彼
は
そ
の
原
稿
を
救
っ
た
、
彼
自
身
の
家
と
蔵
書
は

一
九
四
五
年
の
空
襲
で
灰
燼
に
帰
し
た
け
れ
ど
も
。

彼
の
原
稿
は
戦
後
一
九
四
八
年
に
印
刷
に
付
さ
れ
た
。
そ
の
年
は
、
本
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項
冒
頭
に
断
片
を
引
い
た
詩
集
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
出
版
の
翌
年
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
著
作
は
相
次
い
で
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
執

筆
の
次
第
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
論
文
の
ほ
う
は
戦
前
の
作
で
あ
り
、
詩

集
は
戦
後
の
作
で
あ
る
。

十
二　
「
幻
影
の
人
」
西
脇
順
三
郎

『
古
代
文
学
序
説
』（
好
学
社
、
一
九
四
八
年
）、
こ
の
本
は
粗
末
な
用

紙
に
印
刷
さ
れ
た
見
栄
え
の
し
な
い
小
著
で
あ
る
。
表
紙
は
濃
い
茶
褐
色

で
何
の
華
や
か
さ
も
な
い
。
破
滅
か
ら
這
い
上
が
っ
た
ば
か
り
の
国
の
出

版
事
情
が
い
か
な
る
も
の
か
が
想
像
で
き
る
。
作
者
は
ろ
く
に
校
正
す
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
外
見
は
貧
し
さ
を
際
立
た
せ
る
ば
か
り

だ
が
、
そ
の
内
容
は
こ
の
上
な
く
豊
か
で
あ
る
。

こ
の
本
は
、
序
論
と
結
語
を
別
に
す
る
と
七
編
に
グ
ル
ー
プ
分
け
さ
れ

た
全
二
九
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
七
編
は
更
に
上
下
二
巻
に
大
き
く
分

か
れ
て
お
り
、上
巻
は
五
編
（
二
一
章
、約
二
百
頁
）
か
ら
な
る
「
上
古
人
」、

下
巻
は
二
編
（
八
章
、
百
頁
弱
）
か
ら
な
る
「
中
世
人
」
で
あ
る
。
こ
の

書
の
目
次
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

上
巻　

上
古
人

　

序
論

　

第
一
篇　

幻
術
の
世
界

　
　

第
一
章　

神
々
の
世
界

　
　

第
二
章　

幻
術
の
世
界

　
　

第
三
章　

原
始
的
思
考

　

第
二
編　

人
生
観

　
　

第
一
章　

神
の
世

　
　

第
二
章　

宿
命
と
破
滅

　
　

第
三
章　

苦
痛

　
　

第
四
章　

争
闘

　
　

第
五
章　

放
浪
人

　

第
三
篇　

衆
俗

　
　

第
一
章　

幻
術
の
王

　
　

第
二
章　

政
治
の
王

　
　

第
三
章　

武
人

　
　

第
四
章　

女

　
　

第
五
章　

葬
儀
、
酒
、
遊
戯
、
季
節

　

第
四
編　

祭
祀
と
芸
能

　
　

第
一
章　

祭
司
の
文
学

　
　

第
二
章　

巫
女
の
文
学

　
　

第
三
章　

賢
人
の
文
学

　
　

第
四
章　

詩
人
の
文
学

　

第
五
篇　

芸
能
の
原
始
的
意
味

　
　

第
一
章　
「
話
」
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第
二
章　

歌
謡

　
　

第
三
章　

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
郷
土
生
活

　
　

第
四
章　

詩
人
の
術

下
巻　

中
世
人　

　

第
一
編　

一
般
人
生
観

　
　

第
一
章　

衆
俗
の
人
生
観

　
　

第
二
章　

農
民
の
倫
理

　
　

第
三
章　

哲
学
的
人
生
観

　
　

第
四
章　

羅
馬
文
学
の
人
生
観

　
　

第
五
章　

天
文
学
的
運
命
説

　

第
二
編　

詩
人
の
人
生
観

　
　

第
一
章　

喜
劇
的
人
生
観

　
　

第
二
章　

悲
劇
的
人
生
観

　
　

第
三
章　

ロ
マ
ン
ス
人
生
観

　

結
語

『
序
説
』
の
こ
の
概
要
に
加
え
、
細
部
だ
が
触
れ
て
お
く
べ
き
重
要
な

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
論
文
に
は
「
幻
影
の
人
」
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
分
野
の
著
作
に
は
か
な
り
稀
な
こ
の
象
徴
的
な
副

題
は
、『
序
説
』
が
単
な
る
学
術
論
文
で
は
な
く
詩
的
作
品
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
西
脇
の
学
問
的
仕
事
を
詩
的
発
想
の
外
に
位
置
づ
け
た

批
評
家
篠
田
一
士
の
見
解
（
本
稿
九
参
照
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
、

西
脇
の
詩
の
宝
石
箱
の
鍵
を
、
そ
し
て
後
年
の
ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
比
較
へ

の
熱
中
の
神
秘
を
洞
察
す
る
手
段
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
こ
の
著
作
で

あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

西
脇
は
詩
集
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』（
一
九
四
七
年
）
の
は
し
が
き
で
、『
古

代
文
学
序
説
』の
初
め
に
掲
げ
た「
幻
影
の
人
」の
観
念
を
再
び
取
り
上
げ
、

「
自
分
の
中
に
種
々
の
人
間
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
。
ま
ず
近
代
人
と
原
始
人

が
ゐ
る
。（
…
…
）
と
こ
ろ
が
自
分
の
中
に
も
う
一
人
の
人
間
が
ひ
そ
む
。

こ
れ
は
生
命
の
神
秘
、
宇
宙
永
劫
の
神
秘
に
属
す
る
も
の
か
、
通
常
の
理

知
や
情
念
で
は
解
決
の
出
来
な
い
割
り
切
れ
な
い
人
間
が
ゐ
る
。（
…
…
）

こ
の
人
間
は
「
原
始
人
」
以
前
の
人
間
の
奇
跡
的
に
残
っ
て
ゐ
る
追
憶
で

あ
ら
う
」
と
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
彼
は
彼
自
身
の
中
に
、
太
古

の
時
代
に
自
分
が
そ
う
で
あ
っ
た
な
ご
り
を
探
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
な

ご
り
と
は
、
詩
人
そ
の
人
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

十
三　

西
脇
順
三
郎
と
ソ
シ
ュ
ー
ル 　

 

『
古
代
文
学
序
説
』（
一
九
四
八
年
、
本
稿
一
二
）を
読
む
と
、
ホ

メ
ー
ロ
ス
の
作
品
へ
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。

『Am
barvalia

』
の
第
二
部
（LE M

O
N

D
E M

O
D

ER
N

E

）
を
「
ホ

メ
ー
ロ
ス
を
読
む
男
」（
詩
群
「
失
楽
園
」
の
最
後
）
で
締
め
く
く
っ
た

詩
人
は
、「
宿
命
と
破
滅
」
と
題
さ
れ
た
上
巻
第
二
編
第
二
章
で
一
度
だ

け
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
一
節
（
第
六
歌
一
四
六
行
か
ら
一
四
九
行
）
を
引
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用
し
て
い
る
。

「
蓋
し
木
の
葉
の
類
と
人
類
と
は
同
じ
も
の

一
方
で
は
葉
は
風
が
地
上
に
散
ら
し
落
と
す
が

ま
た
春
の
季
節
が
来
る
と
、
ま
た
森
は
し
げ
る
。

人
類
も
亦
一
方
で
成
長
す
る
が
ま
た
一
方
で
は
止
む
。」

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
引
用
は
こ
れ
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
唯
一
の
引
用
は

『
序
説
』
の
主
題
で
も
あ
る
「
幻
影
の
人
」
の
運
命
を
象
徴
し
て
い
る
。

ホ
メ
ー
ロ
ス
へ
の
顧
慮
の
少
な
さ
は
、
西
脇
の
論
文
の
テ
ー
マ
が
（
地

中
海
世
界
で
な
い
）
ゲ
ル
マ
ン
世
界
の
、
し
か
も
言
語
学
的
と
い
う
よ
り

社
会
学
的
な
も
の
で
あ
っ
た
事
実
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
説
明
で
き
る
。
彼

は
古
典
研
究
の
最
良
の
機
関
の
一
つ
で
あ
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
知
識

は
一
部
し
か
利
用
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
が
仕
事
に
取
り
掛
か
っ

た
と
き
に
は
英
国
か
ら
の
帰
国
の
十
二
年
後
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
弟

子
で
あ
り
同
僚
で
あ
っ
た
厨
川
の
家
に
あ
っ
た
豊
富
な
関
連
文
献
に
資
料

を
求
め
た
の
だ
っ
た
。（
本
稿
十
一
参
照
）

彼
の
研
究
分
野
は
古
典
語
（
ラ
テ
ン
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
ラ
テ
ン
語
版
『
詩
学
』）、
古
英
語
、
ガ
リ
ア
（
ケ
ル
ト
）
語
、
高

地
ド
イ
ツ
語
、
古
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
、
古
代
ノ
ル
ド
語
と
い
っ
た
ゲ
ル
マ

ン
古
語
、
そ
れ
に
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ト
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
の
言

語
な
ど
の
ロ
マ
ン
諸
語
で
に
ぎ
や
か
で
あ
る
。
西
脇
は
言
葉
の
本
当
の
天

才
で
あ
る
。
仕
事
の
言
葉
と
し
て
は
英
語
、
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
を

使
っ
て
い
る
。
ス
ラ
ブ
語
、
ア
ラ
ブ
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
著
作
に

は
見
ら
れ
な
い
。
彼
は
多
言
語
使
用
者
で
は
あ
っ
た
が
プ
ロ
の
比
較
言
語

学
者
で
は
な
か
っ
た
。

彼
の
参
照
し
た
書
物
は
大
部
分
英
語
文
献
で
あ
り
、
他
の
多
く
は
ド
イ

ツ
語
文
献
だ
っ
た
。
ロ
ー
マ
時
代
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
社
会
、
風
俗
、
心
性

を
記
述
す
る
に
当
た
っ
て
特
に
援
用
し
た
の
は
タ
キ
ュ
ト
ス
の
『
ゲ
ル
マ

ニ
ア
』
と
の
カ
エ
サ
ル
の
『
ガ
リ
ア
戦
記
』。
そ
れ
以
外
に
中
世
の
フ
ラ

ン
ス
の
作
品
、
作
家
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
『
ロ
ー

ラ
ン
の
歌
』、
マ
リ
ー
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
、『
ブ
リ
ュ
（
ト
）
物
語
』
の
ウ
ァ

ー
ス
、
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
・
ド
・
ト
ロ
ア
、『
薔
薇
物
語
』
の
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・

ロ
リ
ス
と
ジ
ャ
ン
・
ド
・
マ
ン
な
ど
だ
。

何
人
か
の
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
学
者
、
歴
史
家
、
社
会
学
者
も
い
る
。

B
.-G

 

ロ
ラ
ン
・
デ
ル
ス
ヴ
ィ
ル
（
十
八
世
紀
政
治
家
）、
ガ
ス
ト
ン
・
パ
リ

ス
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ベ
デ
ィ
エ
、
レ
オ
ン
・
ク
レ
ダ
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
ャ

ン
ロ
ワ
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
グ
ル
ニ
エ
、
フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
・
ク
ー
ラ
ン
ジ

ュ
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ロ（
ト
）、
ギ
ュ
ス
タ
ヴ
・
コ
エ
ン
、
ギ
ュ
ス
タ

ヴ
・
ラ
ン
ソ
ン
、
ア
ル
セ
ー
ヌ
・
シ
ャ
ッ
サ
ン
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ー
ル
・
ジ

ュ
ス
ラ
ン
（
外
交
官
作
家
、『
ラ
ン
グ
ラ
ン
ド
叙
事
詩
』）、
そ
し
て
社
会

学
者
で
人
類
学
者
の
リ
ュ
シ
ア
ン
・
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
（
一
八
五
七
〜

一
九
三
九
）。
こ
の
ブ
リ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
触
れ
る
予
定
で
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あ
る
。

著
作
の
構
成
（
本
稿
十
二
参
照
）
と
こ
の
参
照
人
物
リ
ス
ト
か
ら
、『
序

説
』
の
内
容
が
大
体
い
か
な
る
も
の
か
推
測
が
可
能
だ
ろ
う
。
西
脇
は
勿

論
ゲ
ル
マ
ン
語
と
ロ
マ
ン
語
の
歴
史
的
音
韻
学
に
か
か
わ
る
深
い
知
識
を

持
っ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
語
の
比
較
言
語
学
者
、
グ
リ
ム
兄
弟
や
ル
ド
ル

フ
・
ト
ゥ
ル
ナ
イ
セ
ン
（
一
八
五
七
〜
一
九
四
〇
）、
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ス
ラ

ー
（
一
八
七
二
〜
一
九
四
九
）
の
著
作
へ
の
頻
繁
な
言
及
が
そ
の
こ
と
を

証
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
学
界
の
あ
る
種
の
比
較
言
語
学
者
の
著
作
に
は
触
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
欠
落
中
の
大
き
な
名
と
し
て
は
、
ア

ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
メ
イ
エ
（
一
八
六
六
〜
一
九
一
三
）、
そ
し
て
特
に
彼
の

師
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
（
一
八
五
七
〜
一
九
一
三
）
と
ミ
シ

ェ
ル
・
ブ
レ
ア
ル
（
一
八
三
二
〜
一
九
一
五
）
が
あ
る
。
若
き
ヴ
ァ
レ
リ

ー
は
ブ
レ
ア
ル
の
『
意
味
論
試
論
』（
一
八
九
七
年
、
パ
リ
・
ア
シ
ェ
ッ

ト
）
に
対
し
美
し
い
賛
辞
（
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
二
五
号
、

一
八
九
八
年
一
月
）
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
ブ
レ
ア
ル
の
文
学
作
品
と
も

い
う
べ
き
著
作
は
英
訳
さ
れ
英
米
言
語
学
の
古
典
と
な
っ
た
。

偉
大
な
ス
イ
ス
人
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
で
二
つ
の
論
文

（
一
八
七
九
年
、
一
八
八
〇
年
）
を
完
成
さ
せ
た
の
ち
、
特
に
カ
ー
ル
・

ブ
ル
グ
マ
ン
や
ト
ゥ
ル
ナ
イ
セ
ン
や
フ
ォ
ス
ラ
ー
に
代
表
さ
れ
る
一
種
の

厳
格
主
義
が
支
配
的
だ
っ
た
ド
イ
ツ
学
界
を
去
り
、
ブ
レ
ア
ル
の
講
義

を
受
け
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
に
移
り
、
高
等
研
究
学
院Ecole pratique 

des H
autes Etudes

に
お
い
て
彼
の
後
を
継
ぐ
こ
と
と
な
る
。

西
脇
は
、
そ
の
詩
に
お
い
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
に
類
似
す
る
と
こ
ろ

は
全
く
な
か
っ
た
が
、
後
年
の
講
義
に
お
い
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
に
触

れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
私
は
両
者
の
晩
年
の
仕
事
、
す
な
わ

ち
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
「
ア
ナ
グ
ラ
ム
」
と
西
脇
の
「
ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
語
彙

比
較
」
の
間
に
、
あ
る
種
の
観
念
の
共
通
性
を
指
摘
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な

い
。
二
つ
の
著
作
は
一
見
す
る
と
こ
ろ
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
「
音
声
イ
メ
ー
ジ
」（「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」、
ブ
ロ
グ
一
号
参
照
）
の

関
係
規
範
を
う
ち
た
て
た
い
と
の
彼
ら
の
隠
さ
れ
た
意
志
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
は
詩
的
言
語
刷
新
の
究
極
の
試
み
で
は
な
か
ろ
う
か
。

十
四　

戦
争
を
通
り
抜
け
た
「
幻
影
の
人
」

真
正
な
比
較
文
法
の
関
心
の
範
囲
か
ら
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
西

脇
順
三
郎
は
哲
学
者
社
会
学
者
リ
ュ
シ
ア
ン
・
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル

（
一
八
五
七
〜
一
九
三
九
）
の
仕
事
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
。『
序
説
』
に

登
場
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
著
者
の
中
で
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
上
巻
（「
上

古
人
」）
第
一
編
第
二
章
（「
幻
術
の
世
界
」）
で
最
初
に
引
用
さ
れ
、
そ

の
回
数
は
三
回（
二
一
〜
二
三
頁
）に
わ
た
っ
て
い
る
。（
本
稿
十
二
参
照
）

「（
原
始
人
は
）
今
日
の
人
よ
り
も
、
も
の
を
神
秘
的
に
考
へ
る
の
で
あ

っ
た
。
神
秘
と
い
ふ
こ
と
を
恐
れ
た
。
す
べ
て
感
覚
し
得
な
い
内
面
的
な
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も
の
を
神
秘
的
な
も
の
と
し
皆
内
面
に
潜
ん
で
ゐ
る
と
考
え
た
。
外
面
的

に
物
理
的
に
も
の
を
考
へ
な
い
。
或
る
人
は
原
始
的
心
性
は
形
而
上
学
者

の
心
性
と
あ
ま
り
か
は
ら
な
い
と
い
ふ
。」
西
脇
は
註
の
中
で
「
或
る
人
」

と
は
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
の
こ
と
で
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
、
た
だ
し
、

出
典
は
示
し
て
い
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
「
原
始
文
化
の
研
究
者
は
原
始
人
が
神
秘
的
に
も
の
を
見

る
の
は
何
か
論
理
以
前
の
作
用
の
や
う
に
考
へ
る
」
と
別
の
引
用
を
し
た

後
で
も
、
西
脇
は
註
の
中
で
こ
の
「
研
究
者
」
と
は
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー

ル
に
他
な
ら
な
い
と
明
か
し
て
い
る
が
、
ど
の
著
作
か
ら
の
引
用
で
あ
る

か
は
や
は
り
読
者
に
示
し
て
い
な
い
。

当
の
著
作
が
「『
原
始
の
心
性
に
お
け
る
超
自
然
と
自
然
』
序
論

一
六
」
と
は
じ
め
て
名
指
し
さ
れ
る
の
は
第
三
章
冒
頭
（「
原
始
的
思
考
」

三
十
五
頁
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
は
『
原
始
の
心
性
』
は
序
論
し
か
読

ん
で
い
な
い
よ
う
だ
。

レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
社
会
学
者
、
道
徳
と
宗
教
感
情
と
い
っ
た

原
始
人
の
心
性
の
分
析
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。『
原
始
の
心
性
』
は

一
九
二
二
年
、
西
脇
順
三
郎
が
ロ
ン
ド
ン
に
初
め
て
赴
い
た
年
に
フ
ラ
ン

ス
で
出
版
さ
れ
た
。
彼
の
『
序
説
』
は
日
本
で
一
九
四
二
年
か
一
九
四
三

頃
に
完
成
さ
れ
て
い
る
。『
原
始
の
心
性
』
入
手
は
日
本
帰
国
（
一
九
二
五

年
）
後
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
有
名
な
「
幻
影
の
人
」（
本
稿

十
二
参
照
）
の
概
念
は
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
の
考
え
と
結
び
つ
き
が
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

『
序
説
』
の
序
論
で
著
者
は
言
う
。「
人
間
は
無
意
識
な
が
ら
神
秘
的
な

人
生
観
的
情
念
を
も
っ
て
ゐ
る
も
の
と
す
る
。
さ
う
し
た
情
念
は
神
秘
的

な
存
在
で
あ
っ
て
、
或
る
象
徴
に
よ
っ
て
の
み
か
す
か
に
意
識
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
凡
ゆ
る
思
想
、
凡
ゆ
る
信
仰
、
凡
ゆ
る
生
活

体
験
よ
り
孤
立
し
て
ゐ
る
幻
影
で
あ
る
。
生
命
の
根
元
と
も
真
の
人
間
の

姿
と
も
、
土
の
幻
影
と
も
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
生
命
の
幻
影

を
「
幻
影
の
人
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。（
…
…
）「
幻
影
の
人
」

は
吾
々
の
中
に
皆
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
無
意
識
の
状
態
に
か
く

さ
れ
て
い
る
の
で
、
意
識
の
世
界
か
ら
孤
立
し
て
暗
く
吾
々
の
中
に
い
つ

も
深
く
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。「
幻
影
の
人
」
は
原

始
的
な
人
間
の
一
つ
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、
最
古
の
人
間
の
姿
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
永
遠
に
人
間
の
中
に
か
く
れ
て
残
る
生
命
の
神
秘
で
あ
る
。」（
四

頁
）「

さ
う
し
て
「
幻
影
の
人
」
の
象
徴
を
近
代
文
学
よ
り
も
古
代
中
世
文

学
の
方
が
私
に
と
り
て
は
よ
り
近
く
現
は
し
て
く
れ
る
や
う
な
感
じ
が
す

る
。
そ
れ
が
た
め
に
先
づ
、
古
代
中
世
文
学
に
現
は
れ
て
ゐ
る
思
想
感
性

を
系
統
的
に
或
は
断
片
的
に
い
く
つ
か
の
人
生
観
に
分
解
し
て
み
る
。
こ

れ
が
本
書
の
目
的
で
あ
っ
た
。」（
五
頁
）

『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
の
は
し
が
き
の
中
に
お
か
れ
た
「
幻
影
の
人
」
に

関
す
る
西
脇
の
文
章
（
本
稿
十
二
参
照
）
は
、
引
用
し
た
『
序
説
』
の
序

論
の
文
章
を
基
礎
づ
け
て
い
る
理
念
と
同
じ
理
念
を
、
別
の
言
葉
で
は
あ
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る
が
よ
り
文
学
的
に
洗
練
さ
れ
た
言
葉
で
、
再
現
し
て
い
る
こ
と
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
序
説
』（
一
九
四
八
年
）
と
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』（
一
九
四
七
年
）
と

の
こ
れ
ら
す
べ
て
の
引
用
か
ら
ど
の
よ
う
な
興
味
深
い
結
論
が
ひ
き
だ
せ

る
だ
ろ
う
か
、
原
始
人
に
つ
い
て
の
観
念
が
変
わ
る
こ
と
な
く
、
無
傷

で
戦
争
を
通
り
抜
け
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
。
と
い
う
の
も
、『
序
説
』

の
原
稿
は
終
戦
（
一
九
四
五
年
）
の
二
、三
年
前
に
は
完
成
さ
れ
て
お
り
、

一
方
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
の
は
し
が
き
の
方
は
明
ら
か
に
戦
後
執
筆
さ
れ

た
も
の
な
の
だ
か
ら
。

十
五　

い
わ
ゆ
る
喉
音
理
論
と
西
脇
順
三
郎

『
序
説
』（
一
九
四
八
年
）
第
五
編
第
四
章
「
詩
人
の
術
」
で
、
西
脇
は

古
ゲ
ル
マ
ン
語
に
お
け
る
頭
韻
法
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
母
音
の

畳
韻
を
避
け
る
理
由
に
つ
い
て
こ
う
説
明
し
て
い
る
。「
母
音
の
頭
韻
は

子
音
の
そ
れ
に
比
し
て
困
難
が
大
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
母
音

を
も
つ
て
始
ま
る
言
葉
の
数
は
子
音
を
も
つ
て
始
ま
る
言
葉
よ
り
遥
か
に

少
な
い
の
で
あ
る
。（
…
…
）
母
音
の
頭
韻
は
音
楽
的
効
果
が
そ
れ
自
身

子
韻
の
そ
れ
に
比
す
れ
ば
単
調
で
も
あ
り
、
色
彩
に
た
と
へ
れ
ば
単
色
で

あ
り
、
寧
ろ
無
色
で
あ
り
、
単
調
に
な
る
。（
…
…
）
一
説
に
母
韻
の
場

合
は
、“glottal stop”  

を
頭
韻
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
て
い
る
が
、

実
際
の
問
題
と
し
て
歴
史
的
事
実
を
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
が
残

念
で
あ
る
。
ま
た
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
場
合
のdigam

m
a

の
如
く
言
語
的
に

証
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
こ
の
説
は
い
ま
の
と
こ
ろ
未
定
の
問

題
と
し
て
残
っ
て
ゐ
る
。」（『
古
代
文
学
序
説
』
好
学
社
、
一
九
四
八
年
、

二
一
〇
〜
二
一
一
頁
）

印
欧
語
母
音
組
織
に
関
す
る
論
文
（
一
八
七
九
年
）
で
提
出
さ
れ
た

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
有
声
音
係
数
（
現
在
で
は
、[e]  

の
母
音
音
色
を
も
つ
も

の
はH

1

、[a]  

の
音
色
はH

2

、[o]  

の
音
色
はH

3  

で
表
さ
れ
る
喉
音
）

の
理
論
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
長
母
音
（η, ω, ᾱ

）
の
形
成
を
た
だ
一
つ
の

印
欧
語
母
音 [e] 

を
出
発
点
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
だ
っ
た
。

η, ω, ᾱ  

を
得
る
た
め
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
図
式
と
し
て
、 η

に
対
し
て

はeH
1 

を
、ā

に
対
し
て
はeH

2

を
、ω

に
対
し
て
はeH

3 

を
想
定
し
た
。

「e

」
は
共
通
で
あ
る
の
で
こ
の
図
式
はH

1 (› e), H
2  (› a), H

3  (› o)

に
還
元
さ
れ
る
。「H

」
は
母
音
的
音
色
の
子
音
で
あ
る
喉
頭
音
（
声
門

あ
る
い
は
咽
頭
音
）
の
略
号
で
あ
る
。
喉
頭
音
は
消
失
す
る
か
音
韻
的
に

語
の
中
に
実
体
化
す
る
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
発
見
は
、
実
在
す
る
言
語
の
中
に
そ
れ
を
支
え
る
事

実
と
具
体
的
証
拠
が
な
か
っ
た
た
め
に
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
た
が
、

フ
ロ
ズ
ニ
ー
に
よ
る
ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
の
解
読
（
一
九
一
七
年
）
の
十
年

後
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
音
韻
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
言

語
学
者
ク
リ
ウ
ォ
ヴ
ィ
チ
（
一
八
九
五
〜
一
九
七
八
）
の
論
文
に
お
い
て
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信
憑
性
が
与
え
ら
れ
た
。
ア
ン
ト
ニ
ー
・
フ
ォ
ク
ス
（『
言
語
学
の
再
建
』

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
、
一
九
九
五
年
、
一
八
〇
頁
）
に
よ
れ

ば
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
動
詞
語
根 /pahs-/ 「
保
護
す
る
」
は
ラ
テ
ン
語
の

[pa:sco] 「（
家
畜
に
）
草
を
食
べ
さ
せ
る
）」
に
対
応
し
、 /hantezzi/  「
最

初
」
は
ギ
リ
シ
ア
語
の[anti]

、
ラ
テ
ン
語
の[ante] 

に
対
応
し
、
ま
た 

/harkis/  「
白
い
」
は
ギ
リ
シ
ア
語
の [argε:s]

「
白
く
輝
く
」
に
対
応
す
る
。

喉
頭
音
は
こ
こ
で
は -h-
の
略
号
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

理
論
を
敷
衍
す
る
と
印
欧
語
の
語
根
が
語
頭
に
母
音
を
も
つ
こ
と
は
あ
り

得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
没
年
は
一
九
一
三
年
で
あ
り
、
西
脇
の
日
本
帰
国
は

一
九
二
五
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
お
こ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
喉
音
」
理
論
に
至
る
学
問
的
論
争

の
全
く
外
に
い
て
、
西
脇
は
は
た
し
て
議
論
の
要
点
を
把
握
し
て
い
た
だ

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
印
欧
語
語
根
の
語
頭
が
常
に
子
音

で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
念
頭
に
な
か
っ
た
。
古
ゲ
ル
マ
ン
の
詩
が
子

音
の
喉
頭
音
が
消
失
し
た
言
語
の
状
態
を
反
映
し
て
い
る
と
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
読
者
と
し
て
、
彼
は
デ
ィ
ガ
ン
マ
が

ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
知
っ
て
い
た
。
デ
ィ
ガ
ン
マ
は
隠
さ
れ
た
音
を
明

ら
か
に
し
、
韻
律
上
の
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ィ
ガ
ン
マ
は
隠

さ
れ
た
音
、
原
始
の
音
の
反
映
で
あ
る
。

線
文
字
B
（
ミ
ュ
ケ
ー
ネ
時
代
ギ
リ
シ
ア
）
の
解
読
も
同
様
に
、
各

語
の
語
頭
に
子
音
を
想
定
す
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
理
論
の
正
し
さ
を
確
認
す
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
そ
の
解
読
はanax  「
王
」
を(w

)a-na-ka

に
復

元
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
空
虚
か
ら
実
在
す
る
音(w

)

を
作
り
出
し

た
の
だ
。
西
脇
は
『
序
説
』
中
で
ミ
ュ
ケ
ー
ナ
イ
語
に
言
及
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
、
そ
の
解
読
は
彼
の
論
文
出
版
（
一
九
四
八
年
）
の
後
に

行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。『
ミ
ュ
ケ
ー
ナ
イ
時
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
書
』（
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
）
の
出
版
は
一
九
五
六
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
は
西
脇
が
ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
比
較
に
取
り
組
む
六
年
前
の
こ
と
だ
っ

た
。慶

応
義
塾
大
学
は
英
文
学
部
の
言
語
学
教
授
と
し
て
迎
え
る
べ
く
西
脇

を
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
派
遣
し
た
。
言
語
学
と
詩
の
両
分
野
で
の
彼
の

活
躍
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
そ
の
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
語
の
素
養
だ
っ
た
。

十
六　

ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
るαγαμέμνων

の
語
源
と
西
脇
の
比
較
基
準

一
八
八
〇
年
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
お
い
て
『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
お
け

る
属
詞
独
立
用
法
』
の
論
文
に
よ
りsum

m
a cum

 laude

（
最
優
秀
で
）

博
士
号
を
得
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
高
等
研
究
学
院Ecole pratique des 

H
autes Etudes

で
の
、
師
ミ
シ
エ
ル
・
ブ
レ
ア
ル
の
講
座
の
講
師
と
し

て
パ
リ
に
居
を
移
し
た
。
ブ
レ
ア
ル
は
当
院
の
創
設
者
の
一
人
だ
っ
た
。

そ
れ
以
降
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
小
論
文
し
か
書
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
中
に
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「幻影の人」西脇順三郎のギリシア語漢語比較

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
英
雄A

gam
em

non

の
名
の
語
源
に
関
す
る
論
考
が
あ

る
。
そ
れ
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ブ
レ
ア
ル
が
一
八
六
八
年
に
設
立
し
終
身
主
宰

で
あ
っ
た
言
語
学
協
会
の
研
究
誌『
言
語
学
協
会
論
文
集
』Ⅳ（
一
八
八
一

年
）
に
発
表
さ
れ
た
。

線
文
字
B
の
解
読
に
あ
た
っ
て
ヴ
ェ
ン
ト
リ
ス
の
協
力
者
で
あ
っ
た

ジ
ョ
ン
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
彼
の
『
ミ
ュ
ケ
ー
ナ
イ
世
界
』（
一
九
七
七

年
）
に
お
い
て
粘
土
板
に
現
れ
る
人
物
名
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い

る
。「
明
ら
か
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
ミ
ュ
ケ
ー
ナ
イ
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
に
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
タ
イ
プ
の
名
は
使
用
し
な
か
っ
た
」
と
。
と
こ
ろ

が
ミ
ュ
ケ
ー
ナ
イ
の
名
で
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
英
雄
の
名
に
正
確
に
対
応
す

る
も
の
の
中
に
、
ア
カ
イ
ア
の
英
雄A

gam
em

non
、
ト
ロ
イ
ア
の
英
雄

M
em

non

の
名
は
見
当
た
ら
な
い
。（
ヴ
ェ
ン
ト
リ
ス
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ

ク
共
著
『
ミ
ュ
ケ
ー
ナ
イ
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
語
文
書
』
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大

学
出
版
、
一
九
五
六
年
、
一
〇
四
〜
一
〇
五
頁
）

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
提
示
す
るA

gam
em

non

の
語
源
説
明
は
算
術
的
単

純
さ
を
持
っ
た
も
の
だ
。「-μέμνων

は*-μένμων

の
置
き
換
え
で
あ
る

こ
と
を
認
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。」（...

）「
こ
のM

eN
M

oN

と
い
う
形

は
鼻
唇
音
と
鼻
歯
音
を
交
互
に
二
回
発
音
す
る
こ
と
を
強
い
る
。
こ
の
位

置
に
お
い
て
は
、
中
間
のn

とm

は
、
そ
れ
ら
の
音
を
引
き
寄
せ
る
器

官
の
音
に
近
付
く
た
め
に
、
お
互
い
の
位
置
を
交
換
す
る
こ
と
が
要
請
さ

れ
る
。」（『
言
語
学
協
会
論
文
集
』
Ⅳ
、
一
八
六
八
年
、
四
三
二
頁
。
こ

の
論
文
は
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
学
術
論
文
集
』
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
、ス
ラ
ッ
ト
キ
ヌ
・

リ
プ
リ
ン
ト
、
一
九
八
四
年
、
四
〇
三
頁
に
再
録
さ
れ
た
）

こ
の
音
位
転
換
と
同
一
化
に
よ
る
解
決
自
体
に
目
覚
ま
し
い
と
こ
ろ
は

何
も
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
一
八
八
一
年
の
教
授
活
動

の
最
初
期
か
ら
固
有
名
詞
の
語
源
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
固
有

名
詞
は
概
念
な
し
に
完
全
に
機
能
す
る
。
私
は
ブ
ロ
グ
一
号
で
、
固
有
名

詞
は
概
念
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
意
味
を
与
え
ら
れ
る
と
む
し

ろ
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
はA

gam
em

non

と
い
う
記
号
を
ギ
リ
シ
ア
語
の
文
脈
（*μένμω › μένω

）
に
よ
っ
て
有
意

な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、『
講
義
』
の
中
で
「
記
号
の
恣
意
性
は
だ
れ
に
も
反

駁
で
き
な
い
」
と
言
い
、
記
号
は
「
自
然
に
」
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
す

る
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
の
言
語
学
的
、
と
い
う
よ
り
政
治

‐
哲
学
的
な
古
来
の
論
議
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ

ル
ヴ
ェ
ル
は
十
九
世
紀
の
記
号
の
恣
意
性
の
議
論
に
つ
い
て
、「
歴
史
比

較
文
法
の
発
展
に
よ
り
恣
意
性
の
問
題
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
枠
、
す
な

わ
ち
〈
原
始
語
根
〉
の
枠
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。

（「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
」
二
十
五
〜
二
十
六
号
、
一
九
七
九
年
）

基
本
的
に
表
意
文
字
の
国
で
あ
る
日
本
に
お
い
て
は
、
議
論
は
こ
の
よ

う
な
形
を
と
ら
な
か
っ
た
し
、
こ
れ
ほ
ど
の
広
が
り
も
持
た
な
か
っ
た
。
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と
い
う
の
も
、
日
本
語
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（
音
声
イ
メ
ー
ジ
）
は
根
本
で

は
音
声
的
な
も
の
で
な
い
か
ら
だ
。
イ
メ
ー
ジ
は
む
し
ろ
視
覚
的
だ
。
そ

れ
は
記
号
で
は
な
くgram

m
a

（
ギ
リ
シ
ア
語γράφω

「
書
く
、
描
く
」

か
ら
き
た
）
で
あ
る
。gram

m
a

は
意
味
と
切
り
離
せ
な
い
。
中
国
や
日

本
に
お
い
て
西
欧
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
音
素
概
念
が
な
ぜ
発
展
を
み

な
か
っ
た
の
か
、
今
や
よ
く
わ
か
る
（
ブ
ロ
グ
十
七
号
、
十
九
号
参
照
）。

音
（
あ
る
い
は
音
の
イ
メ
ー
ジ
）
は
音
節
と
い
う
意
味
の
究
極
単
位
の
一

構
成
要
素
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

西
脇
の
後
年
の
ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
比
較
に
注
い
だ
情
熱
を
み
る
と
、
彼

が
記
号
の
恣
意
性
の
原
理
に
与
し
た
と
は
私
に
は
と
て
も
思
え
な
い
。
一

方
、
彼
は
比
較
文
法
の
方
法
論
の
い
く
ば
く
か
を
受
け
継
い
で
い
る
。
漢

語
「
發
」（hotsu, hatsu 

本
稿
六
参
照
）
に
部
分
的
に
対
応
す
る
と
さ
れ

た
二
十
ば
か
り
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
中
で
、
彼
は
両
言
語
を
結
び
付
け
て
い

る
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
音
に
印
を
つ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、: ka-, 

-kha-, -khô-, po-, pa-, ba-, pha- phê-, phu-, hê-, ho- 
で
あ
り
、 

こ
れ

ら
は
い
ず
れ
もkh(V

)-  

とph(V
)-

の
二
つ
の
原
始
音
に
帰
せ
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち ph(V

)-  

は
上
古
漢
語
の
形
「
発pıuăt

」（
元
はpa(t)　

ブ

ロ
グ
二
二
号
参
照
）
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

十
七　

西
脇
順
三
郎
の
詩
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
狭
窄

西
脇
順
三
郎
は
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
で
詩
を
書
い
た
。
新

倉
教
授
（
本
稿
四
参
照
）
は
詩
人
が
一
九
二
五
年
、
ロ
ン
ド
ン
で
英
語
詩

集
『Spectrum

』
を
自
費
出
版
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
詩
集
は

周
囲
に
強
い
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
よ
う
だ
。
ま
た
彼
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
で
組
織
さ
れ
た
詩
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
ラ
テ
ン
語
で
参
加
す
る
こ
と

も
望
ん
だ
よ
う
だ
。
更
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
自
作
の
詩
を
フ
ラ
ン

ス
で
出
版
す
る
意
図
も
抱
い
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
『Am

barvalia

』（
一
九
三
三
年
）
以
降
の
彼
の
詩
作

品
の
主
要
言
語
は
日
本
語
だ
っ
た
。

も
っ
と
も
（
ラ
テ
ン
語
タ
イ
ト
ル
の
）『Am

barvalia

』
の
中
に
は
ラ

テ
ン
語
の
題
の
詩
が
二
編
あ
る
。「C

atullus

」 と「A
m

barvalia

」で
あ
る
。

「
カ
リ
マ
コ
ス
の
頭
とVoyage Pittoresque

」
は
ギ
リ
シ
ア
人
名
と
フ
ラ

ン
ス
語
の
題
で
あ
る
。「
哀
歌
」
と
い
う
詩
は
も
と
も
と
す
べ
て
ラ
テ
ン

語
で
作
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
だ
。
そ
こ
に
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
句Κ

αλός 
τεθνάκε μελικτάς

（
美
し
い
詩
人
は
死
ん
だ
）
を
ラ
テ
ン
文
字
で
記
し
た

「K
alos tethnake m

eliktas

」
さ
え
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
イ

タ
リ
ア
で
客
死
し
た
彼
鐘
愛
の
詩
人
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
を
歌
っ
た
哀
歌
だ
。

こ
れ
ら
の
古
典
語
に
つ
い
て
の
注
釈
は
す
べ
て
『Am

barvalia

』
の
第

一
部LE M

O
N

D
E A

N
C

IEN
 

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
部LE M

O
N

D
E M

O
D

ER
N

E 

の
中
に
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
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ア
の
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
登
場
人
物Shylock

の
名
に
ち
な
ん
だ
英

‐
仏
語
の
副
題Shylockiade

を
付
し
た
詩
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
地
獄
に

赴
く
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
風
刺
す
る
紙
芝
居
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
。『Am

barvalia

』
の
改
訂
版
『
あ
む
ば
り
わ
り
あ
』
で
は
、
興
味
深
い

こ
と
に
全
体
的
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

か
ら
ラ
テ
ン
語
の
哀
歌
は
追
放
さ
れ
、
そ
の
運
命
は
、
地
中
海
的
明
晰

さ
を
放
つ
美
し
い
詩
『
コ
ッ
プ
の
原
始
性
』（
本
稿
三
参
照
）
も
同
様
だ
。

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
と
し
て
はLE M

O
N

D
E A

N
C

IEN

とLE 
M

O
N

D
E M

O
D

ER
N

E

の
二
つ
の
見
出
し
の
ほ
か
は
僅
か
し
か
残
っ

て
い
な
い
。
ラ
テ
ン
語
で
「A

M
BA

RVA
LIA

」
と
題
す
る
詩
に
は
初
版

に
は
な
か
っ
た
日
本
語
の
訳
注
が
付
さ
れ
た
。

一
九
三
三
年
版
詩
集
『Am

barvalia

』
は
新
し
く
明
る
い
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
風
の
絨
毯
を
思
わ
せ
る
。
一
方
、一
九
四
七
年
の
『
あ
む
ば
り
わ
り
あ
』

は
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
「
畳
」
化
さ
れ
て
い
る
。
新
倉
教
授
は
皮
肉
を
込
め

て
、改
訂
版
は
初
版
の
注
釈
書
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
語
は
そ
れ
に
敏
感
な
少
数
の
人
に
と
っ

て
は
明
る
く
西
洋
的
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
。
戦
後
西
脇
の
詩
は
変
化
し
、

詩
集
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
の
感
傷
的
雰
囲
気
の
中
で
内
に
籠
り
、
内
向
的

に
な
り
、
復
古
調
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
昔
の
友
人
た
ち
を
一
人
な
ら
ず
絶

望
せ
し
め
た
の
だ
っ
た
。

「
天
使
の
わ
き
を
過
ぎ
金
髪
の
少
年
が
走
る
（
…
）
魚
を
（
…
）
指
の

間
で
し
つ
か
り
つ
か
み
な
が
ら
」、
こ
れ
が
彼
の
詩
の
中
で
私
が
最
も
愛

す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
詩
集
『
第
三
の
神

話
』（
一
九
五
六
年
）
の
「
人
間
の
没
落
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
詩
で
は
、

暗
く
疲
れ
て
再
び
現
れ
る
。
こ
こ
に
存
在
す
る
少
年
天
使
は
な
る
ほ
ど
若

く
金
髪
で
は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
す
れ
て
、
し
な
び
、
縮
こ
ま
っ
て
い
る

よ
う
だ
。
こ
の
詩
集
に
よ
っ
て
西
脇
は
一
九
五
七
年
読
売
文
学
大
賞
を
受

け
る
。金

髪
の
少
年
の
天
使
が
ウ
グ
イ
と
い
う

魚
を
持
っ
て
は
だ
し
に
な
っ
て
歩
い
て
来
た
。

な
に
か
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
・
・
・

　
　
　
　
　
　
　
（
人
間
の
没
落
に
つ
い
て
）

一
九
三
三
年
の
原
詩
は
少
年
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

林
檎
と
サ
ー
ベ
ル
を
も
っ
た
天
使
の
わ
き
を
過
ぎ

金
髪
の
少
年
が
走
る

ア
カ
ハ
ラ
と
い
う
魚
を

そ
の
乳
光
の
目
の
上
を

指
の
間
で
し
つ
か
り
つ
か
み
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
コ
ッ
プ
の
原
始
性
）
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詩
「
人
間
の
没
落
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
天
使
と
一
体
化
し
た
少
年

は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
こ
う
つ
ぶ
や
く
「
こ
の
辺
に
粟
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

／
け
し
か
ら
ん　

か
な
り
や
な
ど
は
飼
え
な
い
」。
こ
れ
を
語
る
言
葉
は

柔
弱
で
あ
り
、
く
す
ん
で
古
ぼ
け
て
い
る
。
西
脇
と
い
う
詩
の
水
車
を
回

す
に
足
る
水
を
導
く
力
を
も
は
や
持
っ
て
い
な
い
。
原
詩
の
イ
メ
ー
ジ
か

ら
は
な
ん
と
い
う
違
和
感
だ
ろ
う
。

彼
の
そ
の
後
の
作
品
、
そ
し
て
特
に
ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
比
較
は
、
徐
々

に
閉
ざ
さ
れ
て
い
っ
た
世
界
か
ら
の
脱
出
の
試
み
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

十
八　

記
号
の
恣
意
性
と
原
始
語
根

言
語
記
号
の
恣
意
性
に
つ
い
て
、
音
素
か
ら
な
る
西
欧
語
と
意
義
素
か

ら
構
成
さ
れ
る
文
節
言
語
で
あ
る
中
国
語
、
日
本
語
な
ど
の
東
洋
言
語
の

間
に
は
、
大
き
な
観
点
の
相
違
が
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
と
い
う
時

そ
れ
は
口
頭
言
語
を
指
す
。
記
号
の
恣
意
性
は
口
頭
言
語
を
前
提
と
し
て

い
る
。

そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
（
概
念
）
で
は
な
く
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
（
音
声
イ
メ
ー
ジ
）
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
、

名
と
物
と
の
間
の
関
係
は
議
論
の
的
で
あ
り
、
二
つ
の
考
え
方
が
長
い
間

対
立
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、「
自
然
的
」
関
係
（
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
の
主

張
す
るφύσει

）
と
「
慣
習
的
」
関
係
（
ヘ
ル
モ
ゲ
ネ
ス
主
張
のθέσει

）

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
降
、
議
論
は
様
相
を
変
え
た
。
も
は
や
モ
ノ

の
名
の
問
題
で
は
な
く
、
音
（
音
声
イ
メ
ー
ジ
＝
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
と
意

味
（
概
念
＝
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
に
分
析
可
能
な
記
号
の
問
題
と
な
っ
た
。
ソ

シ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
間
の
関
係
は
恣

意
的
で
あ
る
。
こ
の
教
え
に
対
し
て
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
は
っ
き
り
と
異

論
を
唱
え
た
。（A

cta linguistica1

、
一
九
三
九
年
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
。

こ
の
論
文
は
『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
１
』
ガ
リ
マ
ー
ル
、
一
九
六
六
年
、

四
九
〜
五
五
頁
に
再
録
さ
れ
て
い
る
）

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
恣
意
性
が
存
在
す
る
の
は
記
号
と
そ
の

対
象
の
間
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
ブ
ロ
グ
初
回
の
号
で
割
愛
し
た
文
章
を

引
用
し
た
い
。「〈bœ

uf  

牛
〉
の
概
念
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
は
私
の
意
識
に

中
で
は
〈böf

〉
の
音
声
全
体
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
と
必
然
的
に
一
致
し

て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
れ
以
外
で
あ
り
得
よ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
は
私
の
頭

の
中
に
一
緒
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
は
あ
ら
ゆ
る
状
況
下
で
一
緒
に

喚
起
さ
れ
る
。
そ
の
間
に
は
あ
ま
り
に
も
密
接
な
共
生
関
係
が
生
じ
て
い

る
の
で
、〈bœ

uf

〉
の
概
念
は
さ
な
が
ら
音
声
イ
メ
ー
ジ
〈böf

〉
の
魂

の
よ
う
だ
。」
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こ
の
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
見
解
に
は
、
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
見

解
が
こ
だ
ま
し
て
い
る
。「
音
と
意
味
と
の
緊
密
性
は
語
り
手
に
、
こ
の

外
的
関
係
を
内
的
関
係
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
い
う
気
持
を
起
こ
さ
せ

る
」（
ブ
ロ
グ
一
参
照
）

西
脇
が
こ
の
詩
の
恐
る
べ
き
問
題
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
か
を
み

る
前
に
、
表
意
文
字
の
国
の
状
況
を
知
る
た
め
に
、
彼
の
詩
の
中
か
ら
一

つ
さ
さ
や
か
な
例
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。

「
天
気
」（『Am

barvalia

』）
の
第
二
行
目
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
さ
や
く

こ
こ
に
は
「
何
人
」「
戸
口
」「
誰
」
三
つ
の
漢
語
が
あ
る
。
あ
と
の

二
つ
「
戸
口
」「
誰
」
の
読
み
方
に
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、「
何
人
」

の
漢
語
は
何
通
り
か
の
読
み
方
が
可
能
だ
。
す
な
わ
ち
、「
な
に
じ
ん
」（
そ

の
例
は
彼
の
詩
集
「
失
わ
れ
た
時
」
一
九
六
〇
年
の
第
二
歌
に
も
み
ら
れ

る
）、「
な
ん
に
ん
」、「
な
に
ひ
と
、
な
に
び
と
、
な
ん
び
と
」。
意
味
を

決
定
す
る
の
は
語
形
で
は
な
く
、
詩
全
体
、
そ
れ
は
文
脈
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
が
、そ
の
解
釈
の
仕
方
だ
。
最
後
の
三
つ
（
な
に
ひ
と
、な
に
び
と
、

な
ん
び
と
）
は
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
こ
そ
あ
れ
同
じ
意
味
だ
。
西
脇

は
「
な
に
ひ
と
（
あ
る
い
は
、
な
に
び
と
）」
の
読
み
を
好
ん
で
い
た
よ

う
で
あ
り
、
こ
の
選
択
は
「
な
ん
に
ん
」
と
か
「
な
に
じ
ん
」
は
排
除
す

る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
は
、-nani/ -nan

、-hito/ -bito  

の
間
の
音
声
上
の
差
異
は

大
き
な
意
味
を
持
た
な
い
。
重
要
な
の
は
「
何
人
」
と
い
う
単
位
が
、
意

味
の
差
異
を
伴
う
幾
通
り
か
の
読
み
を
可
能
に
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

西
脇
に
限
ら
ず
日
本
語
を
使
っ
て
仕
事
を
す
る
詩
人
は
、
こ
の
よ
う
に
読

者
に
自
分
の
読
み
を
選
択
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
漢
字
の
意
味
は
視

覚
的
に
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
聴
覚
は
わ
ず
か
の
助
け
に
し
か
な
ら

な
い
。
更
に
そ
こ
に
、
意
味
上
の
仮
名
の
区
別
の
問
題
が
加
わ
る
。「
誰

か
と
」
は
二
通
り
の
区
切
り
方
が
可
能
だ
。
す
な
わ
ち
、「
誰
―

か
と
（
一

緒
に
）」
と
「
誰
か（
？
）―
と
」
だ
。
こ
れ
は
心
の
中
の
句
読
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
西
洋
の
記
号
の
恣
意
性
原
理
で
割
り

切
っ
て
し
ま
う
贅
沢
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
語
彙
の
真
実
を
探
求
す
る

詩
人
は
、
西
脇
の
よ
う
に
原
始
語
根
の
発
掘
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

十
九　
「
原
始
語
根
」
を
求
め
て

フ
ラ
ン
ス
方
言
学
の
方
法
論
を
実
証
し
た
『
蝸
牛
考
』（
一
九
三
〇
年
）

の
著
者
柳
田
國
男
（
一
八
七
五
〜
一
九
六
二
）
は
、
一
九
二
一
年
か
ら

一
九
二
三
年
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
し
た
。
そ
の
期
間
は
一
部
西

脇
と
重
な
っ
て
お
り
（
西
脇
の
滞
欧
は
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
五
年
）、
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二
人
は
ロ
ン
ド
ン
で
出
会
い
意
気
投
合
し
て
い
る
。

「
座
る
」
と
い
う
動
詞
概
念
は
標
準
的
日
本
語
で
は
「suw

a-ru

（
ア
ク

セ
ン
ト
な
し
）」
と
発
音
さ
れ
る
。
私
の
生
ま
れ
故
郷
の
東
北
方
言
で
は
、

同
じ
概
念
が
「nem

a-ru

（-m
a-  

に
ア
ク
セ
ン
ト
）」
と
全
く
異
な
る
言

い
方
で
い
わ
れ
る
。「suw

a

す
わ-

る
」
の
他
動
詞
形
は
「sue-ru

」（
座

ら
せ
る
、
置
く
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
よ
り
古
い
「su-w

u

」
の
形
に
遡
る
。

こ
こ
で
、
添
加
語
中
音
（
ブ
ロ
グ
三
二
〜
三
六
号
参
照
）
で
あ
る-r-  

は

後
の
も
の
で
あ
る
の
でsuw

a-ru
、sue-ru

 

そ
し
てsuw

u

の
原
始
語
根

は suw
(V

)

（
置
く
、
座
ら
せ
る
）
と
推
定
で
き
る
。

N
em

a-ru
 

の
形
は
「
座
る
、
平
伏
す
る
、
寝
る
」
の
意
味
で
一
六
世

紀
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
。
一
六
世
紀
の
日
葡
辞
書
で
は
「
腐
る
」
の
語
義

を
あ
て
て
い
る
。N

em
a-ru

（
寝
て
い
る
）
は
「
腐
る
」
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
の
だ
。

Suw
a-ru/ suw

(V
) 

の
図
式
と
同
様
、 n

em
a-ru

の
原
始
語
根
と
し
て 

nem
(V

)

を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。N

em
(V

) 

は
私
に nem

u-ru

（
眠
る
）、nem

u-ri  （
眠
り
）を
喚
起
す
る
。Suw

(V
) 

と nem
(V

) 
と
の

間
に
は
、
現
実
の
用
法
に
お
け
る
意
味
上
の
共
通
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

語
源
上
の
共
通
点
は
な
い
。
東
北
に
お
い
て
は
「
座
る
」
の
概
念
は
む
し

ろnem
a-ru

 

に
結
び
つ
い
て
い
る
。

方
言
学
は
記
号
の
恣
意
性
の
原
理
を
前
提
と
し
た
学
問
で
あ
る
。
言
語

地
理
学
の
創
始
者
ジ
ュ
ー
ル
・
ジ
リ
エ
ロ
ン
（
一
八
五
四
〜
一
九
二
六
）

が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
よ
う
に
ス
イ
ス
人
で
あ
り
、
ボ
ル
ド
ー
の
優
れ
た
方
言

学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ミ
ヤ
ル
デ
（
一
八
七
六
〜
一
九
五
三
）
が
ラ
ン
ド
地

方
出
身
、
ブ
レ
ア
ル
の
後
継
者
で
あ
り
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
弟
子
で
あ
っ
た
ア

ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
メ
イ
エ
（
一
八
六
六
〜
一
九
三
六
）
が
中
央
部
ム
ー
ラ
ン

の
出
身
、
現
代
音
韻
学
の
優
れ
た
理
論
家
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
が
サ

ヴ
ォ
ア
出
身
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
。

い
ず
れ
も
地
方
出
身
者
で
あ
る
こ
れ
ら
の
偉
大
な
言
語
学
者
は
共
に
、

記
号
の
恣
意
性
を
越
え
て
、ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ル
ヴ
ェ
ル（
本
稿
一
六
参
照
）

い
う
と
こ
ろ
の
原
始
語
根
の
探
求
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
始
原
の
探

求
は
十
九
世
紀
の
終
わ
り
、
二
十
世
紀
の
始
ま
り
を
画
す
も
の
の
よ
う
に

思
え
る
。

語
源
に
並
々
な
ら
ぬ
興
味
を
示
し
た
プ
ル
ー
ス
ト
（
一
八
七
一
〜

一
九
二
二
）
は
当
時
の
こ
の
言
語
学
思
潮
か
ら
離
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

彼
は
村
の
司
祭
に
、
話
者
の
叔
母
の
求
め
に
応
じ
る
形
で
、
コ
ン
ブ
レ
ー

の
サ
ン
・
テ
ィ
レ
ー
ル
教
会
の
守
護
聖
人
に
つ
い
て
長
談
義
を
さ
せ
て
い

る
。―　

で
も
、
わ
た
し
に
は
ど
こ
に
聖サ
ン

テ
ィ
レ
ー
ル
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

―　

わ
か
り
ま
す
と
も
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
隅
の
方
で
す
、
全
く
気

が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
、
黄
色
い
服
を
着
た
婦
人
が
描
か
れ
て
い
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る
の
が
。
あ
れ
が
サ
ン
・
テ
ィ
レ
ー
ル
様
で
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、

地
方
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
サ
ン
・
テ
ィ
リ
エ
と
か
サ
ン
・
テ
リ
エ
と

か
、
そ
れ
か
ら
ジ
ュ
ラ
地
方
で
は
サ
ン
・
テ
ィ
リ
な
ど
と
さ
え
呼
ん

で
お
る
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
なSanctus H

ilarius

の

堕
落
（
＝
訛
り
）
は
、
福
者
の
名
に
起
こ
っ
た
転
訛
の
中
で
特
に
珍

し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
ユ
ー
ラ
リ
さ
ん
、

あ
な
た
の
守
護
聖
人
の
聖サ
ン
ク
タ女
エ
ウ
ラ
リ
ア
（Sancta Eulalia

）
の
名

が
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
で
ど
う
な
っ
た
か
ご
存
知
か
な
？　

な
ん
と

ほ
か
で
も
な
い
、
聖サ
ン

テ
ロ
ワ
で
す
ぞ
。
聖
女
が
男
の
聖
人
に
な
っ
た

の
で
す
。（『

失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
ガ
リ
マ
ー
ル
・
プ
レ
イ
ヤ
ー

ド
版
、
一
九
五
四
年
、
第
一
巻
一
〇
四
〜
一
〇
五
頁
）

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
両
性
具
有
の
テ
ー
マ
は
別
と
し
て
、
幾

度
に
も
わ
た
る
「
堕
落
」
の
淵
源
に
あ
る
原
型 H

ilarius  

ヒ
ラ
リ
ウ
ス

の
探
求
で
あ
る
。

メ
イ
エ
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
ケ
ル
ト
研
究
家
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ヴ
ァ
ン
ド
リ

エ
ス
（
一
八
七
五
〜
一
九
六
〇
）
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
学

生
時
代
に
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ン
ニ
ョ
ン
（
一
八
四
四
〜
一
九
一
一
）
の

地
名
学
の
講
義
を
受
け
た
と
推
測
し
て
い
る
（『
雑
録
』
エ
ド
モ
ン
・
ユ
ゲ
、

一
九
四
〇
年
、
一
二
五
頁
）。『
ス
ワ
ン
家
の
方
へ
』
の
第
三
部
に
し
て
最

終
部
は
あ
ま
り
小
説
に
は
な
じ
ま
な
い
「
土
地
の
名
・
名
」
と
題
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
題
は
『
花
咲
く
乙
女
た
ち
の
か
げ
で
』
第
二
部
の
「
土
地
の

名
・
土
地
」
と
対
を
な
し
て
い
る
。

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
、
マ

ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
は
そ
の
地
名
、
姓
名
の
語
源
、
そ
し
て
西
脇
は
そ

の
ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
比
較
を
通
し
て
、
お
互
い
相
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た

も
の
の
、
同
じ
目
標
、
す
な
わ
ち
「
原
始
語
根
」
を
追
求
し
た
よ
う
に
思

え
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
い
ず
れ
も
失
敗
し
た
。

と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
原
始
語
根
も
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。
す
べ

て
は
時
の
中
の
あ
る
段
階
で
あ
る
。M

έμνων

（
本
稿
一
六
参
照
）
は　

μένω 

の
重
複
形
で
あ
り
う
る
し
、μένω 

は νέμω 

と
入
れ
替
わ
り
得
る
。

H
ilarius

は
、
途
中
の
一
段
階
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
語
根
で
は
な
い
。
西

脇
のhotsu

 

、hatsu
 （

發
）
も
同
様
だ
（
本
稿
六
参
照
）。
し
か
し
な
が
ら
、

彼
ら
の
夢
想
は
大
い
に
報
い
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
一
見
無
駄
な

仕
事
の
あ
と
に
、
詩
的
言
語
の
は
か
り
知
れ
な
い
可
能
性
を
残
し
た
の
だ

か
ら
。

二
十　

滝
飲
、
ポ
ー
ル
・
ア
ヌ
イ
「
庭
園
の
苦
悩
」
の
人

　
　
　
　
　

―
―
エ
ピ
ロ
ー
グ

私
の
尊
敬
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
布
教
師
が
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麦
畑
の
な
か
の
神
学
校
に
住
ん
で
い
た

彼
は
エ
ル
・
グ
レ
コ
の
「
庭
園
の
苦
悩
」

に
似
て
い
る

や
が
て
戦
争
に
な
っ
た
時
私
は
憶
っ
た

《
今
頃
は
フ
ラ
ン
ス
の
田
舎
へ
帰
っ
て

い
る
だ
ろ
う

ピ
レ
ネ
山
脈
の
下
へ

葡
萄
酒
を
水
筒
か
ら
滝た
き
の
み飲

す
る
百
姓
の
中
で

親
類
の
人
々
と
話
し
て
い
る
だ
ろ
う

練
馬
に
い
た
時
の
よ
う
に
ホ
テ
チ
ュ
ウ
ス
を

読
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
》

と
こ
ろ
が
こ
ん
な
感
情
は
む
だ
で
あ
っ
た

彼
は
戦
争
中
日
本
を
去
ら
な
か
っ
た
の
だ

冬
の
午
後
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
橋
を
渡
つ
て

先
生
の
家
を
訪
ね
た

病
院
の
診
察
室
の
よ
う
な
書
斎
に
と
お
さ
れ
た

つ
き
あ
た
り
に
美
人
の
油
の
肖
像
が
か
け
て
あ
っ
た

な
か
な
か
話
せ
る
坊
さ
ん
だ
と
思
つ
た
せ
つ
な

先
生
は
「
こ
れ
は
射
殺
さ
れ
た
妹
だ

ま
あ　

カ
ナ
ダ
の
麦
酒
で
も
の
み
ま
し
よ
う
」
と

つ
け
加
え
た
。（
…
…
）

（「
庭
に
菫
が
咲
く
の
も
」『
近
代
の
寓
話
』、
一
九
五
三
年
）　

こ
れ
は
六
六
行
か
ら
な
る
詩
の
抜
粋
で
あ
る
。
西
脇
は
こ
こ
で
、
神
父

と
の
こ
の
会
話
で
知
っ
た
ば
か
り
の
表
現 «

 boire à la régalade »
 

に

あ
た
る
も
の
と
し
て
、「
滝た
き
の
み飲
」
と
い
う
比
喩
的
表
現
を
用
い
て
い
る
。

戦
争
中
も
日
本
に
と
ど
ま
っ
た
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
布
教
師
の
名
は
、
同

じ
詩
集
の
も
う
一
つ
の
詩
「
野
の
会
話
」
で
も
出
て
く
る
。
そ
の
詩
で
彼

は
同
じ
グ
レ
コ
の
「
庭
園
の
苦
悩
の
人
」
の
テ
ー
マ
を
再
び
取
り
上
げ
て

い
る
。今

年
も
夏
が
す
ぎ
た

エ
ル
・
グ
レ
ー
コ
の
描
き
そ
う
な
顔
を
し
た

ア
ヌ
イ
さ
ん
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う

「
庭
の
苦
悩
」
を
見
て
思
い
出
し
た

今
頃
は
、
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
の
下
で

水
筒
か
ら
滝た
き
の
み飲

す
る
百
姓
の
中
で

親
類
の
人
達
と
話
を
し
て
い
る
だ
ろ
う

葡
萄
酒
を
飲
み
な
が
ら
ホ
ラ
チ
ュ
ウ
ス
を

少
し
読
ん
で
い
る
か
し
ら

ね
り
ま
に
い
た
時
分
の
よ
う
に
。

私
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
習
得
時
代
、
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
六
六
年
に
か

け
て
ポ
ー
ル
・
ア
ヌ
イ
と
い
う
五
〇
才
代
の
フ
ラ
ン
ス
人
布
教
師
の
フ
ラ

ン
ス
語
の
講
義
を
受
け
た
。
彼
は
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
と
東
京
日
仏
学
院

で
教
え
て
い
た
の
だ
。
パ
リ
外
国
布
教
教
会
の
極
東
派
遣
員
と
し
て
、
慶
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ポール・アヌイ先生（アテネ・フランセ、1964 年 6 月卒業式、工藤進撮影）

ポール・アヌイ先生（アテネ・フランセ、1964 年 6 月卒業式、工藤進撮影）



266

応
の
フ
ラ
ン
ス
語
、
古
典
語
講
師
で
も
あ
っ
た
彼
は
、
そ
こ
で
学
生
、
同

僚
と
し
て
の
西
脇
順
三
郎
に
出
会
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
若
い
時
は
グ

レ
コ
の
「
庭
園
の
苦
悩
」
の
男
に
似
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
一
九
六
〇
年

代
前
半
の
彼
は
白
髪
交
じ
り
の
短
い
髪
を
し
て
い
た
。
私
達
は
十
人
位
で

彼
を
囲
む
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
前
後
だ
っ
た
。

彼
の
使
徒
と
し
て
の
道
を
動
機
づ
け
た
で
あ
ろ
う
妹
を
襲
っ
た
ド
ラ
マ

に
つ
い
て
彼
が
話
す
の
を
、
確
か
私
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が

す
る
。
オ
ッ
ト
・
ガ
ロ
ン
ヌ
地
方
モ
ン
レ
ジ
ョ
近
く
の
村
の
出
身
で
、
比

類
な
く
明
る
い
、
熱
の
こ
も
っ
た
、
ピ
レ
ネ
ー
風
の
声
を
し
て
い
た
。
グ

レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
大
変
な
愛
好
家
で
学
習
院
合
唱
団
の
指
導
も
し
て
い
た
。

“Lo beth cèu de Pau”

（
ポ
ー
の
美
し
い
空
）（
本
稿
三
参
照
）
は
ガ
ス

コ
ー
ニ
ュ
地
方
の
一
つ
の
歌
謡
の
題
だ
が
、
そ
れ
で
も
っ
て
彼
は
周
り
の

人
を
し
ば
し
ば
楽
し
ま
せ
た
も
の
だ
っ
た
。

ア
ヌ
イ
先
生
の
日
本
に
来
た
年
は
い
つ
か
私
は
知
ら
な
い
が
、
一
八
九

四
年
生
ま
れ
の
西
脇
順
三
郎
は
ア
ヌ
イ
神
父
よ
り
十
歳
以
上
年
長
で
あ
る
。

西
脇
は
、
ア
ヌ
イ
先
生
が
日
本
人
と
と
も
に
戦
争
の
悲
惨
に
耐
え
た
こ
と

に
心
を
動
か
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

新
倉
教
授
は
先
日
電
話
で
、
晩
年
の
西
脇
は
以
前
の
詩
作
品
よ
り
ギ
リ

シ
ア
語
漢
語
比
較
草
稿
の
方
に
よ
り
愛
着
を
感
じ
て
い
て
、
地
震
の
前
触

れ
が
あ
る
度
に
、
草
稿
の
は
い
っ
た
木
綿
袋
を
自
ら
の
身
よ
り
先
に
救
う

べ
く
階
段
か
ら
転
が
り
落
と
し
て
い
た
よ
う
だ
、
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

偉
大
な
詩
人
西
脇
と
私
が
、
同
じ
フ
ラ
ン
ス
語
の
師
の
兄
弟
弟
子
で
あ
っ

た
こ
と
が
最
後
に
確
認
で
き
た
こ
と
は
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
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訳
者
付
記

本
稿
は
、
工
藤
進
教
授
が
仏
文
で
誌
し
た
西
脇
順
三
郎
論“Le poète 

japonais qui s'est adonné à la com
paraison gréco-chinoise : 

N
ishiw

aki Junzaburô (1894-1982)”

の
全
訳
で
あ
る
。
原
文
は
教
授

自
ら
の
ブ
ロ
グ“Philologie d'O

rient et d’O
ccident”

の
二
〇
一
〇
年

七
月
二
七
日
号
か
ら
同
年
九
月
二
九
日
号
ま
で
二
十
回
に
わ
た
っ
て
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

日
本
人
が
外
国
語
で
書
い
た
も
の
を
別
の
日
本
人
が
日
本
語
に
訳
す
と

い
う
の
は
異
例
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
こ
の
日
本
語
訳
の
話
を
著
者
ご

本
人
か
ら
頂
い
た
時
、
ご
本
人
が
日
本
語
に
さ
れ
る
の
が
一
番
だ
し
、
そ

れ
で
な
く
と
も
、
詩
人
や
言
語
学
が
専
門
の
よ
り
適
任
の
方
が
お
ら
れ
る

と
思
い
躊
躇
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
考
え
書
い
た
も
の
を

日
本
語
に
直
す
の
は
苦
痛
で
す
、
と
お
っ
し
ゃ
る
。
ま
た
、
ブ
ロ
グ
愛
読

者
の
一
人
、
西
脇
草
稿
に
惹
か
れ
て
い
る
者
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
文
章

を
よ
り
多
く
の
人
に
読
ん
で
い
た
だ
く
手
伝
い
が
出
来
る
な
ら
う
れ
し
い

こ
と
だ
と
考
え
、
著
者
の
校
閲
を
い
た
だ
く
前
提
で
お
受
け
し
た
よ
う
な

次
第
で
あ
る
。

引
き
受
け
は
し
た
も
の
の
、
原
著
者
が
日
本
人
な
の
に
「
日
本
語
に
直

す
の
が
苦
痛
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
当
初
は
半
信
半
疑
と
い
う
の

が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
こ

と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
脇
順
三
郎
も
ラ

テ
ン
語
や
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
詩
を
書
い
た
。
し
か
し
そ
の
自
作
欧
文

詩
集
に
つ
い
て
、
中
か
ら
い
く
つ
か
の
詩
を
和
訳
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
も

の
の
、
訳
詩
集
の
よ
う
な
形
の
も
の
は
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
世
界
に

多
言
語
の
使
い
手
で
あ
る
作
家
、
詩
人
は
多
い
が
、
あ
る
言
語
で
書
い
た

自
作
を
自
ら
他
言
語
に
訳
す
例
は
や
は
り
稀
な
よ
う
だ
。
そ
れ
と
似
た
こ

と
が
、
俳
句
の
世
界
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
自
句
自
解
と

い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
句
自
解
を
や
る
方
も
気
が
進
ま
な
い
も

の
で
あ
る
よ
う
だ
し
、
聞
き
手
、
読
み
手
に
と
っ
て
も
こ
れ
ほ
ど
つ
ま
ら

な
い
も
の
は
な
い
。
作
者
は
作
品
に
よ
っ
て
し
か
語
り
よ
う
が
な
い
も
の

な
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
ら
辺
の
事
情
に
は
、バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
「
恣
意
性
」

に
関
す
る
見
解
（
本
文
十
八
）
に
つ
な
が
る
言
語
の
機
微
が
隠
さ
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
原
文
は
い
ろ
い
ろ
な
西
脇
の
詩
や
文
章
、
言
語
学
の
学
説
を
取
り

上
げ
、
そ
れ
ら
の
間
を
暢
達
な
文
章
で
自
在
に
行
き
来
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
は
、
著
者
独
自
の
明
察
が
さ
り
げ
な
く
は
さ
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
の
は
西
脇
の
残
し
た
ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
語

彙
比
較
草
稿
へ
の
著
者
の
深
い
共
感
だ
。
こ
れ
を
読
み
終
え
る
時
浮
か
ん

で
く
る
の
は
、
そ
の
草
稿
を
前
に
広
げ
、
言
葉
と
詩
の
始
原
と
神
秘
に
つ

い
て
共
に
語
ろ
う
と
待
ち
構
え
て
い
る
「
ル
コ
ン
ト
・
ド
・
リ
イ
ル
の
よ

う
な
貴
族
の
風
格
」
を
備
え
た
幻
影
の
人
の
長
い
顔
で
あ
る
。

本
訳
に
つ
い
て
は
、
原
著
者
の
校
閲
を
い
た
だ
い
た
も
の
の
、
至
ら
な
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い
点
が
あ
る
い
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ご
叱
声
を

お
願
い
す
る
と
と
も
に
、原
文
は“Philologie d’O

rient et d’O
ccident”

で
容
易
に
検
索
可
能
で
あ
る
の
で
フ
ラ
ン
ス
語
に
な
じ
み
の
あ
る
方
は
ぜ

ひ
参
照
を
お
願
い
し
た
い
。
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「幻影の人」西脇順三郎のギリシア語漢語比較

   （
原
著
者
あ
と
が
き
）

こ
の
『「
幻
影
の
人
」
西
脇
順
三
郎
の
ギ
リ
シ
ア
語
漢
語
比
較
』
は
、

二
月
か
ら
は
じ
め
た
仏
文
ブ
ロ
グ
「
東
西
文
献
学Philologie d’O

rient 
et d’O

ccident

」
に
、
47
号
か
ら
66
号
に
連
載
し
た
も
の
の
翻
訳
で
あ
る
。

西
脇
順
三
郎
が
明
治
学
院
に
残
し
た
「
漢
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
比
較
」
の
原

稿
は
八
千
枚
を
越
え
る
。
そ
の
う
ち
の
大
半
は
す
で
に
、
コ
ピ
ー
、
あ
る

い
は
、
元
原
稿
の
ま
ま
製
本
さ
れ
、
明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所
に

保
存
さ
れ
て
い
る
。

西
脇
順
三
郎
は
一
九
三
三
年
、「A

m
barvalia

」の
三
行
の
短
詩「
天
気
」

で
一
躍
有
名
に
な
っ
た
。

（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
の
や
う
な
朝

何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
さ
や
く

そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日

三
行
目
の
「
神
の
生
誕
の
日
」、
ラ
テ
ン
語
で
は dies natalis.

こ
れ
は

私
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
日
、
と
し
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
詩

人
自
身
、
ま
た
他
の
評
者
の
、「
神
は
キ
リ
ス
ト
で
は
な
い
」
と
い
う
解

説
を
聞
い
て
も
私
に
は
こ
れ
以
外
の
も
の
は
思
い
浮
か
ば
な
い
。
フ
ラ
ン

ス
語
で
書
い
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
常
識
の
し
ば
り
を
免

れ
た
い
と
い
う
気
持
も
あ
っ
た
。
西
脇
順
三
郎
全
詩
の
「
引
喩
集
成
」
を

作
成
さ
れ
た
新
倉
俊
一
教
授
は
「（
西
脇
の
詩
に
つ
い
て
は
）
読
者
は
モ

ラ
ル
や
意
味
を
探
求
し
な
い
で
、
た
だ
絵
を
見
る
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
の
色

彩
と
構
図
を
楽
し
め
ば
い
い
」
と
言
わ
れ
た
。

明
治
学
院
大
学
文
学
部
の
専
任
に
な
っ
た
の
は
一
九
七
二
年
。
ま
だ
安

保
闘
争
、
及
び
学
園
紛
争
の
余
韻
が
あ
り
学
内
は
騒
然
と
し
て
い
た
。
し

ば
ら
く
し
て
言
語
文
化
研
究
所
長
で
あ
っ
た
英
文
科
の
都
留
信
夫
教
授
が
、

白
い
綿
の
袋
に
入
れ
た
西
脇
先
生
の
「
漢
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
比
較
」
の
原

稿
の
一
部
を
仏
文
の
私
の
研
究
室
に
持
っ
て
来
ら
れ
た
。
私
が
言
語
学
を

専
門
に
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
研
究
室
で
な
ら
原
稿
に
害
が
加
え

ら
れ
な
い
と
先
生
が
考
え
ら
れ
た
の
か
。
原
稿
は
三
十
年
ほ
ど
研
究
室
に

平
和
に
眠
っ
た
。
当
時
私
は
、
こ
の
比
較
方
法
論
に
ま
っ
た
く
興
味
が
な

く
、
こ
の
「
漢
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
の
比
較
」
は
老
学
者
の
戯
れ
と
考
え
て

い
た
。

し
か
し
原
稿
の
こ
と
は
常
に
私
の
頭
に
あ
っ
た
。
西
脇
順
三
郎
没
後

一
九
八
三 

年
に
立
ち
上
が
っ
た
ホ
メ
ー
ロ
ス
輪
読
会
に
参
加
し
た
の
は
、

こ
の
原
稿
の
ギ
リ
シ
ャ
語
が
頭
に
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
輪
読

会
の
主
宰
者
満
田
郁
夫
教
授
も
同
じ
想
い
だ
っ
た
ら
し
い
。
ホ
メ
ー
ロ
ス

の
輪
読
会
は
二
十
七
年
続
き
、
昨
年
度
よ
う
や
く
「
イ
ー
リ
ア
ス
」「
オ



270

デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
を
全
巻
読
み
終
え
た
。
西
脇
教
授
が
慶
応
の
定
年
に
な

る
歳
（
六
八
歳
）
に
私
が
な
り
、
研
究
室
を
引
き
渡
す
時
、
原
稿
を
デ
ジ

タ
ル
化
し
て
残
す
こ
と
を
よ
う
や
く
思
い
た
っ
た
。
今
年
の
七
月
に
言
語

文
化
研
究
所
の
生
田
康
夫
ギ
リ
シ
ャ
語
講
師
に
お
手
伝
い
戴
き
、
千
三
百

枚
の
撮
影
が
三
日
が
か
り
で
行
わ
れ
た
。

漢
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
比
較
研
究
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
み
る
学
者
は
い
な
い
。

し
か
し
こ
の
原
稿
こ
そ
、
西
脇
詩
学
の
真
骨
頂
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い

は
じ
め
て
い
る
。
い
ま
こ
う
し
て
改
め
て
、
自
分
の
言
葉
で
は
な
い
言
葉

で
翻
訳
さ
れ
た
訳
文
を
み
て
思
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
内
容
を
日
本
語
で

は
自
分
は
書
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
後
天
的
な

日
本
語
で
は
、
き
っ
と
鎧
兜
を
つ
け
た
よ
う
な
文
体
に
な
り
、
そ
れ
に
つ

れ
て
内
容
も
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
方
は
読
む

人
の
こ
と
を
思
う
と
、
自
分
の
思
い
を
素
直
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
日

本
語
も
フ
ラ
ン
ス
語
同
様
、
私
に
と
っ
て
は
外
国
語
で
あ
る
。
翻
訳
と
は

こ
う
い
う
意
味
で
原
文
と
は
異
な
っ
た
別
の
作
品
で
あ
る
。

日
本
語
に
直
す
こ
と
に
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
こ
の
文
章
の
翻
訳
を
、
生

田
康
夫
氏
が
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
。
仏
文
出
身
の
生
田
氏
は
、
ホ
メ

ー
ロ
ス
作
品
を
二
つ
と
も
原
文
で
読
み
、「
イ
ー
リ
ア
ス
」
に
つ
い
て
は
、

毎
年
読
み
返
し
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
失
わ
れ
た
時
を

求
め
て
」
を
仏
文
で
読
破
さ
れ
、
い
く
つ
か
感
想
も
書
い
て
お
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
方
は
日
本
人
と
し
て
は
極
め
て
珍
し
い
。
彼
は
ま
た
俳
人
と
し

て
も
活
躍
さ
れ
て
い
る
。
拙
い
仏
文
を
美
し
い
日
本
語
に
翻
訳
し
て
い
た

だ
け
た
の
は
光
栄
で
あ
る
。

（
2
0
1
0
年
12
月
1
日
）


