
詩
的
模
倣
の
概
念
に
つ
い
て

ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
詩
学
」
を
中
心
と
し
て

毛

利

千

鶴

 
 
 
 
 
 
 
 
（
【
）

 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
 
「
詩
学
」
 
（
U
①
眉
。
⑦
自
。
㊤
）
 
四
章
に
お
い
て
詩
の

原
因
を
二
つ
あ
げ
て
、
そ
の
一
を
、
人
間
の
模
倣
の
本
能
、
他
を
、
模
倣
さ
れ

た
も
の
に
感
ず
る
入
間
の
よ
ろ
こ
び
と
し
て
い
る
ω
。

 
詩
が
人
間
に
と
っ
て
本
能
的
で
あ
る
の
は
、
模
倣
が
、
一
つ
の
人
間
的
本
能

で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
詩
が
私
達
に
喜
び
を
与
え
る
の
は
、
模
倣
が
、
人
間
の

本
性
に
ね
ざ
す
喜
び
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
形
而
上
学
」
に
お
い

て
、
人
間
に
は
、
知
ろ
う
と
す
る
本
能
が
あ
る
②
、
と
い
わ
れ
、
 
「
ニ
コ
マ
コ

ス
倫
理
学
」
に
お
い
て
、
人
間
に
は
、
善
い
も
の
に
な
り
た
い
と
思
う
欲
望
が

生
れ
つ
き
そ
な
わ
っ
て
い
る
㈲
、
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
意
味

で
、
 
「
詩
学
」
の
出
発
点
は
、
模
倣
の
本
能
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
 
「
模
倣
」
 
（
ミ
ミ
ミ
ハ
）
と
い
う
語
を
、
と
り
わ
け

詩
と
音
楽
に
か
ぎ
っ
て
用
い
て
い
る
が
ミ
誌
㍗
ぎ
へ
と
い
う
動
詞
の
型
で
は
、

た
え
ず
、
他
の
芸
術
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
一
般
に
詩
の
み
な
ら

ず
、
芸
術
は
、
模
倣
と
し
て
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
Ω
出
げ
Φ
H
け
竃
ロ
罎
餌
同
は
、
 
「
芸
術
は
、
単
な
る
模
倣
以
上
の
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
私
達
は
感
じ
て
い
る
。
近
代
の
批
評
家
達
は
、
む
し
ろ
、
芸

術
が
何
ら
か
の
模
倣
的
要
素
を
含
む
こ
と
を
否
定
す
る
傾
向
が
あ
る
。
私
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
正
し
い
と
考
え
て
い
る
。
芸
術
は
一
つ
の
ミ
メ
シ
ス
（
ミ
、

§
ミ
ハ
）
な
の
で
あ
る
。
私
達
が
こ
の
論
述
に
け
ち
を
つ
け
る
の
は
、
こ
の
語

の
正
確
な
意
味
を
、
私
達
が
会
得
し
て
い
な
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
」
ω
と
述

べ
て
い
る
。

 
そ
う
い
う
わ
け
で
、
 
ζ
ロ
霞
⇔
＜
 
の
云
う
、
模
倣
と
い
う
語
の
正
確
な
意
味

と
は
、
ど
う
い
う
内
容
を
も
つ
も
の
か
、
特
に
、
詩
的
模
倣
が
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
と
っ
て
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、
彼
の
「
詩
学
」
を
、
そ
の
面
か
ら

考
察
す
る
こ
と
を
、
こ
の
論
文
の
主
題
と
し
た
い
。

 
ω
 
》
誌
。
。
8
貯
巴
8
旧
U
Φ
b
o
Φ
二
〇
簿
目
奮
①
蔭
t
δ

 
 
 
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
ド
ゆ
団
惑
讐
。
目
が
、
詩
の
原
因
を
、
模
倣
の
本

 
 
 
能
、
と
模
倣
の
産
物
に
つ
い
て
の
喜
び
、
と
し
て
い
る
（
H
・
切
気
妻
讐
の
戯

 
 
 
》
泣
。
。
8
二
①
o
づ
荘
①
〉
含
o
h
℃
o
Φ
什
q
お
8
噛
○
箆
o
a
・
℃
昌
9
詰

 
 
 
刈
）
の
に
対
し
て
、
ω
．
缶
．
ゆ
q
8
ゲ
2
は
、
模
倣
の
本
能
及
び
調
和
と

 
 
 
律
の
本
能
を
詩
の
原
因
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
を
と
っ
て
い

 
 
 
る
。
 
（
ω
．
鼠
●
し
d
暮
O
ゲ
①
鳥
登
臨
。
。
8
叶
一
〇
ゴ
↓
げ
Φ
O
村
く
O
｛
℃
O
⑦
曙
き
創

 
 
 
喝
厨
。
舞
け
・
富
幽
・
凡
書
O
）

（1）

詩
的
模
倣
の
概
念
に
つ
い
て



 
 
 
夫
々
の
説
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
し

 
 
 
た
。
只
、
私
は
、
こ
こ
で
、
し
d
矯
≦
明
美
の
説
を
と
る
こ
と
に
し
た
。

 
 
ω
 
山
女
。
・
け
9
巴
＄
旧
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。
富
℃
ザ
《
ω
δ
p
冒
頭
の
文
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蝉
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三
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目
㊤
b
Q
刈
O
篤
o
H
α
娼
●
α
艀

 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
）

 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
摸
倣
（
ミ
ミ
ミ
ハ
）
と
い
う
語
を
何
度
も
用
い
て
い
‘

な
が
ら
、
ど
こ
に
も
、
そ
の
明
確
な
概
念
規
定
を
与
え
て
は
い
な
い
。
既
に
プ

ラ
ト
ン
が
、
こ
の
語
を
彼
の
哲
学
体
系
に
と
り
入
れ
て
、
詩
を
は
じ
め
、
そ
の

他
の
芸
術
に
適
用
し
て
い
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
直
接
に
は
、
こ
れ
を

う
け
て
、
ミ
ミ
ミ
ハ
を
、
 
「
詩
学
」
「
の
根
本
概
念
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
け

れ
ど
も
ミ
、
ミ
ミ
ハ
と
い
う
概
念
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
作
り
だ

さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
当
時
一
般
の
概
念
を
、
プ
ラ
ト
ン
が
、
た
だ
襲
用
し

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

 
一
体
、
ギ
リ
シ
ャ
に
は
、
少
く
と
も
、
今
日
私
達
が
い
う
芸
術
と
い
う
意
味

に
あ
た
る
語
は
な
か
っ
た
、
ゆ
帰
宅
讐
2
に
よ
る
と
㈲
、
西
洋
で
、
芸
術
と
い

う
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ゲ
ー
テ
や
ウ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
時
代

か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
が
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
、
芸
術
と
技
術
の
両
方
に

↓
簿
還
の
語
が
用
い
ら
れ
、
両
者
は
未
分
化
の
統
一
を
な
し
て
い
た
。
プ
ラ

ト
ン
は
、
 
「
法
律
」
十
巻
で
徴
N
§
に
つ
い
て
、
当
時
の
無
神
論
者
達
の
説

に
ふ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
㈲
マ
簿
ミ
は
、
後
に
な
っ
て
か
ら
、
こ

れ
ら
の
も
の
（
自
然
と
偶
然
）
か
ら
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の

性
格
も
そ
の
出
生
も
死
す
べ
き
定
め
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
お
く
れ

て
、
何
か
児
戯
に
類
す
る
も
の
を
生
ん
だ
。
こ
の
舐
ペ
ミ
の
産
物
た
る
や
、

真
実
性
の
ま
る
で
な
い
も
の
、
そ
れ
を
生
ん
だ
舐
ぺ
§
そ
の
も
の
と
同
様
に

何
か
影
の
ご
と
き
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
丁
度
、
絵
画
や
音
楽
や
、
そ
の
ほ

か
こ
れ
と
同
列
に
数
え
ら
れ
る
舐
ぺ
§
の
生
み
だ
す
と
こ
ろ
の
も
の
に
似
て

い
る
。
こ
う
し
た
諏
べ
§
の
中
で
、
も
し
何
ら
か
の
真
実
の
価
値
あ
る
も
の

を
生
み
だ
す
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
医
術
や
、
農
耕

の
術
や
体
育
術
の
よ
う
に
、
そ
の
能
力
を
自
然
と
共
同
さ
せ
る
か
ぎ
り
の
技
術

だ
け
で
あ
る
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
 
「
あ
ら
ゆ
る

技
術
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
は
、
・
自
然
の
短
所
を
完
全
に
す
る
目
的
を
も
っ
て
い

る
。
」
ω
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
か
ら
み
る
と
、
 
諏
尺
§
は
、
む

し
ろ
色
々
の
実
用
的
技
術
を
意
味
し
た
と
み
え
る
。
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
国

家
」
で
は
、
種
々
の
道
具
を
製
作
す
る
技
術
と
そ
れ
を
使
用
す
る
技
術
と
が
区

別
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
模
倣
す
る
技
術
が
別
に
あ
げ
ら
れ
て
い

る
㈹
。
馬
具
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
を
作
る
大
工
と
、
こ
れ
を
使
う
馬
術
家

と
、
こ
れ
を
描
く
画
家
と
が
、
こ
の
三
つ
の
技
術
を
代
表
す
る
。
こ
の
分
類
に

よ
る
と
、
芸
術
が
、
 
「
模
倣
」
と
い
う
点
で
、
他
の
技
術
か
ら
区
別
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
、
芸
術
は
「
模
倣
技
術
」

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
語
は
古
く
か
ら
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
そ
の
哲
学
体
系
を
、
み
る
（
奄
o
S
o
o
㍉
マ
）

と
行
う
（
 
 
、
村
も
袋
叶
嫡
0
へ
て
）
と
作
る
 
（
目
ミ
驚
て
）
と
に
三
分
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
哲
学
体
系
は
、
論
理
学
と
実
践
学
と
制
作
学
と
の
三
領

域
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
技
術
の
問
題
は
、
制
作
学
に
属
す
る
も
の
で
あ

る
。

（2）



 
 
「
詩
学
」
が
狭
義
の
き
導
ミ
（
即
ち
詩
、
の
技
術
的
方
法
を
規
定
し
た
も

の
と
し
て
、
広
義
の
越
建
ミ
ハ
の
学
（
制
作
学
）
に
属
す
る
こ
と
は
、
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
が
、
模
倣
の
技
術
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
笥
。
奪
ミ
ハ
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
 
一
種
の
ミ
§
ミ
ハ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
 
「
模
倣
は
制
作
の
一
種
類
で
あ
る
」
㈲
と
云
い
、
し
か
も

「
事
物
を
非
存
在
か
ら
存
在
へ
移
ら
せ
る
も
の
は
、
目
ミ
、
唱
ミ
ハ
で
あ
り
、
す

べ
て
の
技
術
の
過
程
は
制
作
的
で
あ
る
。
」
㈹
と
の
べ
て
、
こ
の
意
味
に
お
げ

る
き
奪
ミ
ハ
を
有
す
る
人
が
昌
ミ
鷲
済
と
よ
ば
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。 

そ
れ
で
は
、
模
倣
と
い
う
制
作
は
ど
う
い
う
制
作
で
あ
る
か
、
一
般
に
、
模

倣
と
い
う
制
作
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ

は
、
人
が
自
然
の
生
産
、
又
は
人
間
の
制
作
を
手
本
と
し
て
、
そ
れ
と
同
様
の

や
り
方
で
制
作
す
る
こ
と
で
あ
り
、
．
も
う
一
つ
は
、
自
然
の
所
産
や
、
入
間
の

生
産
物
を
模
し
て
模
像
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て

も
、
模
倣
す
る
（
ミ
発
㍉
さ
ミ
）
と
い
う
動
詞
は
、
こ
の
二
つ
の
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
「
自
然
学
」
で
、
 
コ
般
に
、
技
術
は
一
方
で
、
自
然
が
な
し

と
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
完
成
さ
せ
、
他
方
で
、
自
然
を
模
倣
す
る
」

⑫
と
い
う
の
は
、
自
然
の
合
目
的
活
動
に
倣
っ
て
、
そ
れ
と
同
様
の
仕
方
で
制

作
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
「
詩
学
」
十
五
章
に
お
い
て
、

「
す
ぐ
れ
た
肖
像
画
家
を
模
倣
す
べ
き
で
あ
る
」
㈱
と
い
う
の
も
、
詩
人
が
、

モ
デ
ル
に
似
て
し
か
も
も
っ
と
美
し
い
も
の
を
描
く
画
家
の
創
作
法
に
倣
う
べ

き
で
あ
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
芸
術
の
本
質
的
モ
メ

ン
ト
と
考
え
る
模
倣
は
、
す
で
に
生
産
さ
れ
た
対
象
を
、
客
体
と
し
て
模
倣
す

詩
的
模
倣
の
概
念
に
つ
い
て

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
詩
学
」
の
原
理
と
し
て
の
ミ
§

ミ
ハ
は
、
自
然
の
所
産
を
模
倣
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
0
9
ま
た
、
こ
れ
が
一

般
に
模
倣
説
に
お
い
て
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（14） （13） （12） （11） （10） （9） （8） （7） （6） （5）
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（
三
）

 
以
上
述
べ
た
意
味
で
の
模
倣
は
、
つ
ね
に
、
何
ら
か
の
対
象
の
表
現
で
あ

る
。
そ
れ
は
表
現
さ
れ
る
べ
き
対
象
を
、
原
像
と
し
て
前
提
し
、
こ
れ
に
似
た

模
像
（
 
∪
 
 
 
、
史
融
e
て
）
㈲
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。

 
古
く
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
悲
劇
の
中
に
於
て
㈲
 
「
ミ
、
動
．
⑳
～
§
喬
ぞ
ミ

§
9
ハ
隻
ミ
ミ
ミ
 
動
黙
融
。
ハ
。
卸
銭
s
魯
ミ
§
ヨ
㌃
ミ
黛
ハ
窪
溜
轟
誘
。
ハ
」

と
い
う
句
の
中
に
も
⑩
詳
§
と
い
う
語
が
見
出
さ
れ
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
も

か
つ
て
、
画
家
の
パ
ル
ハ
シ
オ
ス
の
も
と
に
行
き
、
会
話
し
て
、
（
「
芸
術
と
は
）

見
た
と
こ
ろ
の
も
の
の
模
写
（
几
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
〉
 
 
 

狽
O
へ
融
黛
畦
へ
爵
べ
S
マ
O
為
S
、
h
e
◎
杷
S
℃
）
で
は
な
い
か
」

と
言
っ
た
と
い
う
。
㈲

 
既
に
紀
元
前
五
世
紀
、
画
家
ゼ
ク
シ
ウ
ス
の
逸
話
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
錯
覚
を
お
こ
さ
せ
る
程
、
真
に
迫
っ
た
模
倣
を
た
た

え
、
そ
の
よ
う
な
模
倣
の
技
術
を
も
っ
た
芸
術
家
を
歎
賞
し
た
。
形
似
を
よ
ろ

こ
び
、
迫
真
の
妙
技
を
た
た
え
る
と
い
う
芸
術
享
受
の
態
度
が
当
時
一
般
に
行

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ポ
リ
ユ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
カ
ノ
ン
」
の

よ
う
な
技
法
上
の
規
律
を
定
め
た
も
の
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
間

の
事
情
を
よ
く
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
そ
の
対
象
が
、
ど
れ
だ
け
真
に
迫
っ
て

描
写
さ
れ
る
か
と
い
う
そ
の
真
実
性
は
、
文
芸
の
面
で
は
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の

写
実
的
な
ド
ラ
マ
0
3
に
お
い
て
追
求
さ
れ
て
い
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
、
 
「
国

家
」
十
巻
⑲
で
行
っ
た
詩
人
追
放
論
で
も
、
ゼ
ク
シ
ウ
ス
や
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の

目
⑦
巴
δ
旨
が
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
思
え
る
。

 
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
模
倣
と
し
て
は
、
ま
ず
写
実
的

な
模
倣
を
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
お
い
て
、
 
ミ
ミ
ミ
n
と
い
う
語
は
、

特
に
、
詩
と
音
楽
に
か
ぎ
っ
て
用
い
ら
れ
た
が
、
模
倣
す
る
（
ミ
特
捜
ぎ
馬
）

と
い
う
動
詞
の
形
で
は
、
他
の
芸
術
に
つ
い
て
も
、
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い

る
。
特
に
、
 
ミ
ミ
ミ
ハ
の
概
念
は
絵
画
に
多
く
適
用
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も

詩
的
模
倣
の
説
明
の
た
め
に
、
頻
々
と
、
造
型
的
模
倣
が
引
き
会
い
に
出
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
れ
ば
、
彼
も
、
こ
の
概
念
に
お
い
て
、
ま
ず
、
形
に
よ

る
形
の
模
倣
を
考
え
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

 
「
詩
学
」
四
章
で
、
 
「
き
わ
め
て
正
確
に
う
つ
し
た
も
の
を
み
て
、
人
は
よ

ろ
こ
ぶ
の
で
あ
る
。
」
⑳
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ

て
は
視
覚
に
よ
る
対
象
の
再
現
が
、
模
倣
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
と

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
、
詩
的
模
倣
も
問
題
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
⑳
 
「
詩
学
」
で
は
、
次
の
箇
所
で
、
い
ず
れ
も
絵
画
や
画
家
の
例
を
引
い

て
、
詩
的
模
倣
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

＠＠＠＠＠＠＠＠
 
こ
の
よ
う
に
多
く
の
箇
所
で
、

ら
れ
て
い
る
。

 
一
般
に
、
 
「
模
倣
と
い
う
語
が
、
ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
、
詩
に
適
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
詩
の
劇
的
形
式
に
お
い
て
、
し
ぐ
さ
の
演
技
や
台
詞
の
朗

置
ミ
鈴
Q
。
 
 
「
模
倣
の
手
段
」
に
関
し
て
。

H
蔭
お
＆
一
片
 
「
模
倣
の
対
象
」
に
関
し
て
。

崔
畠
げ
⑩
l
H
Φ
「
模
倣
の
も
た
ら
す
よ
ろ
こ
び
」
に
関
し
て
。

犀
O
O
島
Q
。
一
b
。
P
ω
Q
。
●
び
G
。
「
性
格
描
写
」
 
「
性
格
と
筋
の
関
係
」
に
関

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
て
。

置
㎝
H
鋤
ω
O
 
 
「
悲
劇
の
大
き
さ
」
に
関
し
て
。

鼠
焦
げ
。
。
1
ま
 
「
人
物
の
理
想
化
」
に
関
し
て
。

鼠
①
O
び
◎
。
 
 
 
「
模
倣
者
」
に
関
し
て
。

鼠
O
ド
ぴ
O
 
 
「
不
可
能
な
こ
と
を
え
が
く
事
」
に
関
し
て
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
造
型
的
模
倣
の
例
を
ひ
い
て
詩
的
模
倣
が
語

（4）



一
軸
が
い
わ
ゆ
る
物
真
似
的
な
印
象
を
あ
た
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

悲
劇
や
喜
劇
は
、
戯
曲
と
し
て
読
ま
れ
る
時
も
、
叙
事
詩
と
同
じ
よ
う
に
、
人

物
の
姿
や
行
為
を
想
像
の
中
に
、
現
前
さ
せ
、
そ
の
朗
読
に
お
い
て
は
、
人
物

の
対
話
を
現
実
に
き
い
て
い
る
よ
う
に
再
現
す
る
が
、
演
劇
と
し
て
み
ら
れ
る

時
は
、
人
物
の
言
動
を
、
直
接
に
、
感
覚
的
知
覚
に
対
し
て
再
現
す
る
。
こ
の

外
面
的
模
倣
に
お
い
て
、
詩
は
造
型
美
術
に
通
ず
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、

画
を
見
る
人
の
よ
ろ
こ
び
は
、
一
つ
は
、
そ
の
画
を
見
て
、
 
「
こ
れ
は
誰
で
あ

る
。
」
働
と
類
推
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
絵
画
は
、
外
面
の
形
態

（
 
 
 
 
 
 
な
。
る
S
心
）
 
を
模
倣
す
る
こ
と
を
離
れ
て
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
単
に
、
対
象
の
外
形
を
描
写
す
る
だ
け
で
な
く
、
対
象
そ
の
も
の
を
、
一

定
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
に
掲
げ
た
②

の
箇
所
で
、
 
「
、
矩
リ
ユ
グ
ノ
ー
ト
ス
は
、
人
物
を
実
際
よ
り
よ
く
描
き
、
パ
ウ

ソ
ン
は
、
よ
り
悪
い
も
の
と
し
て
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
、
実
際
と
同
じ
も

の
と
し
て
描
い
た
」
と
言
わ
れ
、
④
の
箇
所
で
は
、
 
「
ポ
リ
ユ
グ
ノ
ー
ト
ス

は
、
立
派
な
性
格
描
写
家
で
あ
る
が
、
ゼ
ク
シ
ウ
ス
は
性
格
 
（
曽
。
ハ
）
を

描
写
し
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
絵
画
に
は
、
色
々

の
性
格
が
表
現
で
き
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
お
い
て
は
、
だ
か
ら
、
人
間
や
動
物
の
形
態
は
明
ら
か
に
造
形
的
模
倣
の

対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
て
、
画
家
は
そ
れ
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
、
そ
の
も
の
の
内
容
と
し
て
の
 
曽
。
ハ
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
詩
人
は
、
・
「
で
き
る
だ
け
、
自
分
で
は
少
く
語
る
」
㈱
よ

う
に
注
意
し
な
が
ら
、
客
観
的
に
、
人
物
の
行
為
（
尽
衆
ヘ
ハ
）
の
外
面
を

描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
物
の
内
面
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
詩
的
言
語

に
よ
っ
て
、
私
達
の
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
模
像
は
、
だ
か
ら
、
表
現
さ
れ
る

詩
的
模
倣
の
概
念
に
つ
い
て

べ
き
対
象
の
外
面
形
態
の
模
像
で
あ
る
べ
き
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
精
神
的
内

容
が
、
形
態
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
し
か
し
、
詩
的
模
倣
は
、
 
「
言
葉
を
も
っ
て
す
る
」
⑳
芸
術
で
あ
り
、
言
語

的
芸
術
と
し
て
の
特
有
な
表
現
機
能
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
造
形
的

模
倣
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
し
d
ロ
8
ゲ
興
は
、
造
型
的
模
倣
が
結
局
の
と
こ

ろ
、
魂
の
模
倣
を
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
し
た
が
っ

て
、
画
家
が
た
と
え
、
 
き
。
ハ
を
完
全
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、

「
言
葉
の
匠
」
㈱
と
し
て
の
詩
人
に
く
ら
べ
る
と
、
そ
れ
程
重
大
な
欠
陥
で
は

な
い
。

 
人
物
の
行
為
や
性
格
の
模
倣
に
お
い
て
は
、
造
型
美
術
は
到
底
、
詩
に
は
お
よ

ぼ
な
い
。
そ
れ
は
、
詩
的
模
倣
に
お
い
て
十
分
形
態
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
以
上
の
様
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
詩
的
模
倣
を
、
造
型
的
模
倣
と
同
じ

く
ミ
ミ
ミ
ハ
の
概
念
に
お
い
て
、
ま
ず
、
対
象
の
外
面
形
態
の
再
現
で
あ
る

と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
、
単
に
皮
相
を
写
す
も
の
で
は
な
く
、
ド
ラ

マ
の
技
法
を
論
じ
て
い
る
中
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
行
為
と
そ
れ
を
支
え
る

性
格
及
び
思
想
（
野
登
ミ
黛
）
を
う
つ
す
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
た
。

 
「
ド
ラ
マ
と
は
、
行
為
（
竃
鋤
．
飾
ら
）
の
模
倣
で
あ
る
。
」
こ
れ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
演
劇
論
を
つ
ら
ぬ
く
根
本
的
な
規
定
で
あ
る
。
こ
の
、
行
為
を
模
倣
す

る
、
と
い
う
点
で
、
演
劇
は
、
絵
画
や
彫
刻
等
の
静
止
的
な
芸
術
か
ら
は
っ
き

り
区
別
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
悲
劇
を
規
定
し
て
助
「
悲
劇
は
、
人

間
と
人
間
の
行
為
を
模
倣
す
る
も
の
で
あ
る
。
又
、
そ
れ
は
、
人
間
の
生
活
や

幸
不
幸
を
模
倣
す
る
が
、
幸
福
も
不
幸
も
、
行
為
の
仕
方
に
よ
っ
て
わ
か
れ

る
。
だ
か
ら
、
劇
に
お
け
る
本
来
の
模
倣
の
対
象
は
、
性
格
で
は
な
く
て
、
行

為
で
あ
り
、
性
格
は
、
行
為
を
描
く
た
め
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
。
 
〔
筋

（5）



（
、
も
偽
。
ハ
）
 
は
、
行
為
を
模
倣
す
る
場
合
に
、
そ
こ
か
ら
最
初
に
で
て
く
る

も
の
だ
か
ら
〕
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
、
最
も
大
事
な
の
は
筋
で
あ
る
」
と

し
て
、
二
番
目
に
大
事
な
の
は
性
格
で
あ
り
、
思
想
は
三
番
目
に
お
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
つ
が
詩
的
模
倣
の
対
象
に
関
す
る
構
成
要
素
で
あ
り
、

場
面
（
ぞ
ヘ
ハ
）
と
措
辞
（
血
管
ハ
）
と
旋
律
（
、
』
弐
§
ミ
昏
）
は
媒
材
と
し
て

低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
う
い
つ
た
論
述
か
ら
み
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
詩
的
模
倣
と

は
、
精
神
の
模
倣
、
つ
ま
り
内
面
の
模
倣
を
意
味
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
詩
的
模
倣
が
、
彼
に
と
っ
て
、
単
な
る
外
面
的
模
倣
で
な
く
、
内
面
的
模

倣
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
享
受
し
て
得
る
よ
ろ
こ
び
も
、
模
写
さ
れ
た

実
物
を
再
認
し
て
得
る
よ
ろ
こ
び
や
、
模
倣
の
た
く
み
な
技
禰
に
対
す
る
よ
ろ

こ
び
の
み
で
な
く
て
、
芸
術
家
一
詩
人
t
の
中
に
体
験
さ
れ
た
の
と
同
様
の
心

の
動
き
が
、
享
受
者
の
申
に
よ
ぴ
お
こ
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
悩
み
と
怖

れ
が
誘
発
さ
れ
て
で
て
く
る
快
感
を
生
ず
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
情
緒
の

カ
タ
ル
シ
ス
と
い
う
こ
と
が
、
技
法
論
の
中
で
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
要
約
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
詩
的
模
倣

と
は
、
入
間
の
生
を
、
そ
の
内
面
性
に
お
い
て
、
外
面
の
模
倣
を
通
じ
て
模
倣

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
表
現
内
容
に
対
応
す
る
心
情
の
動
き
を
誘
発
す
る
も
の

で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

 
⑮
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
れ
を
、
曾
ミ
e
交
3
ミ
ミ
な
袋
ど
し
て
も
表
現
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
U
⑦
娼
o
o
け
一
鍵
目
置
◎
。
げ
目
・
嵩
レ
蔭
O
O
げ
㊤
噛
切
ゲ
⑦
8
二
。
9

目
Q
Q
心
O
餌
日
Q
o
I
卜
O

 
⑯
 
》
o
ω
o
げ
絶
葛
旧
6
0
超
8
日
O
o
三
錘
円
冨
冨
ω
密
O

 
㈹
 
×
①
u
O
℃
げ
8
旧
諺
℃
o
ヨ
ロ
。
白
 
臼
一
〇

08

u
ヒ
ッ
ポ
リ
ト
ス
」
に
お
い
て
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
、
継
母
の
継
子
に
対

 
す
る
不
倫
の
恋
と
い
う
広
く
流
布
し
た
話
を
用
い
て
も
、
パ
イ
ド
ラ
に
せ

 
よ
、
ヒ
ッ
ポ
リ
ト
ス
に
せ
よ
、
彼
等
を
新
し
い
型
の
人
間
と
し
て
描
い
て

 
い
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
人
物
は
、
古
い
伝
統
的
な
神
や
英
雄
で
な
く
、

 
血
の
通
う
現
実
の
人
置
で
あ
っ
た
。
人
物
の
行
為
や
言
葉
は
、
彼
の
時
代

 
の
人
間
の
立
場
か
ら
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味

 
か
ら
、
彼
の
悲
劇
は
写
実
的
だ
と
い
わ
れ
た
。

⑲
 
コ
鉾
。
昌
一
切
①
巷
β
げ
躍
＄
 
＄
α
o
一
①
8

⑫①

@
》
艮
。
・
酔
脚
 
U
o
℃
○
Φ
菖
8
 
H
偉
Q
Q
び
目

⑳
 
こ
の
点
は
、
切
鴇
堵
讐
震
も
指
摘
し
て
い
る
。

 
 
切
同
≦
跨
2
旧
》
比
ω
8
氏
o
o
昌
け
げ
⑦
諺
淳
。
剛
℃
o
Φ
け
還
．
℃
刈

㈲
 
》
誌
ω
コ
 
U
Φ
勺
0
9
一
s
目
蕊
げ
昌

㈱
 
》
比
雲
旧
U
①
℃
○
Φ
怠
8
H
＆
O
ミ
ー
O

⑳
 
諺
比
巽
甲
U
Φ
勺
0
9
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諺
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⑳
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霊
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旧
 
菊
げ
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8
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8
H
ω
コ
び
癖

 
 
「
も
の
を
学
び
知
る
こ
と
と
驚
歎
す
る
こ
と
は
快
適
で
あ
る
か
ら
、
絵

 
 
画
や
彫
刻
や
詩
の
よ
う
な
模
倣
的
な
も
の
、
そ
の
他
凡
て
の
よ
く
模
倣

 
 
さ
れ
た
も
の
は
、
た
と
え
、
模
倣
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
れ
自
身
、
快
適

 
 
で
な
く
て
も
快
び
を
与
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
」

 
 
 
 
 
 
 
（
四
）

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
外
面
的
に
せ
よ
、
内
面
的
に
せ
よ
、
現
実
に
存

（6）



在
す
る
対
象
を
、
そ
の
ま
ま
、
正
確
に
作
品
に
表
現
す
る
こ
と
が
、
模
倣
す
る

（
ミ
ミ
～
ミ
ミ
）
こ
と
の
意
味
で
あ
る
よ
う
に
言
っ
て
き
た
．
そ
の
対
象
が
、

ど
れ
だ
け
真
に
迫
っ
て
作
品
に
描
写
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
そ
の
真
実
性

（
曾
ミ
ミ
ハ
）
の
観
念
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
も
と
づ
い
て
、
 
「
国

家
」
十
巻
α
り
α
O
一
①
O
b
。
ゆ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て

は
、
現
実
の
世
界
は
、
原
型
的
な
イ
デ
ア
の
世
界
の
弱
い
不
完
全
な
模
像
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
点
か
ら
し
て
も
、
「
模
倣
」
と
い
う
語
は
、
彼
の
形
而
上
学

に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
「
国
家
」

前
述
の
箇
所
で
〃
文
芸
が
模
倣
す
る
の
は
、
真
の
意
味
で
の
対
象
の
本
質
で
は

な
く
、
あ
る
特
定
の
『
実
物
』
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
、
後
者
は
前
者
に
く
ら
べ
る

と
真
実
性
の
程
度
が
劣
る
存
在
 
（
ま
ベ
ミ
。
貯
ミ
無
ミ
＆
警
訣
轡
脚
熊
、
ミ

薯
ミ
黛
尽
弩
登
慧
ミ
ミ
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
さ
ら
に
模
倣
し
て
「

と
い
っ
て
も
、
実
物
そ
の
ま
ま
の
再
製
で
は
な
く
、
特
定
の
視
覚
か
ら
と
ら
え

た
像
（
s
隊
旨
§
ミ
）
を
模
倣
し
て
t
で
き
る
作
品
は
、
結
局
、
も
の
の
本
質
、

も
し
く
は
、
真
実
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
第
三
番
目
の
存
在
（
尽
蹄
ミ
嵐
ミ
ミ
§

瓢
罰
レ
『
凶
ハ
急
驚
s
の
魂
焦
さ
ハ
漸
ぎ
『
曲
ハ
無
意
。
匙
鼠
）
で
あ
る
。
〃
㈲
こ
れ

が
、
ミ
ミ
ミ
ハ
 
と
し
て
の
文
芸
の
真
実
性
に
関
す
る
議
論
の
中
核
を
な
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
、
プ
ラ
ト
ン
の
形
而
上
学
的
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す

る
プ
ラ
ト
ン
の
非
難
は
、
模
倣
が
、
実
在
の
模
倣
と
し
て
の
個
々
の
存
在
の
模

倣
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
に
基
い
て
い
る
。
彼
は
、
詩
的
模
倣
は
、
ど
こ
ま
で
も

個
々
的
存
在
の
模
倣
で
あ
っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
の
模
倣
で
は
な
い
と
考
え
る
。

詩
的
模
倣
が
虚
偽
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
普
遍
性
と
真
実
性
を
欠
く
模
倣
で

あ
り
、
s
登
§
曇
費
を
模
倣
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
模
倣
と
は
、
単
に
経
験
に
あ
た

詩
的
模
倣
の
概
念
に
つ
い
て

え
ら
れ
た
対
象
の
忠
実
な
再
現
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

 
彼
は
、
 
「
詩
人
の
仕
事
は
、
実
際
起
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
で
は
な
く
、

起
り
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
蓋
然
性
又
は
必
然
性
に
し
た
が
っ
て
、
可
能
な

こ
と
を
の
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
㈲
だ
か
ら
、
 
「
詩
は
、
史
よ
り
も
哲
学
的
で

あ
っ
て
」
㈱
「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
歴
史
を
韻
文
に
書
き
か
え
て
も
、
詩
に
は
な
ら

な
い
。
」
働
と
云
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
歴
史
は
、
個
別
的
な
こ
と
を
叙
述

す
る
の
に
対
し
て
、
詩
は
む
し
ろ
『
普
遍
的
』
な
こ
と
を
叙
述
す
る
」
㈱
か
ら

で
あ
る
。
 
「
普
遍
的
、
と
い
う
の
は
、
あ
る
一
定
の
人
物
が
、
蓋
然
性
な
い
し

必
然
性
の
法
則
に
よ
っ
て
、
語
っ
た
り
、
行
っ
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ

り
、
詩
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
」
圃
の
で
あ
る
。
普
遍
性
と

は
、
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
人
、
た
と
え
ば
、
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
が
何
を
行

い
、
何
を
う
け
た
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
て
、
 
「
入
物

を
、
そ
の
属
す
る
種
類
に
、
に
つ
か
わ
し
い
も
の
と
し
て
」
㈲
描
き
、
あ
る
一

定
の
種
類
の
人
間
の
共
通
の
特
質
を
と
ら
え
る
事
に
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
故
、
b
d
団
≦
鷺
窪
は
㈱
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
詩
の
普
遍
性
は
、

性
格
の
類
型
を
描
く
こ
と
に
よ
り
直
接
に
は
そ
の
性
格
を
有
す
る
人
物
の
行
為

を
通
じ
て
、
そ
れ
が
描
か
れ
る
。
」
と
注
意
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
詩
人
が
、

人
物
を
描
く
時
に
は
、
さ
ま
ぎ
ま
の
行
為
を
通
じ
て
、
一
貫
す
る
性
格
の
本
質

的
特
徴
を
と
ら
え
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

 
だ
か
ら
、
詩
的
模
倣
は
、
個
々
・
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
の
普
遍
性
を

捉
え
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
が
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
に
答
え
る
こ

と
に
な
り
、
何
か
理
念
的
な
も
の
を
、
模
倣
す
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ア
リ
ス
下
テ
レ
ス
の
言
う
詩
的
模
倣
と
は
、
現
実
を
類
型
的
な
も
の
へ

普
遍
化
し
、
本
質
的
な
真
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（7）



 
さ
ら
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
 
「
可
能
だ
が
信
じ
ら
れ
な
い
事
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
不
可
能
で
も
信
じ
ら
れ
る
事
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
」
㈱
と
の
べ
て

い
る
。
ま
た
、
 
「
合
理
的
で
な
い
も
の
は
、
実
際
の
出
来
事
の
う
ち
に
、
あ
る

べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
避
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、
ソ
フ
オ
ク

レ
ス
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
に
お
け
る
様
に
、
悲
劇
の
外
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
」
㈲
と
注
意
し
て
い
る
。
詩
人
は
、
本
来
、
実
際
に
可
能
で
、
し
か
も
蓋

然
的
な
事
を
描
く
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
不
合
理
な
も
の
は
作
品
の
中
に

含
め
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
ど
う
し
て
も
の
ぞ
く
事
が
で
き
な
い
場
合
は
、

表
意
外
に
お
く
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
上
あ
り
え
な
い
事
で
も
詩
人
の

扱
い
方
に
よ
っ
て
は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
に
思
え
る
こ
と
と
し
て
描
く
こ
と

が
で
き
る
。
 
「
ホ
メ
ロ
ス
が
嘘
を
う
ま
く
語
る
こ
と
を
私
達
に
教
え
た
」
㈲
の

は
、
そ
の
故
に
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
詩
人
は
蓋
然
性
の
な
い
可
能
事
よ
り
も
、

蓋
然
的
な
不
可
能
事
を
描
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
事
が
許
さ
れ
る
の

は
㈲

 
①
そ
れ
が
詩
の
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
か
ら
。

 
②
表
現
さ
れ
た
も
の
が
実
際
よ
り
良
い
も
の
だ
か
ら
。

 
③
臆
断
に
か
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
①
の
場
合
は
、
詩
人
の
仕
事
が
普
遍
的
な
も
の
を
描
く
こ
と
だ
か
ら
、
経
験

的
事
実
に
お
い
て
不
可
能
な
こ
と
で
も
、
蓋
然
的
な
も
の
と
し
て
描
く
事
が
で

き
、
し
た
が
っ
て
、
理
念
的
な
模
倣
を
達
成
し
う
る
か
ら
許
さ
れ
る
。
②
の
場

合
は
、
実
際
に
は
不
可
能
で
も
、
理
想
像
と
し
て
は
蓋
然
的
に
描
く
事
が
で
き

る
か
ら
許
さ
れ
る
㈲
。
 
③
の
場
合
は
、
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
蓋

然
的
に
描
く
事
が
で
き
る
か
ら
、
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
実
際
に
は
な
い
こ
と
を
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
に
え
が
く
こ
と
は
、

対
象
を
。
建
亀
萎
へ
動
駄
と
し
て
え
が
く
こ
と
に
通
じ
る
。
事
物
を
。
ぎ
瓢
℃

ミ
漂
㍉
と
し
て
、
理
想
化
す
る
こ
と
は
、
普
遍
性
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。

 
こ
の
意
味
の
理
想
化
的
模
倣
に
お
い
て
、
悲
劇
や
叙
事
詩
は
、
現
実
を
超
脱

し
て
、
芸
術
的
世
界
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
、
写
実
的

な
衣
裳
や
、
台
詞
で
も
っ
て
、
現
実
の
模
倣
を
す
す
め
た
時
、
ア
リ
ス
ト
パ
ネ

ス
は
、
暗
に
こ
れ
を
非
難
し
て
い
る
㈹
。
悲
劇
詩
人
は
、
性
格
上
の
弱
点
を
持

っ
た
人
物
を
、
も
っ
と
も
よ
い
も
の
と
し
て
、
更
に
高
い
存
在
に
ま
で
昇
華
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
詩
人
が
模
倣
す
る
も
の
は
、

あ
り
の
ま
ま
の
も
の
、
あ
る
と
い
わ
れ
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
、
そ
う
あ
る
べ

き
も
の
、
の
三
つ
だ
と
規
定
し
て
、
現
実
に
あ
る
も
の
や
、
世
間
の
通
念
を
模

倣
す
る
こ
と
を
認
め
て
は
い
る
が
、
。
登
・
～
萎
へ
漂
㍉
と
し
て
理
想
化
さ
れ
模

倣
を
行
う
こ
と
こ
そ
、
詩
人
の
な
す
べ
き
わ
ざ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
別
的
な

も
の
に
普
遍
性
を
認
め
、
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
た
か
め
る
こ
と
こ
そ
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
詩
的
模
倣
に
要
求
し
て
い
る
中
心
的
な
考
え
で
あ
ろ

，
つ
。

 
し
た
が
っ
て
、
筋
を
構
成
す
る
場
合
、
 
「
詩
人
は
、
伝
承
さ
れ
た
材
料
に
固

執
す
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
与
え
ら
れ
た
素
材
を
、
蓋
然
性
と
必
然
性
の

法
則
に
従
っ
て
、
作
り
か
え
、
創
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
㈹
し
、
人
物
の

性
格
を
描
写
す
る
時
に
は
、
「
そ
の
人
物
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
と
共
に
、
よ
り

高
尚
な
人
物
と
し
て
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
㈹
そ
の
場
合
、
た
と

え
ば
、
 
「
ミ
書
・
登
の
徳
は
男
子
に
よ
り
高
度
に
あ
ら
わ
れ
、
き
s
暮
9
§
の

徳
は
女
子
に
よ
り
著
し
く
あ
ら
わ
れ
る
」
㈲
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
属
す
る

種
類
の
人
間
の
一
般
的
性
格
に
適
合
す
る
も
の
（
 
 
 
 
 
ゆ
 
 
 
 
へ
『
O
 

早
る
な
O
『
『
O
て
）
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
女
は
こ
の
様
で
な
け
れ
ば
な
ら

（8）



な
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
、
女
と
し
て
の
理
想
像
が
、
詩
人
の
中
に
出
来
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
画
家
が
、
実
際
の
人
間
の
、
だ

れ
か
れ
か
ら
色
々
の
部
分
を
と
っ
て
、
一
つ
に
ま
と
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
描

き
方
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
⑯
、
そ
の
場
合
、
画
家
は
現
実
に
は
あ
り

え
な
い
よ
う
な
理
想
的
な
美
し
さ
を
も
っ
た
人
間
の
像
を
心
の
中
に
も
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
的
に
い
え
ば
、
イ
デ
ア
の
ミ
§
ミ
ハ
を
す
る
わ

け
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
存
在
し
え
な
い
よ
う
な
鼠
≧
ミ
さ
ハ
な
人
間
の

像
を
え
が
く
画
家
と
い
え
ど
も
、
彼
が
模
倣
し
た
も
の
、
そ
れ
に
目
を
向
け
つ

つ
え
が
い
た
と
こ
ろ
の
嚢
嵐
穿
q
な
黛
は
、
 
「
理
想
像
」
と
し
て
、
現
実
に

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
イ
デ
ア
に
も
と
づ
い
て
で
き
た
、
や
は
り
一
つ
の

感
覚
像
と
い
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
㈲
。

 
「
詩
人
は
、
筋
を
く
み
立
て
、
こ
と
ば
を
も
っ
て
そ
れ
を
仕
上
げ
る
に
あ
た

っ
て
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
そ
れ
を
眼
前
に
う
か
べ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
仕
方
で
、
現
実
に
起
っ
て
い
る
出
来
事
を
目
撃
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
、
き
わ
め
て
、
生
き
生
き
と
す
べ
て
を
直
観
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
詩
人
は

適
切
な
も
の
を
案
出
し
（
・
ミ
§
ミ
さ
§
鋒
ミ
）
矛
盾
を
み
の
が
さ
ず
に

す
む
で
あ
ろ
う
。
㈹
」
こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
詩
的
創
作
の
過
程
に
お
け
る
想

像
（
↓
感
覚
像
）
の
作
用
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら

詩
人
が
、
理
想
化
的
模
倣
を
行
う
場
合
は
、
も
の
の
本
質
（
イ
デ
ア
）
を
考

え
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
感
覚
像
を
心
の
中
に
も
っ
て
、
そ
れ
を
ミ
需
ミ
智
へ

す
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

 
そ
し
て
そ
の
場
合
、
そ
の
感
覚
的
像
を
ど
れ
だ
け
忠
実
に
、
正
確
に
模
倣
す

る
か
と
い
う
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
忠
実
に
も
の
の
本
質
を
う
つ
し
た
か
と
い
う

詩
的
模
倣
の
概
念
に
つ
い
て

こ
と
に
関
係
す
る
わ
け
で
あ
る
。
日
で
、
 
〃
詩
的
模
倣
の
対
象
で
あ
る
行
為

は
、
内
面
的
に
把
握
さ
れ
て
い
て
、
性
格
や
思
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で

あ
る
が
、
こ
う
い
つ
た
内
容
も
、
人
物
の
行
為
の
客
観
的
模
倣
に
よ
っ
て
、
よ

り
有
効
に
表
現
さ
れ
る
”
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
、
よ
り
高

次
の
模
倣
は
つ
ね
に
よ
り
低
次
の
模
倣
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
う
し
て
、
そ
の
故
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
的
模
倣
は
、
単
な
る
造

型
的
模
倣
、
内
面
の
模
倣
を
超
脱
し
、
心
の
中
の
感
覚
像
の
模
倣
を
超
え
、
そ

の
奥
の
真
な
る
も
の
の
模
倣
で
あ
る
と
い
え
ど
も
、
な
お
、
あ
く
ま
で
、
 
「
模

倣
と
し
て
の
意
義
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
 
ミ
ミ

ミ
ハ
の
概
念
を
き
わ
め
て
広
く
解
釈
し
た
と
い
っ
て
も
、
つ
ね
に
、
表
現
を
原

像
と
模
像
の
関
係
に
お
い
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
「
模
倣
」
は
決
し
て
、
 
「
創
造
」
に
対
立
す
る
「
模
倣
」
で
は
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
創
造
的
想
像
の
産
物
を
え
が
く
こ
と
も
又
、
ミ
ミ
ミ
n

の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
人
の
自
由
な
主
体
的
創
造
は
、

ミ
ミ
ミ
ハ
の
概
念
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ミ
、
ミ
ミ
ハ
は
口

に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
や
は
り
、
 
蓉
◎
ミ
ハ
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。 

で
あ
る
か
ら
、
詩
を
ミ
ミ
ミ
ハ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
狭
義
の
越
尋
ヘ

ヘ
ハ
と
し
て
の
詩
の
本
質
を
十
分
つ
く
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
㈱
〃
一
”
中
は
、
西
洋
古
典
学
研
究
W
三
十
四
ペ
ー
ジ
、
 
『
文
芸
の
べ
§

・
ハ
噛
9
象
選
ひ
簿
爲
ミ
9
』
（
藤
沢
令
夫
）
か
ら
引
用

 
鋤
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。
鷺
 
U
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℃
o
Φ
氏
＄
H
癖
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ド
鈴
ω
①
1
ω
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剛
H
臣
引
墨
g

 
働
 
H
げ
罷
こ
 
ば
鑓
げ
b
o

（9）
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①
で
、
 
「
個
人
が
属
す
る
9
毬
ω
の
性
格
と
く
い
ち
が
わ
な
い
」

と
訳
す
べ
き
事
を
と
い
て
い
る
。
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H
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O
l
嵩
で
、
ア
リ
ス
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、
画

家
が
人
間
の
だ
れ
か
れ
か
ら
、
色
々
の
部
分
を
と
っ
て
、
一
つ
に
ま
と

め
る
と
い
っ
た
描
き
方
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
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（
五
）

 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
詩
的
模
倣
と
は
、

 
ω
 
自
然
の
う
ち
に
あ
る
存
在
物
に
つ
い
て
。

 
 
1
 
そ
れ
を
外
面
形
態
に
お
い
て
再
現
す
る
事

 
 
2
 
そ
れ
を
、
1
特
に
人
問
の
生
を
一
内
面
的
、
精
神
的
状
態
で
再
現
す

 
 
 
る
事

 
ω
 
ω
に
の
べ
た
個
物
を
そ
の
普
遍
性
に
お
い
て
、
理
想
化
さ
れ
た
も
の
と

 
 
し
て
再
現
す
る
こ
と
。
い
い
か
え
れ
ば
、
心
の
中
の
理
想
像
を
、
再
現
す

 
 
る
事
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
真
を
う
つ
す
事

 
こ
う
い
う
内
容
を
有
す
る
。
そ
う
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
詩
的
模
倣

に
要
求
し
た
中
心
的
な
考
え
は
、
ω
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
は

よ
り
深
い
意
味
に
お
け
る
模
倣
は
、
つ
ね
に
、
よ
り
浅
い
意
味
に
お
け
る
模
倣

に
依
存
し
た
た
め
に
、
表
現
は
、
原
像
と
模
像
と
の
類
似
関
係
に
よ
っ
て
把
握

さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
模
倣
」
は
、
考
察
し
た
と
ζ
う
か
ら
、
創
造
に
対

立
す
る
「
模
倣
」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
司
。
奪
ミ
ハ
で
あ
っ
た
。

 
そ
れ
故
、
 
ミ
ミ
ミ
ハ
の
概
念
は
、
模
倣
の
「
技
術
」
一
技
術
は
、
彼
の
哲

学
に
お
い
て
、
ま
た
、
き
奪
ミ
ハ
で
あ
っ
た
一
と
し
て
考
え
ら
れ
る
詩
の
本

質
を
十
分
つ
く
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
蜜
ロ
罎
選
は
、
 
「
模
倣
と
い
う
語
の
正
確
な
意
味
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち

に
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
、
意
味
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（10）


