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山
　
　
　
達

序
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﹁
近
代
化
﹂
そ
し
て
﹁
西
洋
﹂
と
い
う
言
葉
が
、
一
種
魔
術
的
な
力
を
持

っ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
開
国
以
降
の
明
治
日
本
は
、
植
民
地
主
義
を

掲
げ
て
い
た
西
欧
列
強
に
対
抗
す
る
た
め
、
社
会
の
あ
り
方
を
抜
本
的
に

改
革
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
西
欧
へ
の
強
い
対
抗
意
識
と
明
ら
か
な
後

進
国
意
識
、
さ
ら
に
は
微
笑
ま
し
く
も
痛
ま
し
い
ま
で
の
憧
憬
が
原
動
力

と
な
っ
て
当
時
の
人
々
を
突
き
動
か
し
た
。
そ
の
近
代
化
の
波
は
、
軍
備

な
ど
を
含
め
た
工
業
、
生
糸
な
ど
の
産
業
は
も
と
よ
り
、
行
政
、
司
法
、

経
済
、
教
育
、
医
学
、
建
築
だ
け
で
は
な
く
、
絵
画
、
文
学
な
ど
の
芸
術

と
言
語
に
も
及
ん
だ
。
そ
の
余
波
が
、
今
日
の
文
学
観
だ
け
で
は
な
く
、

日
々
話
し
、
書
い
て
い
る
日
本
語
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
が

ち
か
も
し
れ
な
い
。

　

大
正
九
︵
一
九
二
〇
︶
年
、﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
と
い
う
詩
が
、
こ
の
近
代

化
と
い
う
大
奔
流
の
中
で
大
手
拓
次
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
こ
れ
は
、
数

多
く
書
か
れ
た
作
品
の
中
か
ら
詩
人
自
身
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
死
後
出
版

さ
れ
る
詩
集
﹃
藍あ
い

色い
ろ

の
蟇ひ
き

﹄︵
昭
和
十
一
︵
一
九
三
六
︶
年
︶
に
も
収
録
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
詩
篇
で
あ
る
。

鈴
蘭
の
香
料

み
ど
り
の
く
も
の
な
か
に
す
む
魚う
を

の
あ
し
お
と
、

過
去
の
と
び
ら
に
名な
ご
り残

の
接ベ
エ
ゼ吻

を
す
る
み
だ
れ
髪が
み

、

う
き
あ
が
る
紫し
こ
ん紺

の
つ
ば
さ
、

思
ひ
に
ふ
け
る
女
を
ん
な

鳥ど
り

は
よ
ろ
め
い
た
。

ま
つ
さ
を
な
鉤か
ぎ

を
ひ
ら
め
か
し
、

 

︱
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と
ほ
く
た
ま
し
ひ
の
宿や
ど

を
さ
そ
ふ
女
を
ん
な

鳥ど
り

、

も
や
も
や
と
し
た
な
や
ま
し
い
お
ま
へ
の
言
葉
の
好こ
の

ま
し
さ
、

し
ろ
い
月つ
き

の
や
う
に
わ
た
し
の
か
ら
だ
を
と
り
ま
く
お
ま
へ
の
こ
と
ば
、

霧き
り

の
こ
い
夏な
つ

の
夜よ

の
け
む
り
の
や
う
に
、

つ
よ
く
つ
よ
く
か
ら
み
つ
く
香に
ほ
ひの
こ
と
ば
は
、

わ
た
し
の
か
ら
だ
に
し
な
し
な

0

0

0

0

と
ふ
る
へ
つ
い
て
ゐ
る

2
。

約
百
年
前
に
書
か
れ
た
こ
の
作
品
が
、﹁
詩
﹂
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ

と
に
、
ど
の
程
度
の
抵
抗
や
違
和
感
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
読
者

の
多
く
は
、
お
そ
ら
く
漠
然
と
し
た
感
覚
で
﹁
詩
﹂
だ
と
認
め
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
漠
然
と
し
た
認
識
が
当
た
り
前
で
は
な
か
っ
た
時
代
が

あ
っ
た
。
我
々
の
﹁
詩
﹂
に
対
す
る
認
識
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
多

く
の
詩
人
た
ち
に
よ
る
試
行
錯
誤
の
積
み
重
ね
、
そ
し
て
長
い
時
間
が
必

要
で
あ
っ
た
。
そ
の
試
行
錯
誤
の
中
で
﹁
近
代
化
﹂
＝
﹁
西
欧
化
﹂
と
い
う

モ
デ
ル
に
則
り
、
外
国
文
学
の
翻
訳
、
翻
案
、
移
植
が
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
。
大
手
拓
次
に
と
っ
て
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
出
会
い
が
決

定
的
で
あ
り
、﹃
悪
の
華
﹄
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
み
、
翻
訳
す
る
こ
と
で
、

象
徴
詩
へ
の
道
を
拓
く
こ
と
に
な
っ
た
。

実
際
、
大
手
拓
次
は
﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
を
、
単
に
詩0

と
し
て
で
は
な
く
、

一
篇
の
象
徴
詩

0

0

0

と
し
て
執
筆
し
た
。
で
は
、
大
手
拓
次
が
目
指
し
た
象
徴

詩
と
は
一
体
何
な
の
か
。
我
々
は
な
ぜ
、
こ
の
詩
を
漠
然
と
し
か
理
解
で

き
な
い
の
か
。
当
時
は
、
革
新
的
で
あ
っ
た
拓
次
の
試
み
は
、
現
在
の
読

者
に
は
や
や
理
解
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
面
が
多
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、

﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
と
い
う
作
品
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
大
手
拓
次
の
象
徴

詩
読
解
を
試
み
た
い
。
大
手
拓
次
の
目
指
し
た
象
徴
詩
の
特
徴
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
、
文
学
の
近
代
化
が
も
た
ら
し
た
意
義
の
一
端
も
明
ら
か

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
が
遠
い
過
去
の
遺
物
に
な
っ
た
現
代
に
対
し
て
、

大
手
拓
次
の
詩
は
、
貴
重
な
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅰ
．
日
本
近
代
詩
の
始
ま
り
と
大
手
拓
次

明
治
初
期
の
人
々
に
﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
を
﹁
詩
﹂
と
し
て
紹
介
し
た
ら
、

大
き
な
混
乱
を
招
い
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
当
時
、﹁
詩
﹂
は
﹁
漢
詩
﹂
を

意
味
し
、﹁
歌
﹂
は
﹁
和
歌
﹂
を
意
味
し
、
今
日
我
々
が
考
え
る
よ
う
な

﹁
詩
﹂
は
、
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、

明
治
一
五
︵
一
八
八
二
︶
年
、
外
山
正
一
、
谷
田
部
良
吉
、
井
上
哲
次
郎

ら
東
京
大
学
の
教
授
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
﹃
新
体
詩
抄
﹄
が
、
日
本
近

代
詩
の
夜
明
け
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
﹁
新
体
詩
﹂
は
、
和
歌
や
俳
句
を

基
盤
と
し
て
お
り
、
無
か
ら
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
日
我
々
が

﹁
詩
﹂
と
考
え
る
も
の
の
出
発
点
が
一
応
こ
こ
に
あ
る
と
捉
え
て
問
題
は

な
い
だ
ろ
う
。

﹃
新
体
詩
抄
﹄
は
、
新
し
い
﹁
形
﹂
＝
﹁
体
﹂
の
﹁
詩
﹂
を
作
る
こ
と
を
目

指
し
た
詩
集
で
、
七
五
調
の
文
語
で
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
、
テ
ニ
ス
ン
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
な
ど
の
訳
詩
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
目
的
は
以
下
の
よ

う
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。﹁
明
治
ノ
歌
ハ
、
明
治
ノ
歌
ナ
ル
ベ
シ
、

古
歌
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
日
本
ノ
詩
ハ
日
本
ノ
詩
ナ
ル
ベ
シ
、
漢
詩
ナ
ル
ベ
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カ
ラ
ズ
、
是
レ
新
体
ノ
詩
ノ
作
ル
所
以
ナ
リ

3
﹂。
ま
た
、
西
欧
の
長
い

詩
に
対
し
て
、
日
本
古
来
の
三
一
字
で
複
雑
な
思
想
を
語
る
に
は
限
界
が

あ
る
こ
と
に
も
外
山
正
一
は
序
文
で
言
及
し
て
い
る
。

そ
こ
で
新
し
い
﹁
日
本
ノ
詩
﹂
を
作
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た
が
、
そ

の
手
段
と
し
て
西
欧
の
詩
の
翻
訳
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

明
治
三
〇
︵
一
八
九
七
︶
年
、
井
上
哲
次
郎
は
﹁
新
体
詩
論
﹂
を
﹃
帝
国
文

学
﹄
一
月
号
に
寄
稿
し
、
新
詩
体
は
長
歌
今
様
の
伝
統
と
西
欧
詩
歌
の
ロ

マ
ン
主
義
を
﹁
融
合
﹂
さ
せ
た
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
て
外

国
の
詩
と
の
接
触
を
通
し
て
、
自
ら
の
文
学
を
相
対
化
し
、
日
本
の
新
し

い
詩
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
も
﹁
和
魂
洋
才
﹂
と
い
う
日

本
の
近
代
化
の
一
面
が
現
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
我
々
が
今
日
考
え
る
﹁
詩
﹂

が
成
立
す
る
出
発
点
に
は
、
西
欧
の
詩
﹁poetry, poésie, G

edicht

﹂
を
翻

訳
し
、
そ
れ
を
日
本
語
に
移
植
す
る
作
業
が
あ
っ
た
。
こ
の
出
発
点
を
確

認
し
て
お
か
な
い
と
、
当
時
の
人
々
が
な
ぜ
競
う
よ
う
に
し
て
西
欧
の
詩

を
翻
訳
し
、
西
欧
の
詩
論
を
読
み
漁
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
今
日
の
我
々

か
ら
み
れ
ば
無
邪
気
に
も
思
え
る
憧
れ
を
西
欧
に
対
し
て
抱
い
た
の
か
理

解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

大
手
拓
次
は
、﹃
新
体
詩
抄
﹄
か
ら
直
接
影
響
を
受
け
た
世
代
で
は
な

い
が
、
日
本
の
詩
の
近
代
化
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
に
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
た
だ
、
詩
壇
と
の
交
流
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

不
運
に
も
詩
集
が
生
前
に
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
同
時
代
の
北
原

白
秋
、
萩
原
朔
太
郎
、
室
生
犀
星
な
ど
と
比
べ
て
、
知
ら
れ
る
こ
と
も
少

な
か
っ
た
。
大
手
拓
次
は
、
明
治
二
〇
︵
一
八
八
七
︶
年
に
群
馬
県
碓
氷

郡
の
磯
部
温
泉
に
あ
る
大
き
な
旅
館
の
家
に
生
ま
れ
た
。
当
時
の
多
く
の

若
者
の
例
に
漏
れ
ず
、
島
崎
藤
村
の
浪
漫
主
義
的
な
﹃
若
菜
集
﹄
を
読
ん

で
感
銘
を
受
け
た
文
学
青
年
で
あ
っ
た
。
文
学
に
憧
れ
、
明
治
三
九
︵
一

九
〇
六
︶
年
、
早
稲
田
大
学
第
三
高
等
予
科
に
入
り
、
翌
年
英
文
学
科
に

入
学
し
、﹁
紅く
れ
な
い
し子﹂
と
い
う
名
前
で
文
語
詩
を
雑
誌
﹃
詩
人
﹄
に
投
稿
し
始

め
る
。
ま
た
勉
強
家
だ
っ
た
大
手
拓
次
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
自
然
主

義
に
惹
か
れ
、
口
語
自
由
詩
も
そ
の
翌
年
く
ら
い
か
ら
手
掛
け
て
い
る
。

大
手
拓
次
の
よ
う
に
文
学
に
憧
れ
る
青
年
が
﹁
新
体
詩
﹂
を
書
く
こ
と

は
、
学
生
と
い
う
い
わ
ゆ
る
知
的
階
級
の
中
で
は
必
ず
し
も
珍
し
い
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
三
九
︵
一
九
〇
六
︶
年
に
発
表
さ
れ
た
夏
目
漱

石
の
﹃
坊
ち
ゃ
ん
﹄
の
中
で
は
、
イ
ン
テ
リ
ぶ
っ
た
教
頭
の
赤
シ
ャ
ツ
が
、

中
学
教
師
は
物
質
的
な
快
楽
を
求
め
て
ば
か
り
で
は
い
け
な
い
、﹁
釣つ

り

に
行ゆ

く
と
か
、
文ぶ
ん
が
く
し
ょ

学
書
を
読よ

む
と
か
、
又ま
た

は
新し
ん
た
い体
詩し

や
俳は
い
く句
を
作つ
く

る
と
か
、

何な
ん

で
も
高か
う
し
や
う尚な

精せ
い
し
ん
て
き

神
的
娯ご
ら
く楽

を
求も
と

め
な
く
っ
て
は
い
け
な
い

4
﹂
と
言
っ

て
い
る
。
た
だ
、
夏
目
漱
石
は
、
当
の
坊
ち
ゃ
ん
に
は
﹁
新し
ん
た
い体

詩し

な
ど
と

来き

て
は
二に
じ
ふ
ぎ
や
う

十
行
あ
る
う
ち
で
一い
ち
ぎ
や
う行も
分わ
か

ら
な
い

5
﹂
と
も
言
わ
せ
て
い
る
。

大
手
拓
次
も
明
治
四
〇︵
一
九
〇
七
︶年
の
日
記
に﹁
新
体
詩
を
作
つ
た
が
、

気
に
喰
わ
な
い
の
で
破
つ
て
し
ま
つ
た

6
﹂
と
記
し
て
い
る
。
新
体
詩
を

書
く
こ
と
は
一
種
の
流
行
だ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

当
時
流
行
し
て
い
た
自
然
主
義
も
西
洋
か
ら
の
輸
入
物
で
あ
り
、
大
手

拓
次
の
入
学
し
た
早
稲
田
大
学
が
そ
の
牙
城
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
と
い

う
の
も
、
当
時
早
稲
田
大
学
の
教
壇
に
は
、
詩
に
お
け
る
﹁
言
文
一
致
﹂

を
提
唱
し
、
自
然
主
義
の
理
論
的
大
家
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
島
村
抱
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月
、
そ
の
理
論
を
継
承
し
た
相
馬
御
風
、
さ
ら
に
上
田
敏
や
永
井
荷
風
の

耽
美
的
傾
向
を
批
判
す
る
片
上
天
弦
が
講
師
を
務
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

大
手
拓
次
は
、
彼
ら
の
講
義
に
参
加
す
る
こ
と
で
自
然
主
義
に
肩
入
れ
す

る
よ
う
に
な
る
の
は
一
種
の
必
然
だ
っ
た
。
実
際
、
明
治
四
〇
︵
一
九
〇

七
︶
年
九
月
一
五
日
の
日
記
に
大
手
拓
次
は
、﹁
之
か
ら
ど
う
か
し
て
自

然
派
所
謂
今
の
思
潮
に
投
ず
る
様
な
も
の
を
作
つ
て
見
た
い

7
﹂
と
書
き

残
し
て
い
る
。

当
時
の
自
然
主
義
は
、
詩
壇
で
存
在
感
を
示
し
て
い
た
蒲
原
有
明
や
薄

田
泣
菫
ら
の
文
語
定
型
詩
に
対
し
て
、
強
い
不
満
を
持
ち
、
口
語
を
用
い

て
耽
美
的
で
は
な
い
、
大
衆
の
生
活
に
根
差
し
た
主
題
を
書
く
べ
き
だ
と

提
唱
し
て
い
た
。
や
や
乱
暴
に
単
純
化
す
る
と
、
詩
の
言
葉
の
選
択
に
関

し
て
は
、
伝
統
的
な
文
語
・
雅
語
・
古
語
で
は
な
く
、
口
語
で
書
く
べ
き

だ
と
主
張
し
、
形
式
に
関
し
て
は
、
古
典
的
な
七
五
調
を
排
斥
し
て
自
由

に
書
く
こ
と
を
自
然
主
義
は
求
め
て
い
た
。
さ
ら
に
、
主
題
に
関
し
て
も
、

耽
美
的
な
主
題
を
扱
う
か
、
生
活
に
根
差
し
た
情
景
を
扱
う
か
、
外
界
を

あ
り
の
ま
ま
に
描
写
す
る
か
と
い
う
選
択
に
、
当
時
の
詩
人
た
ち
は
迫
ら

れ
て
い
た
。

大
手
拓
次
が
詩
を
書
き
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
時
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
選
択
が
あ
っ
た
の
か
確
認
す
る
た
め
に
、
初
期
象
徴
詩
と
み
な
さ
れ

る
蒲
原
有
明
の
﹃
春
鳥
集
﹄
所
収
﹁
屋
根
の
く
さ
﹂
と
、
そ
の
対
極
に
あ
る

作
品
、
口
語
自
由
詩
の
嚆
矢
と
み
な
さ
れ
る
川
路
柳
虹
の
﹁
塵
溜
︵
の
ち

に
﹁
塵
塚
﹂︶﹂
を
比
べ
て
み
る
。

家
根
の
く
さ

家や
ね根

の
く
さ
ひ
で
り
に
か
わ
く
、

か
わ
く
と
て
垂
る
る
頸う
な
じや
、

露
も
な
き
葉
ず
ゑ
の
眼め

も
て

燒や

く
る
見
よ
、
甍い
ら
かの

波
の
。

家
根
の
草
か
く
て
乾
く
か
、

夏
は
こ
れ
さ
か
り
の
み
や
こ
、

棟
と
軒
、
甍
と
瓦
、

蒸
さ
れ
つ
つ
人
は
ひ
そ
め
り
。

か
の
瓦
照
り
て
た
は
む
れ
、

こ
の
甍
や
け
て
ほ
ほ
ゑ
む
、

人
の
世
は
そ
の
か
げ
に
、
︱
︱
今
、

轍わ
だ
ち
鳴な

り
、
人
は
そ
よ
め
く
。

た
だ
悶も
だ

え
、
も
の
の
朽
ち
ゆ
く

に
ほ
ひ
の
み
、︵
さ
れ
ば
ぞ
天あ
め

の

光
あ
れ
︶
人
は
い
つ
よ
り

ち
り
づ
か
の
か
げ
の
弱な
よ

ぐ
さ

家
根
の
草
つ
ひ
に
か
わ
き
か
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か
わ
く
と
も
、
こ
れ
や
黄こ
が
ね金

の

髮
お
ほ
ひ
漲み
な
ぎる
な
か
に

き
え
て
ゆ
く
紅こ
う
ぎ
ょ
く玉の

は
え

8
。

以
上
が
、
明
治
三
八
︵
一
九
〇
五
︶
年
に
刊
行
さ
れ
た
蒲
原
有
明
の
﹃
春

鳥
集
﹄
に
含
ま
れ
て
い
る
一
篇
で
あ
る
。
屋
根
の
う
え
に
照
る
夏
の
力
強

い
太
陽
の
光
と
、﹁
ち
り
づ
か
﹂
の
陰
に
ひ
っ
そ
り
と
隠
れ
る
よ
う
に
存

在
し
て
い
る
人
間
と
の
対
照
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
に
関
し
て
注

目
す
べ
き
は
、
そ
の
幽
玄
さ
と
、
格
調
あ
る
五
七
調
の
リ
ズ
ム
﹁
家や
ね根

の

く
さ
︵
五
︶
ひ
で
り
に
か
わ
く
︵
七
︶、
／
か
わ
く
と
て
︵
五
︶
垂
る
る
頸
う
な
じ

や
︵
七
︶﹂、
そ
し
て
雅
な
文
語
の
選
択
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ

う
な
詩
形
と
文
語
の
選
択
が
、
自
然
主
義
陣
営
か
ら
批
判
の
対
象
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
自
然
主
義
な
ら
ば
、
ど
う
書
く
の
か
。﹃
春
鳥
集
﹄
の
二
年
後
、

明
治
四
〇
︵
一
九
〇
七
︶
年
に
発
表
さ
れ
た
川
路
柳
虹
の
口
語
体
自
由
詩

﹁
塵
溜
︵
塵
塚
︶﹂
は
、
同
じ
﹁
ち
り
づ
か
﹂
で
も
、
全
く
違
う
姿
で
描
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。

隣と
な
りの
家い
え

の
穀こ
め
ぐ
ら倉
の
裏う
ら
て手
に

臭く
さ
い
塵は
き
だ
め溜
が
蒸む

さ
れ
た
に
ほ
ひ
、

塵は
き
だ
め溜の

う
ち
に
は
こ
も
る

い
ろ
い
ろ
の
芥
ご
も
くの

臭く
さ

み
、

梅つ
ゆ
ば

雨
晴
れ
の
夕ゆ
ふ
べを

な
が
れ
漂
た
だ
よつ

て

空そ
ら

は
か
つ
か

0

0

0

と
爛た
だ

れ
て
る
。

塵は
き
だ
め溜の

中う
ち

に
は
動う
ご

く
稲い
ね

の
蟲む
し

、
浮う
ん

蛾か

の
卵
た
ま
ご、

ま
た
土つ
ち

を
食は

む
蚯み
み
ず蚓

ら
が
頭
か
し
らを

擡も
た

げ
、

徳と
っ
く
り利

壜
の
虧か
け

片ら

や
紙か
み

の
切き

れ
は
し
が
腐く
さ

れ
蒸む

さ
れ
て

小ち

さ
い
蚊か

は
喚わ
め

き
な
が
ら
飛と

ん
で
ゆ
く
。

そ
こ
に
も
絶た

え
ぬ
苦く
る
し
み
の
世せ
か
い界
が
あ
つ
て

呻う
め

く
も
の
死し

す
る
も
の
、
秒べ
う
こ
く刻

に

か
ぎ
り
も
知し

れ
ぬ
生せ
い
め
い命
の
苦く
も
ん悶
を
現げ
ん
し
、

闘た
た
かつ

て
ゆ
く
悲か
な
し
み哀
が
さ
も
あ
る
ら
し
く
、

を
り
を
り
は
悪を
し
う臭

に
ま
じ
る
蟲む
し
け
ら螻

の

種し
ゆ
じ
ゆ々の
を
た
け
び
、
泣な
き
ご
ゑ聲
も
き
か
れ
る

9
。

以
上
は
一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、
引
用
部
分
だ
け
で
も
当
時
の
衝
撃
を

想
像
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
蒲
原
有
明
の
﹁
ち
り
づ
か
﹂
に
対
し
て
、

川
路
柳
虹
は
本
物
の
﹁
塵
塚
﹂
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
訴
え
か

け
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
作
品
の
文
学
的
価
値
を
議
論

す
る
の
で
は
な
く
、
大
手
拓
次
が
育
っ
た
文
学
的
環
境
を
垣
間
見
る
た
め

に
、
二
篇
の
対
立
構
図
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　

川
路
柳
虹
に
よ
る
こ
の
問
題
作
が
発
表
さ
れ
た
同
年
、
明
治
四
〇
︵
一

九
〇
七
︶
年
、﹁
僕
は
天
に
ち
か
ひ
ぬ
。
天
地
の
諸
神
に
ち
か
ひ
ま
す
。

拓
次
は
詩
人
と
し
て
世
を
す
ご
し
ま
す

10
﹂
と
豪
語
し
て
い
る
大
手
拓
次
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は
ど
ち
ら
の
陣
営
に
与
し
た
の
か
。
早
稲
田
大
学
で
、
大
手
拓
次
は
自
然

主
義
の
影
響
下
に
い
た
も
の
の
、
次
第
に
そ
こ
に
居
心
地
の
悪
さ
を
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
四
三
︵
一
九
一
〇
︶
年
頃
、

大
手
拓
次
は
自
然
主
義
か
ら
象
徴
主
義
へ
と
舵
を
取
る
。
た
だ
蒲
原
有
明

の
よ
う
な
﹁
文
語
定
型
詩
﹂
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
川
路
柳
虹
の
よ
う

な
卑
近
な
生
活
を
主
題
に
す
る
の
で
も
な
く
、
口
語
を
用
い
な
が
ら
、
か

つ
自
由
な
詩
形
で
新
し
い
詩
を
作
り
出
す
道
を
選
択
す
る
こ
と
、
そ
れ
が

大
手
拓
次
に
と
っ
て
﹁
象
徴
詩
﹂
と
い
う
選
択
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
原
子
朗
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
そ
の
転
機
、
ま
た
は
選
択
の
機
会

に
も
な
っ
た
の
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
出
会
い
で
あ
る

11
。
ち
ょ
う
ど
、

象
徴
主
義
の
道
を
選
ぶ
頃
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
﹃
悪
の
華
﹄
を
入
手
し
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
に
勤
し
み
、
自
身
で
翻
訳
も
手
掛
け
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
大
手
拓
次
の
詩
風
が
大
き
く
変
わ
り
、
大
正
元
︵
一
九
一
二
︶
年

に
は
、﹃
私
の
象
徴
主
義
論
﹄
と
い
う
卒
業
論
文
を
書
く
に
至
る
。

Ⅱ
．
大
手
拓
次
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

こ
こ
で
、
大
手
拓
次
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
邂
逅
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
、
大
手
拓
次
の
言
葉
で
確
認
し
て
お
く
。
明
治
四
三
︵
一
九

一
〇
︶
年
二
月
八
日
の
日
記
に
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
集
を
入
手
し
た

純
粋
な
喜
び
が
伝
わ
っ
て
く
る

12
。

　

今
日
午
前
を
休
ん
で
仏
語
を
勉
強
す
、

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
悪
の
華
が
到
着
し
た
さ
う
だ
。
あ
ゝ
い
ふ
泰

西
の
名
作
が
読
め
る
や
う
に
な
る
か
と
思
ふ
と
胸
が
を
ど
る
や
う

に
う
れ
し
い
、
あ
ゝ
早
く
詩
が
読
み
た
い
、

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
来
る
。
う
れ
し
!!! 

13

そ
の
後
、
大
手
拓
次
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
に
励
み
、
日
本
に
お
い
て

早
い
時
期
に
原
文
か
ら
の
訳
を
雑
誌
に
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
で

の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受
容
で
も
注
目
す
べ
き
訳
業
と
言
え
る
。
大
正
元
︵
一

九
一
二
︶
年
に
書
か
れ
た
﹃
私
の
象
徴
主
義
論
﹄
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
詩
に

触
れ
た
時
の
感
動
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

私
は
こ
こ
に
、
仏
ら
ん
す
の
詩
と
初
め
て
会
つ
た
其
宵
よ
り
、

彼
女
を
私
の
花
嫁
と
呼
ば
う
。
私
は
花
嫁
の
姿
の
永
久
に
若
か
ら

ん
事
を
祈
り
、
私
と
偕
老
同
穴
の
ち
ぎ
り
を
結
ば
ん
事
を
願
ふ
の

で
あ
る
。

［
⋮
］

　

私
は
お
前
の
た
め
に
、
自
分
の
生
命
を
捧
げ
や
う
と
思
ふ
。
そ

し
て
其
生
命
の
起
り
を
お
前
の
眼
の
前
に
展
い
て
見
や
う
。
私
の

生
命
は
詩
で
あ
る

14
。

さ
ら
に
大
正
四
︵
一
九
一
五
︶
年
八
月
六
日
に
は
、﹁﹃
悪
の
華
﹄
の
詩

人
へ
﹂
と
い
う
詩
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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ボ
オ
ド
レ
エ
ル
よ
、

わ
た
し
はEm

ile de Roy

の
か
い
た
お
ま
へ
の
画
を
み
て
は
あ
こ
が
れ

て
ゐ
た
。

白
茶
色
の
か
り
と
ぢ
のLes fleurs du m

al

を
か
た
と
き
も
は
な
し
た

こ
と
は
な
い
。

さ
う
し
て
酒
の
み
が
酒
を
の
む
や
う
に
、

ま
た
男
が
う
つ
く
し
い
女
の
か
ら
だ
を
だ
く
や
う
に
、

お
ま
へ
の
思
想
を
む
さ
ぼ
り
く
つ
て
ゐ
る
。

は
て
は
つ
れ
づ
れ
の
あ
ま
り
に
、

紙
の
に
ほ
ひ
を
か
ぎ
し
め
て
思
ひ
を
や
り
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
活
字
の
星
か
ら
で
る
光
り
を
あ
ぢ
は
ふ
。

夜
ね
む
る
と
きLes fleurs du m

al

は
わ
た
し
の
枕
べ
に
あ
り
、

ひ
る
は
香
炉
の
や
う
に
机
の
す
み
に
お
か
れ
て
あ
る
。

旅
す
る
と
きLes fleurs du m

al

と
字
引
と
は
い
つ
も
わ
た
し
の
ふ
と

こ
ろ
に
は
ひ
つ
て
ゐ
る

15
。

こ
こ
に
登
場
す
る
﹁Em

ile de Roy

﹂
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
若
い
こ
ろ
の

友
人
画
家
で
あ
り
、
こ
の
画
家
に
よ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
肖
像
画
が
、
大

手
拓
次
の
入
手
し
た
ル
メ
ー
ル
版
﹃
悪
の
華
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
こ
の
ル
メ
ー
ル
版
﹃
悪
の
華
﹄
は
、
大
手
拓
次
に
と
っ
て
終
生
の

枕
頭
の
書
と
な
る
。

拓
次
の
言
葉
に
は
や
や
大
袈
裟
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
過
剰
に
興
奮
し
て

い
る
感
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
へ
の
傾
倒
は
、
大
手
拓

次
の
同
時
代
人
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
種
の
流
行
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
実
際
、
同
種
の
証
言
に
は
事
欠
か
な
い
。
蒲
原
有
明
は
、﹁
私

は
マ
ラ
ル
メ
と
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
と
を
去
っ
て
、
よ
ろ
し
く
そ
の
源
泉
た

る
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
就
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
こ
と
は
一
再
で
は

な
い

16
﹂
と
述
べ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
作
品
に
こ
そ
象
徴
の
本
質
が
あ
る

と
し
た
。
永
井
荷
風
は
﹁
醜
業
汚
辱
の
巷
が
私
が
唯
一
の
公
園
で
あ
っ

た
。
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
詩
集
﹁
悪
の
華
﹂
は
私
が
無
上
の
福
音
書
で
あ
っ

た
17
﹂
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
大
正
元
年
に
﹁
秋
の
歌
﹂
を
英
語
か
ら

和
訳
し
、
渡
仏
も
経
験
し
て
い
る
島
崎
藤
村
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
詩
人
、
文
学

者
の
著
述
を
通
し
て
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
書
い
た
も
の
は
当
時
私
が
最
も

愛
読
す
る
も
の
の
一
つ
だ

18
﹂
と
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
に
誤
訳

が
指
摘
さ
れ
て
苦
い
経
験
を
す
る
山
村
暮
鳥
は
﹁
此
の
存
在
で
あ
る
﹂
の

中
で
﹁
自
分
に
多
少
、
最
も
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
心
で
あ
る
。
／
彼
を
憶
ひ
起
す
時
、
よ
し
そ
れ
は
束
の

間
な
り
と
は
言
へ
、
自
分
は
狂
ひ
、
酔
ひ
、
黙
し
、
昏
迷
し
、
哭
き
、
透

徹
す
る

19
﹂
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
へ
の
傾
倒
を
告
白
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

﹃
月
に
吠
え
る
﹄
で
近
代
詩
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
萩
原
朔
太
郎
は
、
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
の
中
に
理
知
的
な
叙
情
詩
人
と
い
う
近
代
社
会
を
生
き
る
詩

人
の
矛
盾
を
見
出
し
﹁
こ
こ
に
近
代
的
の
、
最
も
近
代
的
の
悲
哀
が
あ
る
。

傷
ま
し
き
絶
望
の
逃
走
が
あ
る
。
そ
し
て
私
の
ボ
ド
レ
エ
ル
に
対
す
る

燃
え
る
が
如
き
愛
が
あ
る

20
﹂
と
記
し
て
い
る
。
芥
川
龍
之
介
は
、
小
説

﹃
彼
﹄
の
中
で
、
そ
の
主
人
公
に
﹁
ヴ
ェ
ル
レ
ェ
ン
、
ラ
ン
ボ
ー
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
、
︱
そ
れ
等
の
詩
人
は
当
時
の
僕
に
は
偶
像
以
上
の
偶
像
だ
っ
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た
21
﹂
と
告
白
さ
せ
て
い
る
。
以
上
は
、
当
時
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
流
行
を

物
語
る
一
部
の
証
言
に
過
ぎ
な
い
が
、
日
本
の
文
壇
に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
熱
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
傾
倒
の
内
実
を
覗
く
と
、
他
の
詩
人
・
作
家

と
比
較
し
て
大
手
拓
次
の
特
異
性
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
の
一
点
目
と
し

て
、
多
く
の
人
た
ち
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
作
品
を
英
訳
で
読
ん
で
い
た
の

に
対
し
て
、
大
手
拓
次
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
み
、
訳
し
て
い
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
田
敏
、
永
井
荷
風
、
堀
口
大
學
を
は
じ
め
、

西
城
八
十
、
百
田
宗
治
、
暁
星
中
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
し
た
三
富
朽

葉
、
佐
藤
惣
之
助
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
で
き
た
人
も
決
し
て
少
な
く
は

な
い
。
し
か
し
、
明
治
期
の
欧
米
文
化
の
摂
取
は
英
語
中
心
で
あ
り
、
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
受
容
も
同
様
の
道
を
辿
り
、
ス
タ
ー
ム
に
よ
る
英
訳
本
な
ど

が
主
に
読
ま
れ
て
い
た

22
。

次
に
、
大
手
拓
次
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
散
文
詩
に
は
目
も
く
れ
ず
、
韻

文
詩
の
み
を
訳
し
て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
文

語
／
口
語
、
定
型
詩
／
自
由
詩
の
選
択
が
当
時
の
詩
壇
に
お
い
て
重
要
な

問
題
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
時
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
散
文
詩
も
注
目

さ
れ
て
い
た
。
大
手
拓
次
自
身
も
散
文
詩
を
書
い
て
い
る
も
の
の
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
散
文
詩
を
訳
す
る
こ
と
は
な
く
、
大
手
拓
次
に
と
っ
て
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
﹃
悪
の
華
﹄
の
詩
人
で
あ
り
続
け
た
。

最
後
に
、
大
手
拓
次
に
と
っ
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
へ
の
傾
倒
は
一
時
期
の

流
行
で
終
わ
ら
ず
、
昭
和
九
︵
一
九
三
四
︶
年
に
亡
く
な
る
ま
で
変
わ
る

こ
と
な
く
続
い
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
当
時
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
限

ら
ず
、
外
国
文
学
に
傾
倒
し
た
多
く
の
詩
人
は
そ
の
反
動
も
あ
っ
て
か
日

本
回
帰
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
北
原
白
秋
は
、
童
謡
や
短
歌
へ
戻
っ
て

い
き
、
三
木
露
風
も
現
在
で
は
﹁
あ
か
と
ん
ぼ
﹂
の
童
謡
作
家
と
し
て
の

名
の
方
が
有
名
で
あ
ろ
う
。
山
村
暮
鳥
も
あ
れ
ほ
ど
熱
狂
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
離
れ
、
枯
淡
な
詩
を
書
く
よ
う
に
な
る
。

萩
原
朔
太
郎
も
西
洋
憧
憬
・
崇
拝
へ
の
反
動
と
し
て
日
本
に
回
帰
し
て
、

皮
相
的
な
現
実
を
見
る
西
洋
人
に
対
し
て
﹁
東
洋
人
は
、
事
物
を
感
覚
的

に
み
ず
し
て
精
神
的
に
見
る
﹂
と
し
、

仏
蘭
西
の
象
徴
詩
と
い
ふ
奴
が
、
我
々
日
本
人
の
眼
か
ら
み
れ
ば

實
に
生
ぬ
る
い
似
而
非
象
徴
で
、
全
く
は
む
し
ろ
比
喩
や
寓
意
の

程
度
に
し
か
属
し
て
い
な
い
。
特
に
マ
ラ
ル
メ
一
派
の
象
徴
な
る

も
の
は
、
言
語
の
陰
影
と
か
香
気
と
か
い
ふ
観
念
を
、
特
に
意
識

的
に
詩
の
中
に
織
り
込
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
眞
の
﹁
象
徴
そ

の
も
の
﹂
で
は
な
く
、
む
し
ろ
概
念
さ
れ
た
る
﹁
象
徴
の
詩
學
﹂

で
あ
る

23

と
切
り
捨
て
る
。﹁
象
徴
詩
﹂
と
﹁
象
徴
主
義
の
詩
﹂
を
別
に
考
え
け
れ
ば

い
け
な
い
と
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、
萩
原
朔
太
郎
の
批
判
は
、
大
手
拓

次
の
詩
に
も
関
わ
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

大
手
拓
次
も
、
年
を
重
ね
る
と
と
も
に
漢
字
よ
り
も
仮
名
の
使
用
を
好

み
、
よ
り
平
易
な
内
容
が
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
詩
風
に
若
干
の
変
化

は
見
ら
れ
る
。
ま
た
有
名
な
薔
薇
の
連
作
な
ど
、
新
し
い
境
地
を
切
り
開
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い
て
い
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
手
拓
次
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

に
対
す
る
敬
愛
は
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
明
治
四
三
︵
一
九
一
〇
︶

年
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
﹃
悪
の
華
﹄
を
入
手
し
て
か
ら
、
大
手
拓
次
の
象

徴
詩
は
形
成
さ
れ
て
い
く
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
へ
の
信
頼
が
揺
ら
ぐ
こ
と

が
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
大
手
拓
次
は
根
幹
に
お
い
て
は
、
自
ら

創
造
し
た
詩
風
・
詩
法
に
も
忠
実
で
あ
り
続
け
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
詩
の
根
幹
に
あ
た
る
象
徴
詩
の
姿
を
﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
を
通
し

て
考
察
し
て
み
た
い
。

Ⅲ
．
「
鈴
蘭
の
香
料
」
解
釈
①　

―
象
徴
詩
の
意
味
と
目
的
―

　

本
論
冒
頭
で
も
既
に
引
用
し
た
が
﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
は
以
下
の
よ
う
に

始
ま
る
。

み
ど
り
の
く
も
の
な
か
に
す
む
魚う
お

の
あ
し
お
と
、

過
去
の
と
び
ら
に
名な
ご
り残
の
接ベ
エ
ゼ吻
を
す
る
み
だ
れ
髪が
み
、

う
き
あ
が
る
紫し
こ
ん紺
の
つ
ば
さ
、

思
ひ
に
ふ
け
る
女
お
ん
な

鳥ど
り

は
よ
ろ
め
い
た
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
詩
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
一
読
し
て
、
詩
人
が

何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
理
解
で
き
る
読
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
で
あ
ろ
う
。﹁
み
ど
り
﹂
色
の
﹁
く
も
﹂
は
見
た
こ
と
が
な
い
が
、
そ
の

中
に
﹁
魚
﹂
が
住
ん
で
い
る
な
ら
ば
﹁
く
も
﹂
が
海
か
川
の
暗
喩
な
の
で

あ
ろ
う
か
。﹁
魚
の
あ
し
お
と
﹂
と
あ
る
が
、
魚
に
足
は
な
い
か
ら
、
擬

人
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
良
い
の
か
。
し
か
し
、
そ
の
次
の
行
に

続
く
﹁
過
去
の
と
び
ら
に
名な
ご
り残

の
接ベ
エ
ゼ吻

を
す
る
み
だ
れ
髪が
み

﹂
と
の
関
連
が

見
い
だ
せ
な
い
。﹁
み
だ
れ
髪
﹂
が
与
謝
野
晶
子
の
作
品
を
喚
起
し
、
官

能
的
な
﹁
髪
の
乱
れ
た
女
性
﹂
の
換
喩
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
こ
の
女
性
は

﹁
過
去
の
と
び
ら
に
名
残
の
接
吻
﹂
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
共
に

過
ご
し
た
楽
し
い
思
い
出
を
封
印
す
る
た
め
に
、
過
去
の
と
び
ら
を
閉
ざ

す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
名
残
惜
し
い
気
持
ち
で
接
吻
す
る
。
そ
の
よ
う
な

女
性
の
行
為
が
二
人
の
過
去
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
非
常
に
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
何
と
な
く
生
じ
る
も
の
の
、
確
信

は
持
て
な
い
。
結
局
、
全
体
的
に
ど
こ
か
性
的
で
締
め
付
け
ら
れ
る
よ
う

な
、
切
な
く
も
官
能
的
な
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
浮
か
ば
ず
、
詩
の

筋
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
試
み
る
前
に
、
大
手
拓
次
が
詩
を
ど
の

よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
か
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、
大
手
拓
次
に
言
わ
せ
れ
ば
、﹁
詩
は
筋
と
か
意
味
あ
ひ

0

0

0

0

な
ど
は

或
る
程
度
ま
で
無
視
す
る
ぐ
ら
ゐ
が
よ
ろ
し
い

24
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
詩
を
無
理
に
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、﹁
う
き
あ
が
る
紫
紺
の
つ
ば
さ
﹂
が
﹁
み
ど
り
の
く
も
﹂
の
中
か

ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
な
の
か
、
な
ぜ
う
き
あ
が
る
の
か
、
な
ぜ

よ
ろ
め
く
の
か
、
深
い
意
味
合
い
は
考
え
る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。﹁
み
だ
れ
髪
﹂
か
ら
与
謝
野
晶
子
の
作
品
を
想
起
し
た
り
、

﹁
女
鳥
﹂
の
出
典
と
し
て
﹃
古
事
記
﹄
の
﹁
女
鳥
王
﹂
の
可
能
性
を
探
っ
た
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り
す
る
必
要
も
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
や
文
に
対
し
て
無
理

に
意
味
を
求
め
ず
、﹁
謎
﹂
は
﹁
謎
﹂
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
良
い
と
大
手

拓
次
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

此
謎
は
味
ふ
可
き
も
の
で
、
理
解
す
可
き
も
の
で
は
な
い
。
謎

は
永
久
の
謎
で
、
謎
そ
れ
自
身
と
し
て
こ
そ
、
価
値
が
あ
る
の

で
、
若
し
此
謎
を
如
何
に
巧
に
、
ふ
さ
は
し
く
解
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
無
駄
の
事
で
、
詩
の
感
味
の
上
に
何
の
加
へ
る
も
の
も
な

い
25
。

　

つ
ま
り
、﹁
謎
﹂
は
﹁
謎
﹂
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
で
良
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。﹁
み
ど
り
の
く
も
﹂、﹁
魚
の
あ
し
お
と
﹂、﹁
過
去
の
と
び

ら
﹂、﹁
み
だ
れ
髪
﹂、﹁
女
鳥
﹂
な
ど
な
ど
は
、
謎
の
ま
ま
で
味
わ
う
べ
き

で
、
無
理
に
何
か
の
比
喩
と
し
て
捉
え
、
解
釈
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
正
当
化
す
る
た
め
に
大
手
拓
次
は
、
上
田

敏
の
訳
で
有
名
な
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
﹁
秋
の
歌
﹂
を
援
用
し
て
い
る
。

C
h

an
so

n
 d

’au
to

m
n

e

Les sanglots longs
D

es violons
D

e l’autom
ne

Blessent m
on cœ

ur

D
’une langueur

M
onotone.

こ
の
詩
に
対
し
て
大
手
拓
次
は
、

﹁D
es violons de l’autom

ne

︵
秋
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
︶﹂﹁feuille 

m
orte

︵
落
ち
葉
︶﹂
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
が
、
何
の
象
徴
で
あ
る
な
ど

と
、
個
々
の
者
が
或
物
を
象
徴
せ
り
な
ど
と
い
ふ
は
間
違
つ
て
い

る
。
此
詩
全
体
と
し
て
、
一
つ
の
生
け
る
生
物
と
し
て
、
如
何
な

る
調
節
せ
ら
れ
た
る
気
分
の
人
格
を
有
す
る
か
を
考
へ
て
見
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ

26

と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
に
対
し
て
抱
い
て
い
た

考
え
方
を
、
大
手
拓
次
の
詩
に
も
適
応
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
何
の
比
喩
で
あ
る
か
理
解
す
る
よ
り
も
、
言
葉
が
暗
示

す
る
も
の
、
言
葉
か
ら
立
ち
現
れ
て
く
る
﹁
気
分
﹂
を
感
じ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
大
手
拓
次
独
自
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
西
欧
の
思
想
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
厳
密
に
は
、
大
手
拓
次
の

蔵
書
リ
ス
ト
に
も
あ
る
ヴ
ィ
ジ
エ
・
ル
コ
ッ
ク
の
﹃
現
代
詩 

一
八
八
四

︱
一
八
九
六
﹄
の
﹁
象
徴
主
義
芸
術
﹂
の
章
か
ら
想
起
を
得
た
と
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
版
は
違
う
も
の
の
、
上
田
敏
も
こ
の
現
代
詩
の
案
内
本
と

も
言
え
る
ヴ
ィ
ジ
エ
・
ル
コ
ッ
ク
の
本
を
珍
重
し
て
い
た
。
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象
徴
は
、
造
形
上
の
形
と
哲
学
的
思
考
の
双
方
を
決
し
て
損
な
う

こ
と
な
く
調
和
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
統
一
と
単
純

化
の
芸
術
で
あ
る
。
そ
し
て
、
象
徴
を
説
明
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど

不
可
能
で
あ
る
。［
⋮
］
象
徴
の
意
味
を
、
抽
象
的
な
表
現
で
説

明
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
冒
涜
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
謎
に
た
え
ら

れ
な
い
人
や
低
俗
な
言
葉
で
感
情
を
表
現
し
て
欲
し
い
人
に
は
気

の
毒
だ
が

27
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
手
拓
次
の
詩
で
は
、
言
葉
そ
れ
ぞ
れ
が
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
謎
を
解
く
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
一
応

理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
何
か
を
伝
え
る
、
何
か
を
描
写
す
る
と
い

う
こ
と
が
詩
の
目
的
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
大
手
拓
次
の
考
え
る
象
徴
詩

の
目
的
は
何
な
の
か
。

象
徴
詩
は
解
釈
す
可
き
も
の
で
は
な
い
、
感
ず
可
き
も
の
、
味
ふ

可
き
も
の
、
で
あ
る
。
読
み
行
く
内
に
言
葉
の
気
分
の
人
格
の
堆

積
に
よ
り
て
、
何
物
と
も
知
れ
ず
自
分
のsoul

に
彷
彿
と
し
て
浮

か
ぶ
も
の
が
あ
る
。
之
が
其
詩
の
具
体
化
せ
ら
れ
た
る
感
味
で
あ

る
。
之
が
詩
の
貴
き
真
珠
で
あ
る
。
形
式
と
い
ふ
海
の
中な
か

に
深
く

沈
ん
で
い
る
真
珠
で
あ
る

28
。

そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
放
つ
雰
囲
気
つ
ま
り
﹁
気
分
の
人
格
﹂
の
よ
う
な

も
の
を
感
じ
て
、
最
終
的
に
何
か
漠
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
て
ば
よ
い
、

そ
の
感
じ
取
っ
た
も
の
が
﹁
貴
き
真
珠
﹂
と
い
う
主
張
で
あ
る
。﹁
鈴
蘭

の
香
料
﹂
の
意
味
が
捉
え
に
く
か
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
謎
を
生
じ
さ
せ
、

意
味
が
固
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
書
い
て
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
り
、
漠
然
と

官
能
的
で
あ
り
つ
つ
も
切
な
い
印
象
を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が

大
手
拓
次
の
生
み
出
し
た
か
っ
た
象
徴
詩
な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
生
じ
る
印
象
は
違
う
の
で

は
な
い
か
。
人
に
よ
っ
て
は
﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
を
読
ん
で
明
る
い
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
も
良
し
と
す
る
の
が
大
手
拓
次
の
考
え

る
象
徴
詩
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
大
手
拓
次
の
こ
の
よ
う
な
象

徴
詩
の
捉
え
方
は
、
上
田
敏
に
発
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

読
者
そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
印
象
を
持
つ
こ
と
、
さ
ら
に
は
﹁
自
分
のsoul

に

彷
彿
と
し
て
浮
か
ぶ
も
の
が
あ
る
﹂
と
い
う
点
に
関
し
て
、
上
田
敏
は

﹃
海
潮
音
﹄
の
﹁
序
﹂
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

象
徴
の
用
は
、
こ
れ
が
助
を
藉か

り
て
詩
人
の
観
想
に
類
似
し
た
る

一
の
心
状
を
読
者
に
与
ふ
る
に
在
り
て
、
必
ず
し
も
同
一
の
概
念

を
伝
へ
む
と
勉
む
る
に
非
ず
。
さ
れ
ば
静
に
象
徴
詩
を
味
ふ
者
は
、

自
己
の
感
興
に
応
じ
て
、
詩
人
も
未
だ
説
き
及
ぼ
さ
ざ
る
言
語
道

断
の
妙
趣
を
翫
ぐ
わ
ん
し
や
う
賞
し
得
可
し
。
故
に
一
篇
の
詩
に
対
す
る
解
釈
は

人
各
或
は
見
を
異
に
す
べ
く
、
要
は
只
類
似
の
心
状
を
喚
起
す
る

に
在
り
と
す

29
。

大
手
拓
次
が
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
上
田
敏
の
思
想
も
、
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西
欧
か
ら
の
輸
入
物
で
あ
っ
た
。
既
に
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
こ
と
だ
が
、
上
田
敏
は
マ
ラ
ル
メ
の
主
張
を
参
考
に
し
て
い
た
。

私
が
思
う
に
、
高
踏
派
の
人
々
と
は
反
対
に
、
暗
示
の
み
が
あ
る

べ
き
な
の
で
す
。
対
象
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
こ
と
、
そ
の
対
象
に

よ
っ
て
生
じ
た
幻
想
か
ら
舞
い
上
が
る
イ
メ
ー
ジ
が
歌
な
の
で
す
。

高
踏
派
は
、
対
象
全
体
を
捉
え
、
描
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
謎
が

生
じ
ま
せ
ん
。
高
踏
派
は
、
創
造
し
て
い
る
と
信
じ
込
ん
で
い
る

甘
美
な
喜
び
を
読
者
か
ら
奪
っ
て
い
る
の
で
す
。
対
象
を
命
名

0

0

す

る
こ
と
、
そ
れ
は
詩
を
読
む
喜
び
の
四
分
の
三
を
消
し
去
る
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
詩
を
読
む
喜
び
は
、
少
し
ず
つ

推
察
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
す
。
対
象
を
ほ
の
め
か
す

0

0

0

0

0

こ
と
、

こ
れ
が
至
高
の
目
的
で
す
。
こ
の
謎
を
完
璧
に
使
い
こ
な
す
こ
と

で
象
徴
が
作
ら
れ
る
の
で
す
。
あ
る
精
神
状
態
を
提
示
す
る
た
め

に
、
少
し
ず
つ
対
象
を
暗
示
す
る
か
、
そ
の
逆
に
、
対
象
を
選
び
、

一
連
の
謎
解
き
を
通
し
て
、
あ
る
精
神
状
態
を
引
き
出
す
の
で

す
30
。

こ
れ
は
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ユ
レ
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
マ
ラ
ル
メ

と
対
話
を
し
た
際
に
残
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
後

述
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
も
﹃
現
代
の
堕
落
﹄
の
中
で
引
用
し
て
お

り
、
当
時
は
有
名
な
一
節
で
あ
っ
た

31
。
大
手
拓
次
は
ま
さ
に
こ
の
箇
所

を
﹁
私
の
象
徴
詩
論
﹂
の
中
で
引
用
し
て
お
り
、
自
分
の
詩
論
の
核
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
上
田
敏
、
ヴ
ィ
ジ
エ
・
ル
コ
ッ
ク
、
マ
ラ
ル
メ
な

ど
の
詩
論
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
大
手
拓
次
は
象
徴
詩
を
形
成

し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
詩
全
体
も
、
理
解
し

た
り
、
解
釈
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
暗
示
に
よ
っ
て
あ
る
一
つ
の

精
神
状
態
を
作
り
出
す
も
の
だ
と
い
う
確
信
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
大
手
拓
次
が
参
考
に
し
た
詩
論
は
他
に
も
多
く
あ
り
、
上

で
確
認
し
た
も
の
は
一
つ
の
例
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
う
い
っ
た
思

想
の
連
関
は
マ
ラ
ル
メ
で
止
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
背
景
を
探
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言

葉
に
突
き
当
た
る
だ
ろ
う
。

ほ
と
ん
ど
超
自
然
的
な
あ
る
種
の
﹁
魂
の
﹂
状
態
に
お
い
て
は
、

そ
れ
が
ど
ん
な
に
平
凡
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
眼
前
の
光
景
の
中
に
、

生
の
深
み
が
全
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
光
景
が
、
生
の
深
み
の

象
徴
と
な
る
の
だ

32
。

　

こ
こ
に
き
て
大
手
拓
次
の
象
徴
詩
源
流
の
一
つ
に
辿
り
着
い
た
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
こ
で
は
あ
る
特

別
な
精
神
状
態
の
時
は
、
一
つ
の
光
景
が
象
徴
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
あ
る
精
神
状
態
を
作
り
出
す
た
め
に
象
徴
を
用
い
る
べ
き
だ

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、﹁
超
自
然
な
あ
る
種
の
精
神
状

態
﹂
と
は
、
麻
薬
に
よ
っ
て
興
奮
し
た
精
神
の
こ
と
も
想
起
さ
せ
る
。
し

か
し
、
あ
る
程
度
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
が
曲
解
さ
れ
る
こ
と
も
当
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時
の
状
況
を
鑑
み
れ
ば
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

以
上
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
の
中
に
一
種
の
神
託
を
見
出
す
ほ
ど
、

信
仰
に
近
い
気
持
ち
を
抱
い
て
い
た
事
実
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
象
徴
詩
理
論
の
源
泉
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
が

日
本
詩
近
代
化
へ
の
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅳ
．
「
鈴
蘭
の
香
料
」
解
釈
②　

―
象
徴
詩
の
言
葉
と
音
―

大
手
拓
次
が
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
詩
か
ら
移
植
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

た
の
は
、
そ
の
理
論
だ
け
で
は
な
く
、
言
葉
そ
の
も
の
の
認
識
方
法
に
も

及
ん
で
い
た
。
大
手
拓
次
の
言
語
観
は
独
特
で
あ
る
。
何
よ
り
も
言
葉
の

意
味
よ
り
も
音
を
重
要
視
し
、
言
葉
を
い
わ
ば
唯
物
的
に
扱
っ
て
い
た
。

換
言
す
れ
ば
、
言
葉
の
自
律
性
を
信
じ
て
詩
作
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。　

現
実
界
の
﹁
花
﹂
を
見
た
時
の
観
照
と
﹁
は
な
﹂
と
い
ふ
言
葉
の

作
れ
る
幻
即
ち
気
分
の
人
格
と
は
、
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
が
、

此
幻
を
無
な
り
、
空
也
と
し
て
斥
け
る
事
は
出
来
ぬ
。

　

此
気
分
の
人
格
即
ち
言
葉
の
作
れ
る
幻
は
、
凡
て
の
花
と
い
ふ

も
の
の
運
命
、
性
質
、
色
、
形
、
香
を
有
す
る
と
同
時
に
又
其﹁
は

な
﹂
と
い
ふ
言
葉
の
周
囲
に
置
か
れ
た
る
他
の
言
葉
と
の
照
応
に

よ
り
て
、
特
種
な
る
、
絶
対
唯
一
の
一
つ
の
個
性
を
有
す
る
花
を

生
ず
る
の
で
あ
る
。
茲
に
於
て
象シ
ン
ボ
ル徴

の
意
義
が
現
は
れ
て
く
る

33
。

　

つ
ま
り
、﹁
は
な
﹂
と
い
う
言
葉
が
作
り
出
す
イ
メ
ー
ジ
は
、
実
際
の

物
質
の
﹁
花
﹂
と
は
違
う
も
の
で
あ
り
、
言
葉
の
﹁
は
な
﹂
と
い
う
音
が
象

徴
を
作
り
出
す
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
象
徴
主
義
に
親
し
ん
だ
人
な
ら
ば
、

す
ぐ
に
マ
ラ
ル
メ
が
ル
ネ
・
ギ
ル
の
﹃
語
論
﹄
に
送
っ
た
有
名
な
﹁
花
﹂
に

関
す
る
件
を
思
い
起
こ
す
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
も
、
現
代
の
我
々

か
ら
す
れ
ば
、
言
葉
と
対
象
の
乖
離
、signifiant 

とsignifié

と
の
乖
離

と
い
う
考
え
方
は
も
は
や
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
当
時
か
ら
す
れ

ば
、
大
手
拓
次
は
、
か
な
り
進
ん
だ
象
徴
主
義
理
解
を
示
し
て
い
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
言
語
観
を
も
と
に
大
手
拓
次
は
何
よ
り
も
、
言
葉
の
音
を

重
要
視
す
る
よ
う
に
な
る
。
大
正
五
︵
一
九
一
六
︶
年
︵
推
定
︶
一
二
月
四

日
、
逸
見
享
宛
の
手
紙
に
は
、

　

言
葉
の
音
を
何
よ
り
重
ん
ず
る
事
が
大
切
で
す
。

　

言
葉
の
意
味
は
有
限
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
言
葉
の
意

味
を
重
ん
じ
て
、
言
葉
を
選
択
し
て
つ
く
つ
た
詩
は
、
ど
う
し
て

も
有
限
的
で
す
。

　

け
れ
ど
も
言
葉
の
音
は
、
そ
の
内
容
た
る
意
味
の
外
に
無
限
の

意
味
を
つ
た
へ
る
事
が
出
来
ま
す
。
故
に
、
言
葉
の
音
を
重
ん
じ

て
音
を
え
ら
ん
で
つ
く
つ
た
詩
は
無
限
で
す

34
。
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と
記
し
て
い
る
。
本
論
で
扱
っ
て
い
る
﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
に
登
場
す
る
﹁
み

ど
り
の
く
も
﹂﹁
魚
の
あ
し
お
と
﹂﹁
み
だ
れ
髪
﹂﹁
な
ご
り
の
接ベ
エ
ゼ吻

﹂﹁
女
を
ん
な

鳥ど
り

﹂

な
ど
は
、
何
か
の
比
喩
で
な
く
、
一
つ
の
﹁
人
格
﹂
を
も
っ
た
﹁
音
﹂
と
し

て
認
識
し
、
音
読
し
て
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な

言
語
観
も
や
は
り
西
洋
と
の
出
会
い
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
を
通
し

て
形
成
さ
れ
た
面
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

﹁
私
の
象
徴
詩
論
﹂
の
中
で
は
、
日
本
語
の
﹁
女
﹂、
英
語
の
﹁w

om
an

﹂、

フ
ラ
ン
ス
語
の
﹁fem

m
e

﹂
を
比
較
し
て
い
る
。

女
︵
を
ん
な
︶　

此
語
は
日
本
語
と
し
て
は
比
較
的
含
蓄
の
あ
る

語
で
あ
る
。
手
ざ
は
り
は
や
は
ら
か
、
色
と
匂
ひ
は
消
極
的
な

れ
ど
ゆ
た
か
な
り
。
音
楽
は
少
、
舞
踊
は
多
し
。

w
om

an

︵
ウ
ー
マ
ン
︶　

此
れ
は
あ
ま
り
詩
の
語
と
し
て
は
好
位

ち
に
お
か
る
べ
き
人
格
の
語
で
は
な
い
。

fem
m

e

︵
フ
ァ
ン
ム
︶　

第
一
に
舞
踊
の
め
ざ
ま
し
さ
が
晋
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
は
な
や
か
な
少
女
の
手
ざ
は
り
と
色
と
匂
ひ

が
あ
る
。
音
楽
も
極
め
て
陽
気
な
快
活
な
調
子
が
多
分
に
あ
る
。

詩
語
と
し
て
最
も
よ
し

35
。

こ
の
よ
う
に
大
手
拓
次
は
言
葉
に
﹁
色
﹂﹁
匂
い
﹂
さ
ら
に
は
﹁
舞
踊
﹂

を
見
出
し
、
そ
れ
を
一
つ
の
﹁
人
格
﹂
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。﹁
女
を
ん
な﹂

と

い
う
音
の
持
つ
含
蓄
を
大
切
に
し
た
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂

に
も
あ
る
﹁
女
鳥
﹂
を
﹁
め
ど
り
﹂
で
は
な
く
、
あ
え
て
ル
ビ
を
振
っ
て

﹁
を
ん
な
ど
り
﹂
と
読
ま
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
音
に
対
す
る
や
や
贔
屓
な
見
方
は
目
を
引
く
も

の
が
あ
る
。
こ
の
﹁
女
﹂
の
三
語
を
比
較
す
る
直
前
に
以
下
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

私
は
ま
だFrançais

︵
仏
語
︶
の
人
格
と
左
程
の
親
し
み
が
な
い

故
、
歌
ふ
事
は
出
来
な
い
。
け
れ
ど
、
仏
語
の
て
ざ
は
り
と
、
色

と
、
匂
ひ
と
、
音
楽
と
、
舞
踊
と
に
は
常
に
羨
望
の
眼
を
注
い
で

ゐ
る
の
で
あ
る

36
。

こ
の
よ
う
な
言
語
観
と
語
感
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、﹁
鈴
蘭
の
香

料
﹂
で
も
﹁
ベ
エ
ゼ
﹂
と
い
う
﹁
接
吻
﹂
を
意
味
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
音
を

ル
ビ
に
ふ
っ
て
、﹁
名な
ご
り残
の
接ベ
エ
ゼ吻
﹂
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、﹁
ベ

エ
ゼ
＝
接
吻
﹂
と
い
う
語
は
、
他
の
詩
で
も
頻
繁
に
使
わ
れ
て
お
り
、
詩

人
が
特
に
愛
着
を
持
っ
て
い
た
﹁
音
＝
語
﹂
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
﹁
接ベ
エ
ゼ吻

﹂

と
い
う
語
は
、﹃
悪
の
華
﹄
を
読
み
、
訳
し
な
が
ら
自
ら
の
語
と
し
て
い

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
明
治
四
十
五
︵
一
九
一
二
︶
年
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

﹁
亡
霊
﹂
の
一
節
を
訳
し
た
時
、
草
稿
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

わ
た
し
は
お
前
に
与
へ
よ
う
、
暗
い
女
よ
、

　

月
の
や
う
に
冷
た
い
ベ
ー
ゼ
を
。

　

又
、
穴
の
ま
は
り
に
這は

つ
て
ゐ
る

　

蛇
の
慈
愛
を

37
。
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草
稿
と
は
い
え
、
こ
れ
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
理
解
し
な
い
人
は
﹁
ベ
ー

ゼ
﹂
が
何
で
あ
る
か
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
先
に
見

た
よ
う
に
、﹁
ベ
ー
ゼ
﹂
の
意
味
は
謎
の
ま
ま
で
も
構
わ
な
い
、
そ
れ
よ

り
も
﹁
ベ
ー
ゼ
﹂
と
い
う
音
を
優
先
し
た
結
果
の
試
訳
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い

38
。
同
じ
よ
う
な
事
例
は
、
大
正
六
︵
一
九
一
七
︶
年
に
書
か
れ

た
﹁
恋
愛
す
る
悪
の
華
﹂
と
い
う
散
文
詩
に
も
見
ら
れ
る
。

そ
う
ざ
う
し
い
血
の
海
か
ら
、
ほ
そ
く
す
ん
な
り
と
の
び
あ
が
つ
て
咲

く
悪
の
華
は
、

美
し
さ
か
ぎ
り
な
く
、

神
の
ベ
エ
ゼ
の
な
か
に
そ
の
花
粉
を
ち
ら
し
ま
す

39
。

　

こ
こ
で
も
意
味
よ
り
も
音
・
人
格
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
﹁
悪
の

華
﹂
と
い
う
語
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
意
識
し
て
い
る
語
で
あ
る
こ
と
も

窺
わ
れ
る
。
大
手
拓
次
は
﹁
接
吻
﹂
に
﹁
ベ
ー
ゼ
﹂
と
い
う
ル
ビ
を
振
っ
て

用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
に　

明
治
四
十
五
︵
一
九
一
二
︶

年
に
書
か
れ
た
﹁
そ
だ
つ
接ベ
ー
ゼ吻

﹂
が
あ
る
。

　

あ
た
ま
の
裾
の
は
う
か
ら

　

く
ろ
い
渡
り
鳥
の
や
う
な
放
縦
が
な
が
れ
る
。

　

お
れ
は
、
秋
の
雨
の
ふ
と
い
灰は
ひ
い
ろ色

の
線す
ぢ条

に

　

絶た

え
る
を
り
な
く
た
た
か
れ
る
。

　

い
つ
ま
で
も
、
い
つ
ま
で
も
た
た
か
れ
る
。

　

ぬ
れ
羽
の
や
う
な
深
い
接ベ
ー
ゼ吻

が
生
ひ
育
つ

40
。

大
手
拓
次
は
、
こ
の
﹁
接ベ
ー
ゼ吻

﹂
と
い
う
語
の
他
に
も
、﹁néant

﹂
と
い
う

﹁
虚
無
﹂
と
い
う
意
味
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
好
ん
で
使
っ
て
い
る
。﹁
ベ
ー
ゼ
﹂

と
違
っ
て
、
大
手
拓
次
が
実
際
に
訳
し
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
に
こ
の
語

は
見
つ
か
ら
な
い
が
、﹃
悪
の
華
﹄
の
中
で
は
大
変
重
要
な
役
割
を
果
た

す
語
で
あ
り
﹁
夕
べ
の
諧
ハ
ー
モ
ニ
ー
調
﹂﹁
虚
無
を
好
む
心
﹂﹁
耕
す
骸
骨
﹂
な
ど
多
く

の
詩
で
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
語
も
﹃
悪
の
華
﹄
か
ら
と
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
漢
字
に
外
国
語
の
ル
ビ
を
振
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
他
の
詩
人
の
例
は
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
同
時
代
の
萩
原

朔
太
郎
の
﹃
青
猫
﹄
と
簡
単
に
比
較
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
萩
原

朔
太
郎
自
身
﹁
特
に
﹃
青
猫
﹄
の
ス
タ
イ
ル
は
、
彼
［
大
手
拓
次
］
か
ら
啓

示
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
多
い

41
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
外
国
語
の
ル
ビ

の
使
わ
れ
方
に
関
し
て
は
違
い
の
方
が
目
に
付
く
か
ら
で
あ
る
。
萩
原
朔

太
郎
は
﹃
青
猫
﹄
で
は
﹁
珈
琲
店
﹂
を
﹁
か
ふ
え
﹂、﹁
自
働
車
﹂
を
﹁
か
あ
﹂、

﹁
観
念
﹂
を
﹁
い
で
あ
﹂、﹁
心し
ん
ぞ
う像

﹂
を
﹁
い
め
え
じ
﹂
と
読
ま
せ
て
い
る

42
。

ま
た
﹁
蒼
ざ
め
た
馬
﹂
に
は
以
下
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

あ
あ
は
や
く
動
い
て
そ
こ
を
去
れ

　

わ
た
し
の
生ラ
イ
フ涯

の
映ス
ク
リ
ー画

膜ン

か
ら

　

す
ぐ
に
す
ぐ
に
外ず

り
さ
っ
て
こ
ん
な
幻
像
を
消
し
て
し
ま
へ

　

私
の
﹁
意
志
﹂
を
信
じ
た
い
の
だ
。
馬
よ

43
！
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こ
れ
ほ
ど
多
く
の
語
に
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る

が
、
萩
原
朔
太
郎
の
場
合
、
大
手
拓
次
に
あ
る
言
葉
の
人
格
に
対
す
る
こ

だ
わ
り
を
感
じ
る
こ
と
は
希
薄
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
日
本
語
に
は
な
か
っ

た
新
し
い
概
念
や
物
を
英
語
で
読
ま
せ
る
こ
と
で
、
新
味
を
加
え
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
手
拓
次
が
﹁
ベ
エ
ゼ
︵
ベ
ー
ゼ
︶﹂
と
読
ま
せ
た

﹁
接
吻
﹂
は
、
萩
原
朔
太
郎
の
﹁
怠
惰
の
暦
﹂
で
は
、

さ
う
し
て
遠
い
海
草
の
焚
け
て
る
空
か
ら　

爛
れ
る
や
う
な
接き
す吻

を
投

げ
よ
う

あ
あ　

こ
の
か
な
し
い
情
熱
の
外　

ど
ん
な
言
葉
も
知
り
は
し
な
い

44
。

と
あ
る
。
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
の
﹁
き

す
﹂
も
他
の
語
と
同
じ
よ
う
に
、
新
し
く
軽
快
な
調
子
を
作
り
出
す
効
果

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
決
し
て
萩
原
朔
太
郎
が
音
を
軽
視
し
て
い
た

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
手
拓
次
の
よ
う
に
、
言
葉
が
自
律
し
た
状

態
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

大
手
拓
次
の
場
合
、
日
本
語
の
詩
の
中
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
音
を
入
れ
る

こ
と
で
、
新
し
い
詩
語
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
語
を
通
し
て
日
本
語
を
相
対
化
し
、
そ
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
日
本
語
そ
の
も
の
に
新
し
い
魂
を
吹
き
込
も
う
と
努
力
し
た
の
で

あ
る
。
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
を
比
較
し
た
う
え
で
、
大
手
拓
次
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

ひ
る
が
へ
つ
て
思
ふ
に
日
本
語
は
、
ど
れ
も
ど
れ
も
語
尾
が
沈

ん
で
ゐ
て
、
余
韻
の
波
動
と
い
ふ
も
の
が
な
い
。
日
本
人
は
感
情

を
殺
し
て
人
に
見
せ
ま
い
と
す
る
習
慣
が
あ
つ
た
た
め
、
此
や
う

な
非
芸
術
的
な
言
葉
と
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
呪
ふ
べ
き
国
語

の
国
に
生
ま
れ
た
私
は
、France

の
美
し
い
言
葉
に
あ
こ
が
れ
な

が
ら
も
、
尚
此
醜
き
国
語
を
も
つ
て
自
分
の
情
を
の
べ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
を
つ
く
づ
く
残
念
に
思
ふ
。

　

呪
は
れ
た
国
語
の
国
は
何
時
詩
の
栄
え
る
時
が
来
る
だ
ら
う

45
。

こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
大
手
拓
次
は
日
本
語
を
﹁
呪
う
べ
き
国

語
﹂
と
し
て
本
当
に
憎
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
美
化

す
る
あ
ま
り
、
そ
の
反
動
と
し
て
日
本
語
を
卑
下
し
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
日
本
語
に
絶
望
を
し
て
い
た
ら
詩
を
書
く
こ
と
さ
え
で
き
な

か
っ
た
筈
で
あ
る
。﹁
新
体
詩
﹂
を
書
く
た
め
に
は
、
文
語
・
雅
語
・
古
語
、

ま
た
は
口
語
か
選
択
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
確
認
し
た

が
、
大
手
拓
次
は
口
語
を
選
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
当
時
の
感
覚
か
ら

し
た
ら
、
新
し
い
価
値
、
新
し
い
日
本
語
を
創
造
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
大
変
困
難
な
選
択
で
あ
っ
た
。

何
よ
り
も
言
葉
の
音
、
ほ
ん
と
の
、
ほ
ん
と
の
言
葉
の
ふ
か
い
音

を
研
究
し
て
、
会
得
し
、
体
認
す
る
事
が
必
要
で
す
。
日
本
の
こ

と
ば
に
は
、
ま
た
、
日
本
人
の
ふ
る
い
、
長
い
時
代
の
血
の
に
ほ

ひ
が
ぷ
ん
ぷ
ん
か
を
つ
て
ゐ
ま
す
。
日
本
人
た
る
吾
等
が
、
こ
の
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日
本
語
の
中
の
血
の
脈
を
つ
か
み
出
し
、
そ
れ
を
自
分
の
血
管
の

な
か
へ
入
れ
て
し
ま
ふ
の
は
、
左
程
の
困
難
で
は
な
い
で
し
せ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
も
限
り
な
い
努
力
が
要い

り
ま
す

46
。

大
手
拓
次
が
紡
ぐ
詩
に
不
思
議
な
力
が
あ
る
の
は
、
言
葉
を
唯
物
的
に

と
ら
え
、﹁
限
り
な
い
努
力
﹂
の
末
、
厳
選
さ
れ
た
言
葉
が
選
ば
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
ル
ビ
を
振
っ
た
の
も
、
単

な
る
西
洋
か
ぶ
れ
で
は
な
く
、
詩
的
な
言
葉
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

日
本
語
の
口
語
に
対
し
て
、
大
手
拓
次
流
に
新
し
い
命
を
吹
き
こ
み
、
新

し
い
価
値
を
創
り
出
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
が
今
日
使
っ
て

い
る
日
本
語
も
こ
の
よ
う
な
努
力
の
結
果
、
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
。

Ⅴ
．
「
鈴
蘭
の
香
料
」
解
釈
③　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
共
感
覚
：
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
万
物
照
応
」
―

こ
こ
ま
で
大
手
拓
次
の
象
徴
詩
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
か
、

そ
の
目
的
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
確
認
し
た
上
で
、
大
手
拓
次
独
特
の
言
語

観
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
フ
ラ
ン
ス
詩
／
フ
ラ
ン

ス
語
の
影
響
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
事
象
と
し

て
大
手
拓
次
の
象
徴
詩
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
﹁
共
感
覚
﹂
に
つ
い
て
言

及
し
て
お
き
た
い
。

本
論
で
扱
っ
て
い
る
詩
の
題
名
そ
の
も
の
が
﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
で
あ
り
、

最
後
か
ら
二
行
目
に
は
﹁
つ
よ
く
つ
よ
く
か
ら
み
つ
く
香
に
ほ
ひの

こ
と
ば
﹂
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
香
り
が
こ
の
詩
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
で

は
、﹁
み
ど
り
の
く
も
﹂、﹁
紫
紺
の
つ
ば
さ
﹂、﹁
ま
つ
さ
を
な
鉤か
ぎ

﹂、﹁
し

ろ
い
月
﹂
な
ど
色
彩
と
視
覚
に
関
す
る
表
現
が
目
に
付
く
。
こ
れ
も
大
手

拓
次
が
意
識
的
に
詩
の
中
に
組
み
込
み
感
覚
を
喚
起
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

﹁
魚
の
あ
し
お
と
﹂
で
聴
覚
に
関
す
る
表
現
を
用
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

﹁
名
残
の
接ベ
エ
ゼ吻
﹂、﹁
み
だ
れ
髪
﹂、﹁
な
や
ま
し
い
﹂、﹁
わ
た
し
の
か
ら
だ

に
し
な
し
な

0

0

0

0

と
ふ
る
へ
つ
い
て
ゐ
る
﹂
な
ど
の
表
現
か
ら
、
官
能
的
な
触

覚
を
感
じ
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
最
後
に
、﹁
も
や
も
や
と
し
た
﹂、﹁
つ

よ
く
つ
よ
く
﹂、﹁
し
な
し
な
﹂
と
い
う
音
の
繰
り
返
し
で
ゆ
っ
た
り
と
し

た
リ
ズ
ム
、
つ
ま
り
時
間
を
創
り
出
し
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
嗅
覚
、
視
覚
、
聴
覚
、
さ
ら
に
は
触
覚
も
総
動
員
さ
せ

た
﹁
共
感
覚
﹂
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
幻
覚
、
上
田
敏
の
言
葉
を
借
り
る
な

ら
ば
﹁
一
の
心
状
﹂、
一
つ
の
精
神
状
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
詩
を
作
り

出
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
技
法
は
、
大
手
拓
次
独
自
の
鋭
い
感
覚
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
特
に
嗅
覚
に
関
し
て
は
、
幼
少
の
こ
ろ
か

ら
注
意
を
受
け
る
く
ら
い
敏
感
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

牛
込
区
神
楽
坂
の
家
に
友
人
が
遊
び
に
来
る
と
、
噴
射
機
を
取
り
出
し
て

フ
ラ
ン
ス
の
香
水
だ
と
言
っ
て
、
あ
ち
こ
ち
に
香
水
を
撒
き
散
ら
し
た
と

い
う
逸
話
も
あ
る

47
。
大
手
拓
次
に
と
っ
て
は
香
り
を
撒
き
散
ら
す
こ
と

は
、
言
葉
を
撒
き
散
ら
す
こ
と
、
そ
し
て
言
葉
を
紡
ぐ
こ
と
は
、
香
り
を

撒
き
散
ら
す
こ
と
と
同
義
に
近
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。﹁
言
葉
の
香
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気
﹂
と
い
う
散
文
詩
は
、
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
。

こ
と
ば
は
、
空そ

ら

の
な
か
を
か
け
り
ゆ
く
香か
う
れ
う料

の
ひ
び
き
で
あ
る
。

ゆ
め
と
生せ
い
め
い命

と
あ
ざ
な
は
せ
て
、
ゆ
る
や
か
に
け
ぶ
り
な
が
ら
、

ま
つ
し
ろ
い
ほ
の
ほ
の
肌は
だ
を
あ
ら
は
に
魂
た
ま
し
ひの
う
へ
に
お
ほ
ひ
か

ぶ
せ
る
ふ
し
ぎ
の
い
き
も
の
で
あ
る

48
。

た
だ
し
、
象
徴
詩
を
作
る
に
あ
た
っ
て
﹁
共
感
覚
﹂
を
利
用
す
る
こ
と

は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
﹁
万
物
照
応
﹂
が
﹁
共

感
覚
﹂
を
歌
い
、
そ
れ
が
象
徴
主
義
の
根
本
原
理
と
な
っ
て
い
た
の
は
有

名
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
手
拓
次
は
、
こ
の
詩
を
﹁
交
通
﹂
と
題
し
て
大

正
三
︵
一
九
一
四
︶
年
末
に
は
訳
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
象
徴
詩
に

お
け
る
﹁
共
感
覚
﹂
の
重
要
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
詩
論
な
ど
か
ら
十
分
に
認

識
し
て
い
た
と
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
明
治
三
八
︵
一
九
〇
五
︶
年
に
出
た
蒲
原
有
明
の
﹃
春
鳥
集
﹄

の
﹁
自
序
﹂
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

視
聴
等
の
諸
官
能
は
常
に
鮮
か
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
生
意
を
保

た
ざ
る
べ
か
ら
ず
。［
⋮
］
視
聴
等
は
ま
た
相
交
錯
し
て
、
近
代

人
の
情
念
に
雑
り
、
こ
こ
に
銀
光
の
音
あ
り
、
こ
こ
に
嚠
喨
の
色

あ
り
。

　

心
眼
と
い
ひ
心
耳
と
い
ふ
と
雖
も
、
わ
れ
等
は
霊
の
香
味
を
も

嗅
味
の
諸
官
に
感
ず
る
こ
と
あ
り
。
嗅
味
を
称
し
て
卑
官
と
い
ふ

は
官
能
の
痛
切
を
知
ら
ざ
る
も
の
の
言
な
ら
む
か

49
。

蒲
原
有
明
は
、
諸
感
覚
の
混
交
を
説
い
て
お
り
、
嗅
覚
を
卑
し
い
感

覚
と
し
て
退
け
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
後
に

﹁
象
徴
主
義
の
移
入
に
就
い
て
﹂
の
中
で
﹁
象
徴
主
義
は
感
覚
の
総
合
整
調
、

即
ち
幻
想
の
意
識
的
創
造

50
﹂
を
目
指
す
も
の
だ
と
も
説
明
し
て
い
る
。

感
覚
の
重
要
性
を
説
い
た
の
は
、
蒲
原
有
明
だ
け
で
は
な
い
。
大
手
拓

次
の
庇
護
者
と
し
て
最
終
的
に
は
そ
の
詩
集
刊
行
を
後
押
し
す
る
こ
と
に

な
る
北
原
白
秋
も
﹃
邪
宗
門
﹄
の
﹁
扉
銘
﹂
で
﹁
詩
の
生
命
は
暗
示
に
し
て

単
な
る
事
象
の
説
明
に
は
非
ず
﹂
と
始
め
、
自
分
自
身
の
﹁
感
覚
﹂
を
頼

り
に
、
概
念
を
語
る
の
で
は
な
く
、
幻
想
を
創
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
と
説
い
て
い
る

51
。
象
徴
詩
や
デ
カ
ダ
ン
文
学
の
批
判
者
で
あ
っ

た
マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
の
﹃
現
代
の
堕
落
﹄
も
当
時
よ
く
読
ま
れ
て
い

た
著
作
で
あ
る
。
ノ
ル
ダ
ウ
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
、

元
来
は
医
者
で
あ
っ
た
が
、
世
紀
末
文
学
を
神
経
病
と
み
な
し
て
批
判
し
、

シ
ャ
ル
ル
・
モ
ー
リ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
﹁
象
徴
と
は
吾
人
の
感
覚
と
霊

魂
と
を
興
奮
せ
し
む
る
物
体
の
結
合
な
り
。
方
法
は
暗
示
な
り
。
そ
は

人
々
に
彼
等
の
曾
て
見
ざ
る
も
の
の
記
憶
を
与
ふ
る
質
問
な
り

52
﹂
と
述

べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
大
手
拓
次
が
多
少
な
り
と
も
参
考
に
し
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
﹁
感
覚
﹂
を
支
柱
と
す
る
考
え
方
の
大
本
に

は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
﹁
万
物
照
応
﹂
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
実
は
そ
れ

も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
の
発
明
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
岩
野
泡
鳴
が
私
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淑
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
リ
、
ま
た
は
フ
ー
リ
エ
な
ど
が
主
張
し
て
い
た

よ
う
に
、
も
と
か
ら
精
神
界
︵
目
に
見
え
な
い
も
の
︶
が
、
自
然
界
︵
目

に
見
え
る
も
の
︶
と
対
応
し
て
お
り
、
諸
感
覚
が
相
互
に
置
換
で
き
る
と

い
う
思
想
が
あ
っ
た
。

結
果
的
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
﹁
万
物
照
応
﹂
が
象
徴
派
の
基
本
理
念
と

な
っ
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
い
わ
ば
象
徴
主

義
の
﹁
本
丸
﹂
を
大
手
拓
次
は
﹁
交
通
﹂
と
訳
し
て
﹁
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
﹂

と
い
う
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。

交コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス通

自ナ
チ
ユ
ー
ル

然
は
生
き
て
ゐ
る
柱
ピ
リ
エ
ー
ルか

ら

と
き
と
し
て
錯
雑
し
た
言パ
ロ
ー
ル葉
を
出
さ
し
め
る
寺
で
あ
る
、

親
し
み
深
い
注ル
ガ
ル
ド意

で
そ
れ
を
見
る
人
は

象サ
ン
ボ
ル徴の

森
フ
オ
レ
エを

と
ほ
り
て
そ
こ
へ
ゆ
く
。

遠
く
よ
り
、
隠

テ
ネ
ブ
ル
ー
ズ
密
な
る
深
い
統ユ
ニ
テ
エ一

の
な
か
に 

冥
合
す
る
遥
か
な
る
木エ
コ

精オ

の
や
う
に
、

夜
る
の
や
う
に
、
又
光ク
ラ
ル
テ明の
や
う
に
ひ
ろ
く
、

匂
ひ
と
、
色
と
、
音お
と

と
は
相
荅
へ
る
。

そ
れ
は
子
供
の
肉
の
や
う
に
撥
剌
た
る
匂
ひ
で
あ
る
、

笛
の
音
の
や
う
に
こ
こ
ろ
よ
く
、
牧
場
の
や
う
に
み
ど
り
で
あ
る
、

そ
し
て
腐
れ
た
る
も
の
、
ゆ
た
か
に
誇
揚
す
る
も
の
は
、

琥
珀
や
麝
香
、
安バ

ン
ジ息

香オ
ア
ンや

、
薫ア
ン
サ
ン香

の
や
う
な
、

無
限
の
も
の
の
ひ
ろ
が
り
を
持
つ
て
、

霊
と
官
能
と
の
感
ト
ラ
ン
ス
ポ
オ
ル

激
を
歌
つ
て
ゐ
る

53
。

　

大
手
拓
次
が
言
葉
の
﹁
音
﹂
を
何
よ
り
も
大
切
に
し
て
い
た
と
は
い
え
、

こ
の
詩
で
の
フ
ラ
ン
ス
語
読
み
を
強
要
す
る
ル
ビ
の
多
さ
に
は
驚
く
べ
き

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
翻
訳
と
い
う
よ
り
は
音
を
そ
の
ま
ま
漢
字
の
上
に

置
い
た
形
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
語
の
音
に
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る

よ
う
な
印
象
さ
え
与
え
る
。
大
手
拓
次
が
訳
し
た
他
の
詩
で
は
こ
こ
ま
で

ル
ビ
が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
詩
に

は
特
別
な
感
情
を
抱
き
、
あ
る
種
の
敬
意
を
払
っ
て
い
た
と
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

こ
の
詩
の
中
の
第
一
節
で
は
、
詩
人
が
自
然
の
出
す
聞
こ
え
な
い
声
を

聞
く
者
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
る
で
長
い
木
霊
が
遠
く
で
交
わ

る
よ
う
に
、﹁
匂
い
﹂
と
﹁
色
﹂
と
﹁
音
﹂
が
応
え
合
う
と
あ
り
、
諸
感
覚

が
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
呼
応
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
子
供
の

肉
の
よ
う
で
、
オ
ー
ボ
エ
の
よ
う
に
快
く
、
草
原
の
よ
う
に
緑
色
の
新
鮮

な
香
り
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
共
感
覚
を
自
ら
の
詩
に
移
植
し
た

結
果
、
大
手
拓
次
の
﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
も
生
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
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Ⅵ
．
民
衆
派
、
白
樺
派
と
の
比
較

大
手
拓
次
の
時
代
、
新
体
詩
を
書
く
た
め
に
は
、
文
語
か
口
語
か
、
定

型
︵
主
に
七
五
調
︶
か
自
由
詩
か
、
さ
ら
に
は
主
題
や
技
法
な
ど
を
選
択

し
、
自
ら
の
詩
を
正
当
化
す
る
た
め
に
理
論
武
装
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

大
手
拓
次
が
﹁
私
の
象
徴
詩
論
﹂
を
書
い
た
の
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ

る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、﹁
批
評
家
が
詩
人
に
な
る
の
は
驚
く
べ
き
こ
と

か
も
し
れ
な
い
が
、
詩
人
の
内
に
批
評
家
が
い
な
い
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
54
﹂
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
日
本
の
詩
の
近
代
化
が
目
指
さ
れ
た

大
手
拓
次
の
時
代
に
も
あ
て
は
ま
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
大
手
拓
次
は
、
他

の
詩
人
た
ち
を
公
け
に
は
批
判
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
大
正
一
〇
︵
一

九
二
一
︶
年
六
月
一
八
日
の
手
紙
で
は
、﹁
民
衆
派
の
く
だ
ら
ぬ
詩
人
や
、

白
樺
の
千
家
元
麿
や
川
路
柳
虹
一
派
の
お
化
粧
詩

55
﹂
よ
り
も
﹁
上
位
﹂

の
詩
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
自
負
し
て
い
る
。
こ
れ
は
翌
年
、
北
原
白
秋

が
﹃
音
と
音
楽
﹄
に
寄
せ
た
﹁
考
察
の
秋
﹂︵
大
正
十
一
︵
一
九
二
二
︶
年
十

月
︶
の
中
で
民
衆
派
を
批
判
し
て
、
白
鳥
省
吾
と
の
論
争
に
発
展
す
る
こ

と
と
呼
応
し
て
い
る
。

大
手
拓
次
の
象
徴
詩
の
特
徴
を
よ
り
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
拓
次
や
白

秋
が
批
判
の
対
象
と
し
た
詩
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
簡
単
に
確

認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、
大
正
十
一
︵
一
九
二
二
︶
年
に
発
表
さ
れ

た
﹁
民
衆
派
﹂
に
属
す
る
白
鳥
省
吾
と
百
田
宗
治
の
詩
を
以
下
一
部
引
用

す
る
。

桃
賣
る
娘

貧
し
い
農
家
の
前
に

清
い
小
川
が
あ
り
、

飾
り
な
き
幼
き
姉
妹
等
は
ほ
ほ
ゑ
み
な
が
ら

橋
の
ほ
と
り
に
戸
板
を
据
ゑ

十
数
の
熟
し
た
る
天て
ん
し
ん津
桃も
も
を
並
べ
て

炎
天
の
下
に
商
っ
て
ゐ
る

56
。

春し
ゅ
ん
し
ょ
う宵

あ
る
晩
、

私
は
坂
の
途
中
の

一
軒
の
仕
立
屋
の
前
を
通
り
か
か
つ
た
、

硝
子
戸
の
は
ま
つ
た

貧
し
げ
な
小
さ
い
店
で
あ
つ
た
、

た
だ
一
つ
天
井
か
ら
吊つ
る

さ
れ
た
電
燈
の
下
で
、

亭あ
る
じ主

は
裁た
ち
も
の物

臺だ
い

に
む
か
つ
て
そ
の
仕
事
を
續
け
て
ゐ
た
、

傍か
た
わら
に
は
、
赤
い
手て
が
ら柄
を
か
け
た
細
君
が

同
じ
や
う
に
鏝こ
て

を
つ
か
つ
て

せ
つ
せ
と
夜よ
な
べ業

に
耽ふ
け

つ
て
ゐ
た

57
。

　

両
詩
と
も
に
技
巧
を
排
除
し
、
理
解
し
や
す
い
言
葉
を
使
っ
て
市
井
の
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生
活
を
描
き
、
桃
を
売
る
娘
た
ち
や
仕
立
て
屋
に
対
す
る
憐
憫
の
情
さ
え

感
じ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
大
正
時
代
の
民
主
主
義
運

動
が
あ
り
、
詩
に
政
治
的
な
目
的
が
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
政
治
的
な
運
動
は
も
と
よ
り
、
詩
話
会
な
ど
か
ら
も
距
離
を
と
り
、

高
踏
的
な
立
場
を
貫
い
た
大
手
拓
次
の
象
徴
詩
は
そ
の
対
極
に
位
置
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

次
に
、
白
樺
派
と
さ
れ
る
千
家
元
麿
の
﹁
秘
密
﹂
を
見
て
み
る
。

秘
密

子
供
は
眠
る
時

裸
に
な
っ
た
嬉
し
さ
に

籠
を
飛
び
出
し
た
小
鳥
か

魔
法
の
箱
を
飛
び
出
し
た
王
子
の
や
う
に

家
の
中
を
非
常
な
勢
い
で
か
け
廻
る
。

襖ふ
す
まで
も
壁
で
も
何
に
で
も
頭
で
も
手
で
も
尻
で
も
ぶ
つ
け
て

冷
た
い
空
気
に
ぢ
か
に
触
れ
た
嬉
し
さ
に
か
け
廻
る

母
が
小
さ
な
寝
巻
を
も
っ
て
う
し
ろ
か
ら
追
ひ
か
け
る

58
。

　

謎
は
な
く
、
子
供
の
無
邪
気
な
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
実
に
微
笑
ま

し
い
詩
で
あ
る
。
民
衆
派
に
し
て
も
白
樺
派
に
し
て
も
、
描
く
対
象
を
自

ら
の
外
に
見
出
し
、
市
井
の
生
活
を
飾
ら
な
い
言
葉
で
描
き
出
し
て
い
る
。

そ
れ
に
引
き
換
え
、
大
手
拓
次
の
場
合
、
外
界
を
描
い
て
い
る
よ
う
で
も
、

そ
の
視
線
は
主
に
内
面
に
向
か
っ
て
お
り
、
自
ら
の
悲
哀
や
憂
愁
な
ど
の

情
緒
が
独
特
の
リ
ズ
ム
で
刻
ま
れ
て
い
る
。
引
用
し
た
白
鳥
省
吾
、
百
田

宗
治
、
千
家
元
麿
の
詩
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
大
手
拓
次
の
詩
を
二

篇
引
用
し
て
お
く
。

 

か
ね

　

大
空
の
か
ね
は
、

　

あ
を
い
な
み
だ
を
お
と
し
た
。

　

ぽ
つ
た
り
と
、

　

ぽ
つ
た
り
と
。

　

そ
れ
で
ゐ
て
、
鐘か
ね

は
羽は
ね

を
ひ
ろ
げ
、

　

ば
た
ば
た
羽
ば
た
く
や
う
に
、

　

し
づ
か
に
を
さ
ま
り
、

　

あ
を
い
な
み
だ
を
な
が
し
て
は
、
な
り
つ
づ
け
る

59
。

　

こ
れ
は
、
大
正
一
〇
︵
一
九
二
一
︶
年
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
大

空
に
鐘
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
鳴
る
音
が
雨
の
よ
う
に
お
ち
て
く
る
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
の
雨
も
﹁
あ

お
い
涙
﹂
と
い
う
色
が
つ
き
、﹁
な
り
つ
づ
け
る
﹂
こ
と
で
視
覚
と
聴
覚
に

訴
え
か
け
な
が
ら
余
韻
を
残
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
言
葉
と
イ
メ

ー
ジ
の
重
な
り
で
、
一
つ
の
精
神
状
態
を
創
り
出
し
て
い
る
象
徴
詩
で
あ

る
。
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他
に
も
、
大
正
一
一
︵
一
九
二
二
︶
年
に
書
か
れ
た
、﹁
無
﹂
と
い
う
わ

ず
か
三
行
の
詩
が
あ
る
。

　
無

　

か
な
し
み
は
手
を
か
く
し
、

　

さ
び
し
さ
も
顔
を
ふ
せ
、

　

や
は
ら
か
く
よ
る
の
風
は
な
が
れ
る

60
。

　

や
は
り
明
確
な
意
味
は
掴
め
な
い
も
の
の
、
擬
人
化
さ
れ
た
﹁
か
な
し

み
﹂
や
﹁
寂
し
さ
﹂
の
中
に
、
ど
こ
か
居
た
た
ま
れ
な
い
気
持
ち
を
創
り

出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
も
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
と
知
り
合
っ
て
か
ら
、
約
十
年
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、

﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂
が
書
か
れ
て
か
ら
一
、
二
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
詩

人
の
内
面
を
幻
想
的
に
描
く
大
手
拓
次
の
象
徴
詩
は
短
い
間
で
完
成
の
域

に
達
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
語俯

瞰
し
て
み
る
と
、
大
手
拓
次
の
象
徴
詩
は
日
本
の
近
代
化
が
生
み
出

し
た
一
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
も
と
も
と
新
体
詩
そ
の
も
の

が
西
欧
の
詩
や
思
想
の
移
植
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
大
手

拓
次
の
象
徴
詩
も
、
明
治
以
降
、
日
本
の
社
会
が
西
洋
風
に
近
代
化
し
て

い
く
大
き
な
流
れ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
手
拓
次
の

象
徴
詩
の
背
後
に
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
マ
ラ
ル
メ
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
傾
倒
や
憧
れ
が
あ
り
、
和
魂
洋
才
、
西
洋
に
追

い
つ
き
追
い
抜
か
せ
を
目
指
し
た
明
治
以
降
の
日
本
の
姿
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
民
衆
派
や
白
樺
派
か
ら
は
距
離
を
と
り
、
一
種

高
踏
的
な
立
場
か
ら
日
本
の
近
代
詩
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
矜
持
も
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、
十
把
一
絡
げ
に
﹁
近
代
化
﹂
と
い
う
流
れ
の
中
で
大
手
拓
次

の
象
徴
詩
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
目
の
粗
い
俯
瞰
図

か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
よ
り
近
づ
い
て
見
て
み
る
と
、
大
手
拓

次
の
詩
に
は
、
む
し
ろ
反
近
代
的
な
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
近
代
化
は
、
西
洋
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
産
業
や
工
業
の
発
展

に
伴
っ
て
、
物
質
化
と
い
う
側
面
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

は
、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
化
を
生
き
た
詩
人
で
あ
り
、
機
械
に
よ
っ

て
物
質
化
さ
れ
て
い
く
社
会
を
強
烈
に
批
難
し
た
。

　

世
界
は
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
存
続
す
る
か
も
し
れ

ぬ
唯
一
の
理
由
は
、
世
界
が
今
も
あ
る
か
ら
だ
。［
⋮
］
機
械
が

わ
れ
わ
れ
を
す
っ
か
り
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
し
て
し
ま
い
、
進
歩
に

よ
っ
て
我
々
の
精
神
的
な
部
分
全
て
が
衰
え
て
し
ま
っ
た
結
果
、

夢
想
家
の
冷
酷
で
、
冒
涜
的
な
、
ま
た
は
反
自
然
的
な
幻
想
の
ど

れ
も
、
進
歩
の
現
実
的
な
結
果
に
は
比
べ
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ

う
61
。
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大
手
拓
次
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
よ
う
に
進
歩
そ
の
も
の
に
対
し
て
批

判
的
な
眼
差
し
は
向
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
目
に
見
え
な

い
も
の
よ
り
も
、
目
に
見
え
る
も
の
、
精
神
的
な
も
の
よ
り
も
、
物
質
的

な
も
の
が
尊
ば
れ
る
こ
と
が
近
代
化
の
一
面
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

よ
う
な
潮
流
の
中
で
象
徴
詩
を
書
く
こ
と
は
何
を
意
味
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
精
神
的
な
も
の
の
価
値
を
訴
え
る
行
為
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
内
面
の
情
緒
を
尊
ぶ
こ
と
が
象
徴
詩
の
系
譜
と
し
て
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
正
に
入
り
社
会
の
民
主
化
と
い
う
流
れ
の
中
で
、

外
界
と
い
う
物
質
的
な
世
界
が
文
学
で
も
重
要
視
さ
れ
て
い
く
中
で
、
象

徴
詩
を
書
く
と
い
う
選
択
に
は
反
近
代
的
な
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
近
代
化
の
中
で
反
近
代
的
な
立
場
を
と
る
、
こ
の
よ
う
な
二
重
性

は
、
大
手
拓
次
が
敬
愛
し
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
も
み
ら
れ
る
事
象
で
あ
り
、

そ
の
点
に
お
い
て
も
二
人
の
詩
人
は
共
鳴
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

大
手
拓
次
の
詩
は
、
完
全
に
物
質
化
さ
れ
た
現
代
の
我
々
が
忘
れ
か
け
て

い
る
精
神
的
な
部
分
の
重
要
性
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

註1 

本
論
で
は
、
論
旨
の
展
開
に
必
要
な
内
容
に
限
り
、
以
下
の
拙
論

で
既
に
言
及
し
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。﹁
大
手
拓
次
の
言
語
観

と
蛇
の
表
象 

︱
﹃
悪
の
華
﹄
を
通
じ
て
︱
﹂﹃
流
域
﹄
八
三
号
、
青

山
社
、
平
成
三
〇
︵
二
〇
一
八
︶
年
、
二
八
︱
三
八
頁
;”O

té Takuji, 

Baudelaire, and the Poetics of Sym
bolism

”, A
m

eriQ
uests, v. 13, 

Vanderbilt U
niversity (N

ashville), 2017, p.  21-27 ; ﹁
日
本
に
お
け
る

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受
容
︱
文
壇
編
：
山
村
暮
鳥
と
大
手
拓
次
の
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
訳
に
つ
い
て
﹂﹃
風
﹄
第
十
八
号
、
群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
館

文
学
館
、
平
成
二
七
︵
二
〇
一
五
︶
年
、
一
︱
二
〇
頁
。

2 

大
手
拓
次
﹁
鈴
蘭
の
香
料
﹂﹃
大
手
拓
次
全
集
﹄
第
一
巻
、
白
鳳
社
、

昭
和
四
五
︵
一
九
七
〇
︶
年
、
四
六
五
頁
。
以
下
、
大
手
拓
次
の
引
用

は
こ
の
白
鳳
社
の
全
集︵
第
一
巻
、
昭
和
四
五︵
一
九
七
〇
︶年
～
第
五
巻
、

昭
和
四
六︵
一
九
七
一
︶年
︶に
よ
る
も
の
と
し
、
巻
数
と
頁
の
み
を
記
す
。

3 

外
山
正
一
、
谷
田
部
良
吉
、
井
上
哲
次
郎
﹃
新
体
詩
抄
﹄
丸
屋
善
七
、

明
治
一
五
︵
一
八
八
二
︶
年
、
一
五
頁
。

4 

夏
目
漱
石﹃
坊
ち
ゃ
ん
﹄、﹃
漱
石
文
学
全
集
﹄集
英
社
、
昭
和
五
七︵
一

九
八
二
︶
年
、
八
六
頁
。

5 

同
上
、
二
〇
頁
。

6 

大
手
拓
次
﹁
日
記
﹂
明
治
四
〇
︵
一
九
〇
七
︶
年
十
月
二
六
日
、
五
巻
、

六
七
七
頁
。

7 

同
上
、
六
七
〇
頁
。

8 

蒲
原
有
明
﹁
屋
根
の
く
さ
﹂﹃
春
鳥
集
﹄
本
郷
書
院
、
明
治
三
八
︵
一

九
〇
五
︶
年
、
一
四
五
︱
一
四
七
頁
。

9 

川
路
柳
虹
﹁
塵
塚
﹂﹃
路
傍
の
花
﹄
東
雲
堂
書
店
、
明
治
四
三
︵
一
九

一
〇
︶
年
、
一
五
八
︱
一
五
九
頁
。

10 

大
手
拓
次
﹁
日
記
﹂
明
治
四
〇
︵
一
九
〇
七
︶
年
、
五
巻
、
六
八
一
頁
。

11 

原
子
朗
﹃
大
手
拓
次
研
究
﹄﹃
大
手
拓
次
全
集
別
巻
﹄
白
鳳
社
、
昭
和

四
六
︵
一
九
七
一
︶
年
、
一
〇
九
頁
以
降
。

12 

以
下
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
関
す
る
言
説
に
つ
い
て
は
、
拙
論
﹁
日
本

に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受
容
︱
文
壇
編
：
山
村
暮
鳥
と
大
手
拓
次

の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
訳
に
つ
い
て
﹂﹃
風
﹄
群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
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館
紀
要
、
一
八
号
、
一
︱
二
〇
頁
参
照
。

13 
大
手
拓
次
﹁
日
記
﹂
明
治
四
三
︵
一
九
一
〇
︶
年
二
月
八
日
、
五
巻
、

七
四
二
頁
。

14 

大
手
拓
次
﹁
私
の
象
徴
詩
論
﹂
五
巻
、
一
五
頁
。

15 

大
手
拓
次
﹁﹃
悪
の
華
﹄
の
詩
人
へ
﹂
一
巻
、
三
八
二
︱
三
八
三
頁
。

16 

蒲
原
有
明
﹁
象
徴
主
義
の
移
入
に
就
い
て
﹂︵
大
正
三
︵
一
九
一
四
︶・

昭
和
一
三
︵
一
九
三
八
︶
年
︶﹃
飛
雲
抄
﹄﹃
明
治
文
学
回
顧
録
集
﹄
二
巻
、

筑
摩
書
房
、
昭
和
五
五
︵
一
九
八
〇
︶
年
、
二
七
五
頁
。

17 

永
井
荷
風
﹃
歓
楽
﹄
易
風
社
、
明
治
四
二
︵
一
九
〇
九
︶
年
、
五
七
頁
。

18 

島
崎
藤
村﹁﹃
人
為
楽
園
﹄に
就
い
て
﹂﹃
早
稲
田
文
学
﹄明
治
四
五︵
一

九
一
二
︶
年
二
月
。

19 

山
村
暮
鳥
﹁
此
の
存
在
で
あ
る
﹂︵
大
正
四
︵
一
九
一
五
︶
年
？
︶﹃
山

村
暮
鳥
全
集 

第
四
巻
﹄
筑
摩
書
房
、
平
成
二
︵
一
九
九
〇
︶
年
、
四
六

六
頁
。

20 

萩
原
朔
太
郎
﹃
新
し
き
欲
情
﹄﹃
萩
原
朔
太
郎
全
集
﹄
第
四
巻
、
筑
摩

書
房
、
昭
和
五
十
︵
一
九
七
五
︶
年
、
六
七
頁
。

21 

芥
川
龍
之
介
﹃
彼
﹄﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄
岩
波
書
店
、
平
成
六
︵
一

九
九
四
︶
年
、
一
〇
頁
。

22 
Th

e Poem
s of C

harles Baudelaire. Selected and translated from
 the 

French, w
ith an introductory study, by F. P. Sturm

, London, Th
e 

W
alter Scott Publishing, coll. Th

e C
anterbury poets, [1906].

ま
た

以
下
の
書
も
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
。Pastels in Prose from

 the French. 
Translated by Stuart M

errill, N
ew

 York, H
arper &

 Brothers,1890.

23 

萩
原
朔
太
郎
﹃
詩
論
と
感
想
﹄﹃
萩
原
朔
太
郎
全
集
﹄
第
八
巻
、
筑
摩

書
房
、
昭
和
五
一
︵
一
九
七
六
︶
年
、
二
四
頁
。

24 

逸
見
享
宛
書
簡
、
大
正
五
︵
一
九
一
六
︶
年
︵
推
定
︶
一
二
月
四
日
、

五
巻
、
四
五
七
頁
。

25 

大
手
拓
次
﹁
私
の
象
徴
詩
論
﹂
五
巻
、
二
七
頁
。

26 

大
手
拓
次
﹁
私
の
象
徴
詩
論
﹂
五
巻
、
二
二
頁
。

27 
V

igié-Lecocq, La Poésie contem
poraine, 1884-1896, Paris, 

M
ercure de France, 1897, p. 212.

28 

大
手
拓
次
﹁
私
の
象
徴
詩
論
﹂
五
巻
、
二
三
頁
。

29 

上
田
敏
﹃
海
潮
音
︱
上
田
敏
詩
集
﹄
新
潮
文
庫
、
平
成
二
三
︵
二
〇

一
一
︶
年
、
七
︱
八
頁
。

30 
Jules H

uret, Enquête sur l’évolution littéraire, Bibliothèque-
C

harpentier, 1891, p. 60. 

以
下
の
邦
訳
が
あ
る
。
ジ
ュ
ー
ル
・
ユ
レ

﹃
詩
人
た
ち
と
の
対
話
︱
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
人
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
︱
﹄

平
野
威
馬
雄
訳
・
編
、
彌
生
書
房
、
昭
和
五
五
︵
一
九
八
〇
︶
年
。

31 

マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
﹃
現
代
の
堕
落
﹄
中
島
茂
一
訳
、
大
日
本
文

明
協
会
、
大
正
三
︵
一
九
一
四
︶
年
、
一
三
六
︱
一
三
七
頁
。

32 
Baudelaire, Fusées, M

on cœur m
is à nu et d’autres fragm

ents posthum
es, 

édition d’André G
uyaux, G

allim
ard, folio classique, 2016, p. 64. 

33 

大
手
拓
次
﹁
私
の
象
徴
詩
論
﹂
五
巻
、
二
〇
頁
。

34 

逸
見
享
宛
書
簡
、
大
正
五
︵
一
九
一
六
︶
年
︵
推
定
︶
一
二
月
四
日
、

五
巻
、
四
五
八
頁
。

35 

大
手
拓
次
﹁
私
の
象
徴
詩
論
﹂
五
巻
、
一
四
頁
。

36 

同
上
。

37 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
﹁
亡
霊
﹂
四
巻
、
二
〇
八
頁
。
大
手
拓
次
の
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
訳
に
関
し
て
は
、
中
田
宏
明
編
﹁
大
手
拓
次
訳
詩
︵
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
原
文
対
訳
︶﹂﹃
風
﹄
十
八
号
、
群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
、

二
〇
一
五
年
三
月
、
二
一
︱
四
七
頁
も
適
宜
参
考
に
し
た
。

38 
こ
の
訳
詩
が
昭
和
二
︵
一
九
二
七
︶
年
に
﹃
近
代
風
景
﹄
に
掲
載
さ
れ

る
際
に
は
﹁
ベ
ー
ゼ
﹂
は
﹁
接
吻
﹂
と
な
っ
て
い
る
。

39 

大
手
拓
次
﹁
恋
愛
す
る
悪
の
華
﹂
四
巻
、
九
九
頁
。
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40 

大
手
拓
次
﹁
そ
だ
つ
接ベ

ー
ゼ吻
﹂
一
巻
、
二
〇
〇
頁
。

41 

萩
原
朔
太
郎
﹁
跋
︱
大
手
拓
次
君
の
詩
と
人
物
︱
﹂﹃
大
手
拓
次

全
集
﹄
別
巻
、
三
八
三
頁
。

42 
萩
原
朔
太
郎
﹃
青
猫
﹄﹃
萩
原
朔
太
郎
全
集
﹄
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
〇

︵
一
九
七
五
︶
年；

﹁
閑
雅
な
食
欲
﹂
一
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