
下
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
と
「
浄
罪
詩
篇
」

萩
原
朔
太
郎
〈
言
語
革
命
〉
の
変
容

北

川

透

 
萩
原
朔
太
郎
に
お
け
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
と
は
何
か
。
そ
の
こ
と
で

ま
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
彼
が
い
つ
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
文
学
に

接
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
誰
も

が
参
照
す
る
の
は
、
後
年
の
彼
の
回
想
「
初
め
て
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
を
讃

ん
だ
頃
」
（
「
ヴ
レ
ー
ミ
ヤ
」
昭
和
十
年
十
一
月
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
そ

の
時
期
を
《
何
で
も
僕
が
二
十
七
、
八
歳
位
の
時
で
あ
っ
た
》
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
こ
の
文
章
の
記
述
で
重
要
な
こ
と
は
、
最
初
に
読

ん
だ
の
が
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
で
あ
り
、
次
に
読
ん
だ
の
が
『
罪
と
罰
』

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
前
者
で
特
に
面
白
か
っ
た
と
し
て
、
《
あ
の
気
味
の

悪
い
白
痴
の
下
男
と
、
長
老
ゾ
シ
マ
の
押
秘
的
な
宗
教
観
》
を
あ
げ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

 
わ
た
し
は
朔
太
郎
の
記
憶
は
数
え
の
年
齢
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
思
う
が
、

そ
う
す
る
と
、
彼
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
読
ん
だ
と
い
う
、
二
十
七
、
八
歳

は
明
治
四
十
四
年
、
大
正
元
年
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
結
論
か
ら
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

え
ば
こ
れ
は
あ
り
え
な
い
。
長
野
隆
の
「
萩
原
朔
太
郎
・
陰
画
の
原
理
」
は
、

『
月
に
吠
え
る
』
成
立
期
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
関
係
に
本
格
的
に
照
明
を

あ
て
た
、
示
唆
に
富
む
先
駆
的
論
文
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
二
十
七
、
八
歳
と

い
う
朔
太
郎
の
記
憶
は
間
違
っ
て
い
な
い
ハ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、

朔
太
郎
が
「
詩
歌
」
の
大
正
三
年
十
月
号
に
発
表
し
た
詩
的
散
文

「
Q
っ
国
Z
目
竃
国
Z
↓
〉
口
Q
り
ζ
」
の
中
で
、
《
中
品
の
感
傷
と
は
ド
ス
ト
，
エ
フ
ス
キ

イ
の
小
説
で
あ
る
》
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述

を
読
ん
だ
証
拠
と
す
る
な
ら
、
ま
た
、
満
年
齢
を
前
提
と
す
る
場
合
は
、
大
正

三
年
の
生
月
で
あ
る
十
一
月
ま
で
は
二
十
八
歳
だ
か
ら
隅
こ
れ
は
辛
う
じ
て
あ

る
か
も
知
れ
な
い
、
と
と
り
あ
え
ず
は
言
っ
て
お
く
。

 
朔
太
郎
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
い
つ
読
ん
だ
か
、
と
い
う
こ
と
は
碩
末
な

こ
と
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
が
彼
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
の
質
、
そ
し
て
、

詩
の
言
語
の
質
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
、
厳
密
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
彼
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
い
う
名
前
を
、
文
字

に
し
て
出
し
た
最
初
の
文
章
は
「
。
り
国
Σ
目
遠
国
Z
↓
》
い
同
し
り
ζ
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
読
ん
だ
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ち
な
い
。
明
治
二
十
五
年
に
内
田
魯
庵
訳

の
『
罪
と
罰
』
巻
之
一
が
出
て
い
ら
い
、
折
に
触
れ
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は

紹
介
さ
れ
て
き
た
し
、
特
に
ガ
ー
ネ
ッ
ト
の
英
訳
全
集
が
、
大
正
元
年
に
日
本

に
も
た
ら
さ
れ
て
以
後
は
、
そ
れ
か
ら
の
翻
訳
や
紹
介
が
相
つ
い
だ
か
ら
だ
。

朔
太
郎
は
当
時
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
日
本
最
初
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
ブ
i

（149）

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
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篇
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、

ム
の
渦
中
に
入
り
こ
ん
だ
の
で
あ
り
、
読
む
前
か
ら
あ
る
程
度
の
理
解
を
も
っ

て
い
た
、
と
考
え
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
。

 
ま
た
、
読
ん
だ
直
後
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
対
す
る
朔
太
郎
の
熱
狂
的
な

感
激
か
ら
言
っ
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
小
説
を
、
《
中
品
の
感
傷
〉
に
位

置
づ
け
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
や
は
り
後
年
の
回
想
に
な
る
が
、

「
ポ
オ
、
ニ
イ
チ
エ
、
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
」
（
「
ニ
ヒ
ル
」
昭
和
五
年
五
月
）

の
中
で
、
《
僕
は
文
學
に
於
け
る
深
刻
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
を
、
始
め
て
こ
の

小
説
か
ら
知
っ
た
。
そ
れ
は
底
知
れ
ぬ
驚
異
だ
つ
た
》
《
僕
は
狂
信
的
な
ド
ス

ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
ア
ン
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
》
《
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
と
い

う
名
は
、
僕
に
と
っ
て
文
學
者
の
神
様
で
あ
り
、
天
才
以
上
の
天
才
だ
つ
た
》

と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
と
「
し
。
国
Z
目
ζ
同
Z
↓
》
目
の
ζ
」
の
評
価
は
合
わ
な
い
。

念
の
た
め
に
つ
け
加
え
て
お
け
ば
、
当
時
の
朔
太
郎
に
と
っ
て
、
〈
感
傷
〉
と

は
詩
の
生
ま
れ
る
意
識
の
白
熱
し
た
熔
融
状
態
を
指
す
。
彼
は
そ
こ
で
《
下
品

の
感
傷
V
と
し
て
、
〈
新
派
劇
〉
を
位
置
づ
け
、
《
上
品
の
感
傷
》
と
し
て
、
《
十

字
架
上
の
耶
蘇
》
や
《
佛
の
浬
葉
〉
を
あ
げ
て
い
る
。

 
朔
太
郎
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
小
説
の
中
で
、
最
初
に
読
ん
だ
の
が
『
カ

ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る

し
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
れ
が
ど
の
テ
キ
ス
ト
（
翻
訳
）
で
あ
る
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
い
う
こ
と
は
、
早
く
か
ら
久
保
忠
夫
な
ど
か
ら
探
索
さ
れ
た
が
、
そ
一
れ
を

確
定
す
る
線
か
ら
、
お
の
ず
と
朔
太
郎
が
い
つ
読
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
も
は
っ

き
り
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
わ
が
国
初
馳

訳
は
、
大
正
三
年
十
月
三
日
に
三
浦
寒
造
訳
で
金
尾
文
渕
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
。

全
三
巻
の
予
定
だ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
第
一
巻
、
同
十
月
十
八
日
に
第
二
巻
、

そ
し
て
三
巻
目
は
出
な
か
っ
た
。
朔
太
郎
に
は
英
訳
本
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ

を
、
直
接
に
読
む
力
も
習
慣
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に
す
れ

ば
、
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
最
初
に
読
ん
だ
と
言
う
以
上
、
こ
の
翻
訳

の
刊
行
日
よ
り
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
理
由
に
、

先
に
数
え
で
《
二
十
七
、
八
歳
位
の
時
》
は
あ
り
え
な
い
、
と
述
べ
た
の
で
あ

る
。
で
は
満
年
齢
で
は
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
こ
の

時
期
の
一
、
二
年
、
い
や
一
、
二
か
月
の
前
か
後
か
が
、
朔
太
郎
の
作
品
史
に

と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
て

い
る
。

 
わ
が
国
の
近
代
文
学
に
お
け
る
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
受
容
史
の
観
点
で
、

い
ま
の
と
こ
ろ
、
朔
太
郎
に
つ
い
て
も
っ
と
も
精
密
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
ロ

シ
ア
文
学
研
究
者
の
木
下
曲
豆
房
で
あ
る
。
彼
は
朔
太
郎
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ

を
最
初
に
読
ん
だ
時
期
を
、
《
三
浦
訳
の
第
二
巻
が
出
た
の
が
大
正
三
年
十
月

十
八
日
、
従
兄
萩
原
栄
次
に
宛
て
た
手
紙
で
〈
第
二
巻
の
「
露
西
亜
の
修
道
院
」

に
は
す
っ
か
り
感
激
し
て
涙
が
流
れ
た
〉
と
書
い
た
の
が
大
正
三
年
十
二
月
十

六
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
日
付
の
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
》

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ヨ

（「

旧
ｴ
朔
太
郎
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
体
験
」
）
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に

間
違
い
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
も
う
少
し
詰
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
木
下
が
あ
げ
て
い
る
大
正
三
年
十
二
月
十
六
日
付
「
萩
原
栄
次

宛
書
簡
」
の
冒
頭
は
、
《
実
は
先
の
手
紙
を
さ
し
あ
げ
て
以
來
病
熱
烈
し
く
な

 
 
 
 
 
マ
 
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
マ

り
臥
床
す
る
仕
落
と
な
っ
た
の
で
の
で
失
禮
し
ま
し
た
、
併
し
き
の
ふ
か
ら
は

起
き
て
小
説
な
ど
よ
ん
で
居
ま
す
、
》
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
《
床
申
で
讃

ん
》
で
《
す
っ
か
り
感
激
し
て
涙
が
流
れ
た
》
の
が
、
第
二
巻
「
露
西
亜
の
修

道
院
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
栄
次
宛
の
《
先
の
手
紙
》
と
し
て
残
っ
て
い

る
の
は
、
大
正
三
年
十
一
月
二
十
七
日
付
の
葉
書
だ
か
ら
、
こ
れ
を
文
字
通
り

C150）



受
け
と
れ
ば
、
朔
太
郎
が
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
読
ん
だ
の
は
、
十
一

月
二
十
七
日
か
ら
翌
月
の
十
六
日
ま
で
、
ほ
ぼ
十
八
日
間
の
ど
こ
か
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

 
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
確
定
で
き
な
い
の
は
、
先
の
十
一
月
二
十

七
日
付
の
葉
書
よ
り
、
も
う
一
つ
前
の
日
付
の
大
正
三
年
十
一
月
十
一
日
付
「
萩

原
栄
次
宛
書
簡
」
に
、
実
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
つ
い
て
の
記
述
が
出
て
く

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
朔
太
郎
は
、
《
御
存
じ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
ロ
シ
ヤ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
マ

で
ト
ル
ス
ト
イ
と
比
び
称
さ
れ
、
藝
術
家
と
し
て
は
寧
ろ
ト
ル
ス
イ
ヒ
以
上
に

三
々
民
の
崇
拝
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
居
る
有
名
な
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
、

そ
の
長
い
一
生
を
シ
ベ
リ
ヤ
に
流
刑
さ
れ
治
し
が
た
き
悪
疾
の
病
患
に
な
や
ま

さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
家
族
一
同
を
猫
力
で
養
ひ
、
そ
し
て
あ
の
ロ
シ
ヤ
の
聖
書

と
呼
ば
る
・
「
罪
と
罰
」
そ
の
他
の
大
著
述
を
な
し
た
の
で
す
、
…
（
中
略
）

…
無
論
彼
等
と
兄
と
は
あ
る
点
に
於
て
立
場
が
ち
が
っ
て
居
ま
す
が
人
格
と
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

て
兄
が
彼
等
に
劣
っ
て
居
る
と
こ
ろ
を
見
出
せ
ま
せ
ん
、
ト
ル
ス
ト
ビ
、
ド

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
が
聖
人
と
称
さ
る
・
意
味
に
於
て
あ
な
た
も
聖
人
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
、
〉
と
書
い
て
い
る
。

 
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
時
点
で
、
朔
太
郎
は
ま
だ
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄

弟
』
を
読
ん
で
い
な
い
。
も
し
、
読
ん
で
い
た
ら
、
十
二
月
十
六
付
の
書
簡
や

そ
の
他
の
文
章
に
見
ら
れ
る
彼
の
感
激
や
熱
狂
か
ら
言
っ
て
、
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ

に
一
言
半
句
も
触
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
自
分
を
文

学
の
領
野
に
導
い
た
従
兄
が
、
い
か
に
崇
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
彼

を
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
こ
の
手
紙
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
、
い
わ
ば
朔
太
郎
の
知
識
の
範
囲

で
書
か
れ
て
い
て
、
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
読
ん
だ
あ
と
の
直
接
的
な

熱
度
や
鼓
動
に
欠
け
て
い
る
。

 
こ
の
わ
た
し
の
判
断
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
朔
太
郎
が
三
浦
関
造
訳
の
、
全

訳
で
は
な
い
不
完
全
な
テ
キ
ス
ト
で
、
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
読
ん
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＼

の
は
、
大
正
三
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
十
二
月
十
六
日
ま
で
の
病
床
に
お
・
い

て
で
あ
る
、
と
仮
定
し
う
る
。
数
え
は
も
と
よ
り
、
満
年
齢
で
言
っ
て
も
、
彼

の
《
二
十
七
、
八
歳
位
の
時
》
に
は
、
ま
だ
、
読
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
で
何
が
と
り
あ
え
ず
は
っ
き
り
し
た
か
と
言
え
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
イ
、
特
に
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
影
響
が
朔
太
郎
の
ど
の
あ
た
り

の
作
品
か
ら
出
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
発
表
月
と
い
う
形
の
上
か
ら
も
、

ほ
ぼ
規
定
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
こ
の
当
時
、
朔
太
郎
が
多
く
の
作
品
を
発
表
し
て
い
る
「
詩
歌
」
と
か
、

「
地
上
馬
丁
」
な
ど
と
い
う
雑
誌
は
、
日
付
の
つ
い
た
書
簡
な
ど
に
出
て
く
る

号
数
で
み
る
と
、
た
と
え
ば
十
月
号
な
ら
九
月
末
に
で
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

す
る
と
そ
の
執
筆
は
す
く
な
く
と
も
そ
れ
よ
り
一
、
二
か
月
は
前
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
が
朔
太
郎
に
読
ま
れ
た
の
は
、

ほ
ぼ
大
正
元
年
十
一
月
末
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
の
二
週
間
の
問
だ
か
ら
、
同

年
十
二
月
号
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
作
品
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
直
接
の
影

響
は
な
い
し
、
そ
の
影
響
を
見
る
考
え
方
は
無
効
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
あ
る
い
は
内
容
と
の
関
連
で
大
正
四
年
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で

も
、
彼
の
最
初
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
以
前
と
い
う
推
定
を
出
す
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

 
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
月
に
吠
え
る
』
成
立
期
の
作
品
に
と
っ
て
決
定
的

な
意
味
が
二
つ
見
え
て
く
る
。
一
つ
は
大
正
三
年
五
月
頃
の
発
表
作
品
か
ら
は

じ
ま
っ
た
、
朔
太
郎
の
性
的
欲
望
、
リ
ビ
ド
ー
を
契
機
に
し
た
、
菅
谷
規
矩
雄

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
と
「
浮
罪
詩
篇
」
i
萩
原
朔
太
郎
〈
言
語
革
命
〉
の
変
容
1
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が
言
う
と
こ
ろ
の
く
い
ん
よ
く
・
さ
ん
ち
ま
ん
た
り
ず
む
詩
篇
〉
、
ま
た
、
b
大

岡
信
が
い
ち
は
や
く
指
摘
し
た
、
『
月
に
吠
え
る
』
の
主
調
を
な
し
て
い
る
、

情
緒
的
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
世
界
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
、
論
理
的
錯
乱
の
世
界
困

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ら

《
ほ
と
ん
ど
抱
腹
絶
倒
的
な
痙
攣
す
る
ユ
ー
モ
ア
〉
の
世
界
、
そ
し
て
、
わ

た
し
自
身
が
追
い
求
め
て
き
た
幾
つ
吻
の
「
人
魚
詩
杜
痴
言
」
と
い
う
付
記
の

あ
る
、
言
語
革
命
的
な
オ
ー
ト
マ
チ
ズ
ム
の
語
法
の
作
品
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
イ
体
験
と
は
、
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言

え
ば
「
の
国
三
目
ζ
国
Z
↓
》
い
H
ω
ζ
」
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
影
を
見
る
こ
と

は
、
む
ろ
ん
、
間
違
っ
て
い
る
し
、
彼
が
『
月
に
吠
え
る
』
収
録
か
ら
は
ず
し

た
、
長
篇
の
散
文
詩
や
詩
的
散
文
「
幼
児
と
基
督
」
（
大
正
三
年
九
月
）
、
「
魚

と
人
と
幼
兇
」
（
大
正
三
年
十
月
）
、
「
遊
泳
」
（
大
正
三
年
十
一
月
）
、
「
秋
肝
帰

郷
」
「
感
傷
詩
論
」
（
い
ず
れ
も
大
正
三
年
十
月
）
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
と
同
質
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
書
か
れ
て
い
る
「
聖
餐
鯨
録
」
や

「
光
の
説
」
な
ど
も
、
」
発
表
さ
れ
た
の
は
大
正
四
年
の
一
月
で
あ
る
が
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
前
の
作
品
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
も
う
一
つ
、
朔
太
郎
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
の
時
期
が
、
確
定
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
浄
罪
詩
篇
」
の
意
味

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
作
品
の
う
し
ろ
に
「
浮
罪
詩
篇
」
と
付
記
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
四
年
一
月
号
に
発
表
し
た
も
の
以
後
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
く
浮
罪
V
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
と
深
く
か
か

わ
っ
て
生
ま
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
、
暗
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

＊

 
制
作
時
期
で
言
う
と
、
『
月
に
吠
え
る
』
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
早
い
部
分
は
、

大
正
三
年
九
月
発
表
の
「
感
傷
の
手
」
や
「
殺
人
事
件
」
、
そ
し
て
、
十
一
月

発
表
の
「
雲
雀
料
理
」
な
ど
七
篇
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
短
い
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
拝
情
的
作
品
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
無
意
識
の
胎
内
の
熱
塊
、

リ
ビ
ド
ー
か
ら
吹
き
つ
け
る
暴
風
の
よ
う
な
言
語
の
傾
向
を
代
表
し
て
い
な

い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
採
る
こ
と
で
、
こ
の
傾
向
は
隠
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
『
月
に
吠
え
る
』
の
冒
頭
に
も
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の

多
く
が
初
出
時
に
「
浄
罪
詩
篇
」
と
付
記
さ
れ
て
い
た
、
「
竹
と
そ
の
哀
傷
」

の
パ
ー
ト
の
十
篇
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
詩
集
の
す
ぐ
れ
て
緊
迫
し
た
言
語
空

間
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

 
で
は
、
こ
の
「
浮
罪
詩
篇
」
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
は
、
ど
の
よ
う
な

か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
「
浮
罪
詩
篇
ノ
オ
ト
」
と
し
て

発
表
さ
れ
た
、
大
正
三
年
九
月
頃
か
ら
の
ノ
ー
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
、
全

集
第
十
二
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
謹
言
表
ノ
ー
ト
篇
」
の
「
ノ
ー
ト
 
一
、

二
」
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
十
一
月
の
末
か
十
二
月
初
め
に
書
か
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
文
章
に
、
次
の
よ
う
な
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
と
関
連
す
る
記
述
が
出
て
く
る
。

 
キ
リ
ス
ト
が
地
上
に
再
降
さ
れ
る
場
合
に
ま
っ
さ
き
に
反
封
ず
る
も
の
は

カ
ト
リ
ッ
ク
の
坊
主
だ
と
イ
ヴ
ァ
ン
が
言
ふ
。
 
 
 
 
（
「
ノ
ー
ト
こ
）
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こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
単
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
い
う
名
前
で
は
な
く
、

ま



た
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
一
般
的
な
知
識
で
は
な
く
、
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」

の
内
容
に
か
か
わ
る
記
述
の
出
て
き
た
最
初
の
文
章
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
、

こ
れ
が
先
の
十
二
月
十
六
日
付
の
「
萩
原
榮
次
宛
書
簡
」
よ
り
前
と
い
う
確
証

は
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
そ
れ
よ
り
前
だ
ろ
う
と
推
定
す
る
の
は
、
こ
の

記
述
に
続
い
て
、
ほ
と
ん
ど
定
稿
に
近
い
形
の
「
罪
び
と
」
と
「
天
上
絡
死
」

の
草
稿
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
「
地
上
巡
禮
」
大
正
四
年
一

月
号
に
、
「
つ
み
び
と
」
の
題
名
で
発
表
さ
れ
、
詩
集
に
収
録
さ
れ
る
際
に
「
卵
」

と
改
題
さ
れ
た
。
後
者
の
定
稿
も
、
「
詩
歌
」
の
や
は
り
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。

い
ず
れ
も
「
浮
雲
詩
篇
」
の
付
記
が
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
「
ノ
ー
ト
」
の
こ
の
二
作
品
の
う
し
ろ

に
「
十
二
、
二
十
七
」
の
日
付
と
思
わ
れ
る
数
字
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
ゆ
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
制
作
日
で
は
な
い
。
こ
の
日
付
で
は
】
月
号
に
間
に
合

わ
な
い
か
ら
だ
。
「
罪
び
と
」
と
い
う
同
じ
詩
は
、
「
北
原
白
秋
宛
」
の
葉
書
に

す
で
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
十
一
月
二
十
く
V
に
出
さ
れ
て
い
て
、

こ
の
〈
〉
の
中
に
ど
の
数
字
が
入
る
と
し
て
も
、
こ
れ
な
ら
一
月
号
に
間
に

合
う
。
そ
し
て
、
こ
の
葉
書
の
十
一
月
二
十
〈
〉
日
は
、
白
秋
宛
十
一
月
二

十
七
日
付
の
葉
書
以
降
、
つ
ま
り
、
二
十
七
、
二
十
八
、
二
十
九
日
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ

 
要
す
る
に
、
め
ん
ど
う
な
実
証
の
手
続
き
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
十
一
月
二

十
七
日
よ
り
前
に
、
草
稿
段
階
も
含
め
て
、
「
津
罪
詩
篇
」
が
書
か
れ
て
い
な

い
こ
と
を
見
定
め
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
前
に
、
朔

太
郎
が
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」
，
を
読
ん
だ
期
間
を
、
十
一
月
二
十
七
日
よ

り
後
と
確
定
す
る
の
に
目
安
に
な
っ
た
、
「
萩
原
榮
次
宛
」
十
一
月
二
十
七
日

付
葉
書
と
、
「
北
原
白
秋
宛
」
の
葉
書
の
内
容
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
惹
、

い
ず
れ
も
麻
病
を
予
想
さ
せ
る
内
容
だ
が
、
白
秋
宛
の
方
が
よ
り
く
わ
し
く
、

し
か
も
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
〈
俄
悔
〉
の
文
字
が
出
現
す
る
こ
と
に
留
意
し
た

い
。

 
ま
る
で
冬
に
な
り
ま
し
た
。
利
根
川
の
光
る
岸
伝
で
魚
が
は
ね
る
、
く
ら

 
 
 
 
 
 
マ
マ

や
み
の
夜
路
で
癒
え
た
菊
が
光
る
、
病
氣
が
烈
し
く
な
る
、

 
汝
自
身
に
於
て
汝
の
肉
身
を
惨
毒
せ
し
む
も
の
を
汝
に
於
て
は
明
ら
か
に

天
意
を
怖
る
、

 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

 
わ
れ
は
疾
患
し
瓦
期
を
吸
入
し
わ
れ
は
合
掌
し
俄
悔
し
わ
れ
わ
れ
自
身

を
貫
ぬ
き
い
た
ま
し
む
る
た
め
に
日
に
十
数
本
の
銀
針
を
用
ゆ
、
し
か
れ
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
マ

も
疾
患
は
依
然
た
り
、
あ
あ
か
く
て
我
は
酸
慶
し
か
く
て
没
平
す
る
か
、
あ

 
 
 
 
マ
マ
 
 
 
 
マ
マ

あ
わ
れ
危
う
し
危
う
し
、

 
 
 
 
 
 
 
（
「
北
原
白
秋
宛
書
簡
」
大
正
三
年
十
一
月
二
十
七
日
付
）

 
こ
こ
で
恐
怖
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
自
身
の
疾
患
が
何
で
あ
る
か
は
、
十

二
月
十
日
付
の
「
北
原
白
秋
宛
書
簡
」
で
、
《
小
生
は
悪
病
と
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
と
拶
心
病
と
三
つ
一
所
に
や
ら
れ
一
時
は
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
惨
状
之
な
り

し
》
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
《
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
惨
状
》
の

な
か
で
、
は
じ
め
て
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
は
引
き
寄
せ
ら
れ
、
ま
た
、

向
時
に
、
《
天
意
を
怖
〉
れ
、
《
わ
れ
は
合
掌
し
俄
悔
し
V
と
い
う
状
態
に
な
っ

た
、
ど
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
書
か
れ
た
の
が
、
「
罪
び
と
」
で
あ
り
、
「
天
上

免
官
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
十
二
月
十
日
ま
で
に
、
他
の
作
品
と
共
に
定
稿
と

し
て
仕
上
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
白
秋
宛
書
簡
で
明
ら
か
で
あ
る
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
と
「
浮
罪
詩
篇
」
一
萩
原
朔
太
郎
〈
言
語
革
命
〉
の
変
容
一
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別
封
に
て
只
今
原
稿
御
送
呈
候
、
今
回
の
作
は
小
生
本
年
度
に
於
け
る
最

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

終
の
収
穫
と
存
じ
候
、
五
扁
の
中
「
亀
」
は
詩
歌
一
月
號
に
出
る
筈
の
「
天

 
上
総
死
」
と
共
に
小
生
命
が
け
の
大
作
（
実
質
上
に
於
け
る
）
に
御
座
候
問

 
何
卒
御
忌
許
与
添
削
下
さ
れ
〔
た
く
〕
願
上
意
、
小
生
の
作
は
最
初
實
感
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

 
り
出
で
一
時
空
想
に
入
り
最
近
に
至
っ
て
二
度
實
感
に
立
論
る
傾
向
有
之

 
候
へ
共
訳
は
如
何
な
る
も
の
に
候
や
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
北
原
白
秋
宛
書
簡
」
大
正
三
年
十
二
月
十
日
付
）

 
こ
の
手
紙
も
い
く
つ
か
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
白
秋
主
宰

の
「
地
上
巡
禮
」
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
亀
」
「
笛
」
「
つ
み
び
と
」
「
焦
心
」

「
白
夜
」
な
ど
の
「
浮
罪
詩
篇
」
五
篇
は
、
大
正
三
年
十
月
十
日
ま
で
の
、
病

臥
中
の
、
お
そ
ら
く
は
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
読
書
体
験
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
「
亀
」
が
同
時
期
の
「
天
上
総
死
」
と
と
も
に
、

本
人
に
と
っ
て
《
命
が
け
の
大
作
〉
と
自
覚
さ
れ
、
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
自

分
の
詩
が
〈
実
感
〉
か
ら
出
発
し
て
〈
空
想
〉
に
入
り
、
こ
の
段
階
で
ま
た
〈
実

感
〉
に
戻
っ
た
、
と
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
〈
実
感
〉
は
「
愛

憐
詩
篇
」
に
、
次
の
〈
空
想
〉
は
く
い
ん
よ
く
・
さ
ん
ち
ま
ん
た
り
ず
む
詩
篇
〉

に
、
そ
し
て
、
こ
の
段
階
の
〈
実
感
〉
が
「
浮
罪
詩
篇
」
に
対
応
す
る
も
の
と

考
え
れ
ば
、
こ
の
〈
実
感
〉
と
か
く
空
想
〉
と
い
う
こ
と
ば
の
是
非
は
別
と
し

て
、
そ
の
変
化
は
自
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

 
も
う
一
つ
、
こ
の
白
秋
宛
十
二
月
十
日
付
の
手
紙
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ

 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

れ
の
末
尾
に
《
落
角
の
外
に
散
文
一
波
封
入
御
送
稿
申
上
候
、
先
の
「
言
草

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

夜
曲
」
を
出
し
て
下
さ
る
や
う
な
ら
ば
そ
れ
と
一
所
に
集
め
「
自
由
詩
二
扁
」

と
で
も
し
て
出
し
て
下
さ
ら
ば
幸
甚
に
候
、
「
感
想
詩
」
と
名
を
つ
け
て
も
か

ま
ひ
ま
せ
ん
、
》
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
全
集
の
編
者
は
、
《
散

 
 
マ
マ

文
一
扁
、
「
淺
草
夜
曲
」
と
と
も
に
未
詳
》
と
註
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、

 
「
地
上
巡
禮
」
一
月
号
に
は
、
先
の
五
篇
以
外
に
長
篇
散
文
詩
「
聖
餐
黒
影
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
《
散
文
一
槍
》
が
、
こ
れ
を
指
し

て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
送
付
さ
れ
た
「
淺
草
夜

曲
」
は
、
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
の
こ
っ
て
い
な
い
が
、
草
稿
（
全
集
第

三
巻
の
「
未
発
表
詩
篇
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）
の
「
馬
草
公
園
の
夜
」
の
完

・
成
稿
で
は
な
い
か
、
と
推
定
し
う
る
。
そ
の
根
拠
は
、
む
ろ
ん
、
題
名
の
類
似

と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
内
容
的
に
言
っ
て
も
、
〈
兄
弟
〉
に
対
す
る
呼
び
か

け
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
放
蕩
無
頼
を
う
た
っ
て
い
る
、
そ
の
特
徴
が
「
聖
餐

鯨
録
」
と
共
通
し
て
い
て
、
朔
太
郎
が
こ
の
二
篇
を
並
べ
た
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
浮
罪
の
モ

テ
ィ
ー
フ
を
も
っ
て
い
な
い
。
前
の
白
秋
宛
の
十
二
月
十
日
付
の
手
紙
で
は
、

 
〈
空
想
〉
と
呼
ば
れ
た
〈
い
ん
よ
く
・
さ
ん
ち
ま
ん
た
り
ず
む
詩
篇
〉
の
流
れ

に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
最
近
の
作
で
再
び
〈
実
感
〉
に
戻
っ
た
と
自
己

認
識
さ
れ
た
作
品
群
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
と
は
い
え
、
こ
の
〈
実
感
〉
が
何
を
指
す
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
わ
た
し

は
、
い
ち
お
う
拝
情
性
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
が
〈
実
感
〉
と
呼
ぶ
「
愛
憐
詩
篇
」
と
「
浮
心
詩
篇
」
と
の
共

通
性
は
、
そ
の
好
情
的
な
小
品
の
性
格
に
あ
る
か
ら
だ
。
た
だ
、
後
者
の
方
が

は
る
か
に
イ
メ
ー
ジ
の
凝
集
力
に
お
い
て
す
ぐ
れ
、
ま
た
、
前
者
に
あ
っ
た
よ

う
な
涙
も
ろ
い
甘
美
な
感
傷
、
短
歌
的
な
詠
嘆
、
あ
い
ま
い
な
語
法
は
拭
い
去

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
暗
い
死
と
浮
罪
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
緊
迫
し
た
言
語

空
間
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
そ
こ
に
言
語
革
命
を
経
由
し
て
き
た
朔
太
郎
の
「
浮

罪
詩
篇
」
が
v
そ
れ
か
ら
の
変
容
で
あ
っ
て
も
、
単
に
〈
実
感
〉
へ
の
回
帰
で
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は
な
い
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
「
浮
罪
詩
篇
」
と
は
何
な
の

か
。
白
秋
宛
の
手
紙
で
《
命
が
け
の
大
作
》
と
自
認
し
た
二
つ
の
作
品
の
う
ち
、

ま
ず
、
「
天
上
総
死
」
か
ら
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

遠
望
に
光
る
松
の
葉
に
、

幟
悔
の
涙
し
た
た
り
て
、

遠
夜
の
空
に
し
も
白
き
、

天
上
の
松
に
首
を
か
け
。

天
上
の
松
を
懸
ふ
る
よ
り
、

滞
れ
る
さ
ま
に
吊
さ
れ
ぬ
。

（「

V
上
総
記
」
）

 
こ
こ
で
何
よ
り
も
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
七
五
調
の
韻
律
が
完
全
な
形
で
復

活
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
い
一
か
月
前
ま
で
の
、
〈
い

ん
よ
く
〉
や
く
せ
ん
ち
め
ん
た
り
ず
む
〉
を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
し
た
、
オ
ー
ト
マ

チ
ッ
ク
な
語
法
の
作
品
で
は
、
拒
ま
れ
て
い
た
も
の
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ

の
遠
夜
に
光
る
天
上
の
松
に
、
首
を
か
け
て
祈
る
さ
ま
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
絡

死
体
が
、
何
の
喩
で
あ
る
か
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
く
い
ん
よ
く
〉
や
く
せ

ん
ち
め
ん
た
り
ず
む
〉
の
モ
テ
ィ
ー
フ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
同
時
に
、

七
五
調
の
韻
律
を
拒
否
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
連
想
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
、
オ
ー
ト

マ
チ
ッ
ク
の
語
法
自
体
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

 
か
つ
て
菅
谷
規
矩
雄
は
、
朔
太
郎
の
観
念
に
お
け
る
性
的
遍
歴
が
三
つ
の
タ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
 
 
リ

ブ
ー
に
局
限
的
に
ゆ
き
あ
た
っ
て
い
た
、
と
理
解
し
た
。
一
つ
は
人
妻
エ
レ
ナ

に
表
象
さ
れ
る
《
〈
姦
通
〉
に
お
け
る
時
代
的
・
社
会
的
障
壁
》
、
二
つ
目
は

「
終
B
蹄
郷
」
に
露
呈
し
た
〈
妹
〉
と
の
《
近
親
性
愛
に
お
け
る
〈
性
〉
の
究

極
性
〉
、
三
つ
め
は
白
秋
、
犀
星
な
ど
と
の
《
同
性
愛
に
お
け
る
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
の
危
機
》
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
朔
太
郎
の
か
か
え
こ
ん
で
い

た
リ
ビ
ド
ー
が
、
詩
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
入
り
こ
ん
で
く
る
時
の
三
つ
の
性
の
方

向
性
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
の
方
向
性
が
法
的
、
制
度
的
、
慣
習
的
、
共
同
倫

理
的
な
タ
ブ
ー
と
衝
突
す
る
位
相
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
観
念
の
犯
罪
性
と
結
び
つ
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
土
台
に
し
て
、
イ
メ
ー

ジ
の
兇
行
を
遂
行
し
た
の
が
、
オ
ー
ト
マ
チ
ズ
ム
の
詩
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も

ま
た
、
従
来
の
象
徴
詩
、
そ
の
文
語
定
型
詩
と
い
う
制
度
、
規
範
と
．
衝
突
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
性
の
倫
理
と
詩
の
規
範
を
共
に
犯
す
イ
メ
ー
ジ
の
兇
行

者
が
、
こ
の
時
、
天
上
の
松
に
祈
れ
る
さ
ま
に
吊
る
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
吊
る
し
て
い
る
言
語
の
主
体
が
、
彼
が
す
で
に
葬
っ
た
は
ず
の
七
五
調
文
語

定
型
詩
で
あ
る
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
る
。

 
《
命
が
け
の
大
作
》
で
あ
る
も
う
一
つ
の
作
品
、
「
亀
」
の
方
は
こ
れ
と
対

応
す
る
何
を
開
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

林
あ
り
、

沼
あ
り
、

蒼
天
あ
り
、

ひ
と
の
手
に
は
お
も
み
を
感
じ
、

し
っ
か
に
純
金
の
亀
ね
む
る
、

こ
の
光
る
、

寂
し
き
自
然
の
い
た
み
に
た
へ
、

 
 
 
こ
こ
ろ

ひ
と
の
心
入
に
ま
さ
ぐ
り
し
つ
む
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
と
「
津
罪
詩
篇
」
一
萩
原
朔
太
郎
〈
言
語
革
命
〉
の
変
容
一

＼
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亀
は
蒼
天
の
ふ
か
み
に
し
つ
む
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
亀
」
）

 
「
天
上
総
死
」
に
お
い
て
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
兇
行
者
を
総
死
さ
せ
る
た
め
に
、

七
五
調
の
韻
律
が
必
要
だ
っ
た
が
、
「
亀
」
の
方
は
リ
ビ
ド
ー
処
刑
後
の
静
誼

を
た
た
え
て
い
る
。
雑
誌
初
出
時
に
そ
の
付
記
は
な
い
が
、
モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら

言
っ
て
、
こ
れ
も
当
然
「
浮
罪
詩
篇
」
に
含
ま
れ
る
。
ま
ず
、
は
じ
め
の
三
行

を
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
す
ぐ
れ
た
読
解
を

書
い
て
い
る
坪
井
秀
人
は
、
そ
れ
を
〈
反
復
法
〉
と
呼
び
、
《
〈
林
↓
沼
↓
蒼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ぞ
き
か
ら
く
り

天
〉
と
い
う
よ
う
に
（
あ
た
か
も
覗
機
関
を
見
さ
せ
る
よ
う
に
）
視
点
を
す

ば
や
く
変
換
さ
せ
て
い
く
こ
の
方
法
は
、
視
線
の
連
続
性
を
意
識
的
に
断
ち
切

り
、
〈
林
〉
と
く
沼
〉
と
く
蒼
天
〉
の
風
景
を
バ
ラ
バ
ラ
に
提
示
し
て
、
あ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
ク
チ
ュ
 
ル

は
読
者
の
関
係
づ
け
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
読
み
の
多
義
性
を
保
証
す
る
も

の
で
あ
り
…
…
（
大
方
の
読
者
は
「
林
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
沼
が
あ
り
、
（
そ

の
沼
の
水
面
に
映
さ
れ
て
も
い
る
）
蒼
天
が
見
え
る
」
と
読
む
だ
ろ
う
が
、
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
 

れ
ど
て
も
規
範
的
な
も
の
で
は
な
い
）
。
》
（
「
『
亀
』
を
読
む
」
）
と
書
い
て

い
る
。

 
た
し
か
に
こ
の
作
品
を
は
じ
め
て
読
む
時
は
、
〈
林
〉
〈
沼
〉
〈
蒼
天
〉
を
バ

ラ
バ
ラ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
、
そ
こ
に
視
線
の
連
続
性
が
断
ち
切

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
短
さ
と
い
う
こ
と
も
、

フ
ォ
ル
ム
の
決
定
的
な
要
素
で
あ
っ
て
、
最
終
行
を
読
ん
だ
時
、
眼
は
必
ず
は

じ
め
に
も
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
終
り
の
三
行
と
の
関
連
で
、
は

じ
め
の
三
行
が
単
に
孤
立
し
た
風
景
の
並
列
で
は
な
く
、
一
つ
の
イ
メ
碁
ジ
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
は
ず
だ
し
、
そ
う
読
ま
れ
る
方
が
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
ろ

い
、
と
思
う
。
つ
ま
り
、
前
提
は
こ
の
風
景
が
《
ひ
と
の
心
露
》
、
心
象
の
ぞ

れ
で
あ
り
、
む
ろ
ん
、
叙
景
的
な
自
然
で
は
な
い
、
と
こ
ろ
に
置
か
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
心
象
と
い
う
限
ら
れ
た
視
界
が
与
え
ら
れ
る
な
ち
ば
、
〈
林
〉

が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
無
意
識
性
の
象
徴
た
る
く
沼
〉
が
あ
り
、
〈
沼
〉
の
底

に
は
彼
の
罪
の
根
源
た
る
ウ
ビ
下
1
が
潜
ん
で
い
る
、
と
理
解
さ
れ
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
時
、
狂
気
は
去
っ
て
い
る
の
だ
。
合
沼
〉
に
リ
ビ
ド
ー
の
影

は
な
く
、
そ
こ
に
映
っ
て
い
る
の
は
、
突
き
抜
け
る
よ
う
な
〈
蒼
天
〉
な
の
で

あ
る
。
「
浮
罪
詩
篇
ノ
オ
ト
」
（
全
集
第
十
二
巻
「
ノ
ー
ト
一
、
二
」
）
に
は
、
〈
竹
〉

の
連
作
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
草
稿
詩
篇
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
沢

山
の
〈
蒼
天
〉
の
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
蒼
天
〉
と
は
言
う
ま
で
も

な
く
青
空
の
こ
と
。
古
い
時
代
に
お
い
て
は
天
に
い
る
神
、
天
帝
を
も
指
す
語

だ
。
朔
太
郎
に
そ
の
古
語
の
意
識
ま
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
ど
の
用
例
を

見
て
も
、
暗
く
盲
目
的
な
リ
ビ
ド
ー
と
は
対
照
的
に
、
明
る
い
光
に
満
ち
た
イ

メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
正
四
年
一

月
一
日
、
あ
る
い
は
元
旦
と
い
う
日
付
け
が
記
さ
れ
た
三
篇
の
〈
竹
〉
の
草
稿

に
出
て
く
る
用
例
は
、
《
い
と
高
き
と
こ
ろ
に
は
榮
光
あ
れ
／
榮
光
人
に
あ
れ

／
あ
あ
な
ん
ぞ
や
け
ふ
の
蒼
天
〉
《
蒼
天
ひ
ろ
ご
り
／
新
光
あ
ら
は
れ
／
新
光

ひ
ろ
ご
り
》
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
栄
光
〉
や
く
新
光
〉
に
満
ち
た
、

〈
蒼
天
〉
が
突
如
の
如
く
あ
ら
わ
れ
、
ひ
ろ
が
り
だ
し
た
の
だ
。
か
つ
て
の
制

度
的
、
、
倫
理
的
タ
ブ
ー
に
衝
突
す
る
リ
ビ
ド
ー
と
、
対
抗
的
に
あ
ら
わ
れ
た
の

が
く
蒼
天
〉
な
の
で
あ
っ
た
。

 
「
天
上
煙
死
」
に
お
い
て
は
、
地
上
の
松
で
は
な
く
、
《
天
上
の
松
》
が
罪

の
浄
化
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
「
象
」
に
お
い
て
は
、
〈
蒼
天
〉
が
そ
の
役
割
を
負
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
沼
〉
に
映
し
だ
さ
れ
て
い
る
《
蒼
天
の
ふ
．
か
み
》

に
、
眠
っ
て
い
る
《
純
金
の
亀
〉
を
、
自
然
の
い
た
み
に
耐
え
、
こ
こ
ろ
を
ま

（156）



さ
ぐ
る
よ
う
に
し
て
、
み
ず
か
ら
の
手
で
し
づ
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
《
純
金

の
亀
V
と
は
、
何
の
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の
か
。
こ
れ
ま
で
に
く
純
金
V
あ
る
い
は
、

金
、
白
金
、
金
属
、
純
銀
…
…
な
ど
〈
金
〉
に
か
か
わ
る
用
例
も
多
い
。
そ
れ

は
く
い
ん
よ
く
・
さ
ん
ち
め
ん
た
る
詩
篇
〉
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。
彼
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
く
感
傷
〉
を
、
短
歌
的
な
情
緒
に
お

い
て
で
は
な
く
、
無
…
機
的
に
、
透
明
感
を
も
っ
て
、
す
る
ど
く
表
現
す
る
、
そ

の
修
飾
語
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
《
菊
の
、
光
る
、
感

傷
の
、
純
金
の
墓
場
》
（
「
終
日
蹄
郷
」
）
と
か
、
《
純
銀
感
傷
の
人
室
生
犀
星
》

 
（
「
感
傷
詩
篇
」
）
と
か
、
《
鷲
鳥
は
純
金
の
卵
を
生
む
》
（
「
光
の
説
」
）
と
言

う
よ
う
に
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
純
金
〉
と
は
く
い
ん
よ
く
〉
と
結
び
つ
い
た
〈
感

傷
〉
表
現
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

 
し
か
し
、
こ
こ
で
の
く
純
金
〉
を
そ
う
受
け
と
っ
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ

と
だ
。
こ
れ
に
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
は
、
「
ノ
ー
ト
ニ
」
の
な
か
の
奇
妙
な

文
章
「
愛
鳥
詩
論
」
で
あ
る
。
彼
は
こ
」
の
中
で
《
日
本
人
の
象
徴
的
生
活
を
代

表
す
る
も
の
に
、
松
竹
梅
亀
及
び
富
士
の
璽
峯
が
あ
る
。
》
と
述
べ
、
さ
ら
に

《
我
々
の
國
民
性
の
紋
章
は
純
金
を
以
て
飾
ら
れ
て
居
る
。
我
々
の
貴
重
な
る

紋
章
を
奪
敬
し
ろ
。
V
と
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
の
文
章
を
そ
の
ま
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受
け
と
る
こ
と
の
危
険
性
を
、
わ
た
し
は
他
に
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

と
も
か
く
「
浮
罪
詩
篇
」
に
登
場
す
る
、
〈
松
〉
〈
竹
〉
〈
亀
〉
が
意
味
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
づ
け
の
な
か
で
、
〈
純
金
〉
も
《
予
土
性
の

紋
章
〉
と
い
う
文
脈
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
語
で
も
、
《
純
金
の

墓
場
》
と
は
ま
っ
た
く
意
味
が
変
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
〈
松
〉
や
く
亀
〉
と
関
連
し
て
、
「
愛
國
詩
論
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

 
 
う
ら
ら
か
な
る
哉
日
本
國
。

 
 
あ
ふ
げ
ば
高
き
天
上
に
舞
ふ
と
こ
ろ
の
鶴
あ
り
。
あ
る
み
に
う
む
製
の
光

 
る
鶴
あ
り
。
そ
の
か
が
や
く
つ
ば
さ
は
雪
に
似
て
さ
ん
ら
ん
。
況
ん
や
金
無

 
垢
の
亀
は
そ
の
重
量
も
つ
と
も
重
た
く
し
て
千
萬
年
の
「
時
劫
」
と
「
露
智
」

 
と
「
空
間
」
と
の
象
徴
膿
と
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
、
世
界
に
以
て
日
本
國
を

 
元
祖
と
な
す
。

 
 
松
を
見
よ
、
そ
の
針
の
如
き
み
ど
り
葉
は
し
ん
し
ん
と
し
て
空
を
さ
し
、

 
光
を
さ
し
光
を
と
ぎ
、
あ
ら
ゆ
る
合
掌
所
疇
髄
な
る
心
理
を
象
徴
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
ノ
ー
ト
ニ
、
愛
野
詩
論
」
）

 
こ
の
あ
ま
り
に
楽
天
的
、
あ
ま
り
に
紋
切
り
型
の
〈
う
ら
ら
か
〉
調
は
、
わ

た
し
た
ち
の
く
疾
患
す
る
朔
太
郎
V
の
イ
メ
ー
ジ
と
喰
い
違
っ
て
い
る
。
「
ノ
ー

ト
」
の
な
か
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
こ
の
文
章
を
、
文
字
通
り

信
用
し
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
限
定
し
て
読

ま
ね
ば
な
ら
ぬ
文
章
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
し
か
し
、
〈
松
〉
や
く
亀
〉

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
〈
い
ん
よ
く
・
さ
ん
ち
め
ん
た
り
ず
む
〉
と
対
抗
し
て
出
て

来
て
い
る
事
情
は
、
先
の
〈
蒼
天
〉
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
寿
や

健
康
を
表
象
す
る
、
日
本
国
の
共
同
感
性
、
も
っ
と
も
制
度
的
な
感
性
の
象
徴

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
《
千
萬
年
の
「
時
劫
」
と
「
璽
智
」
と
「
空
間
」
と
の
象

徴
体
〉
で
あ
る
、
《
純
金
の
亀
》
を
、
か
つ
て
は
兇
行
と
罪
の
根
源
と
し
て
の

リ
ビ
ド
ー
が
荒
れ
狂
い
、
そ
し
て
、
い
ま
や
深
い
、
〈
蒼
天
〉
を
映
し
て
い
る
、

心
霊
の
〈
沼
〉
の
な
か
に
沈
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
永
遠
の
知
性
を

眠
っ
て
い
る
《
純
金
の
亀
》
に
よ
る
浄
罪
の
試
み
、
ま
さ
し
く
、
そ
こ
に
に
《
命

が
け
の
〉
イ
メ
ー
ジ
の
儀
式
が
あ
っ
た
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
と
「
浮
罪
詩
篇
」
-
萩
原
朔
太
郎
〈
言
語
革
命
〉
の
変
容
一

（157）



＊

 
さ
て
、
再
び
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
「
条
里
詩
篇
」
と
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
が
、
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
問
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
幾
ら
か
で
も
語
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
に

は
じ
め
に
事
実
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に
引
用
し
た
、
大
正
三
年
十
二
月
十
六

日
付
「
萩
原
栄
次
宛
書
簡
」
で
あ
る
。
白
秋
宛
に
「
鐘
」
な
ど
五
篇
の
「
浮
雲

詩
篇
」
を
送
っ
て
か
ら
、
一
週
間
以
内
に
書
か
れ
た
手
紙
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
 
第
二
巻
の
「
露
西
亜
の
修
道
院
」
に
は
す
っ
か
り
感
激
し
て
涙
が
流
れ
た
、

 
長
老
ゾ
シ
マ
（
聖
人
）
が
信
仰
に
就
い
て
の
告
白
に
私
は
合
掌
し
て
首
を
た

 
れ
た
。
彼
は
言
ふ
。
世
界
の
人
類
は
や
が
て
今
の
個
人
主
義
を
捨
て
・
博
愛

 
主
義
に
蹄
依
す
る
時
期
が
く
る
と
、
眞
の
自
由
は
個
人
に
あ
ら
ず
し
て
柿
の

 
國
に
あ
る
と
。
露
西
亜
の
未
來
及
び
世
界
の
未
來
を
支
配
す
る
も
の
は
科
學

 
で
な
く
緊
要
主
義
で
な
く
新
教
で
な
く
自
由
思
想
で
な
く
実
に
、
カ
ト
リ
ツ

 
ク
聖
教
で
あ
る
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
萩
原
栄
次
宛
書
簡
」
大
正
三
年
十
二
月
十
六
日
付
）

 
さ
ら
に
朔
太
郎
は
こ
れ
に
続
け
て
、
奇
蹟
を
否
定
し
た
り
、
自
由
思
想
を
尊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
し
た
り
す
る
《
新
教
と
い
ふ
も
の
が
書
き
ら
ひ
V
だ
と
か
、
《
若
し
私
が
長

老
ゾ
シ
マ
の
や
う
な
聖
人
に
接
す
る
こ
と
が
出
費
れ
ば
私
は
た
だ
ち
に
救
は
れ

る
こ
と
が
出
來
た
人
間
か
も
知
れ
ま
せ
ん
》
と
も
書
い
て
い
る
。
こ
の
手
紙
に

つ
い
て
、
木
下
豊
房
は
先
の
引
用
部
分
の
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
教
〉
が
く
ギ
リ
シ

ャ
正
敏
〉
の
間
違
い
で
あ
る
た
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、

朔
太
郎
の
感
銘
を
受
け
た
の
が
、
《
イ
ワ
ン
の
無
神
論
的
思
想
（
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
）
に
通
い
合
う
側
面
で
は
な
く
、
ゾ
シ
マ
の
有
神
論
（
テ
ー
ゼ
）
の
側
面
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
》
と
述
べ
て
い
る
。

 
わ
た
し
も
朔
太
郎
の
す
く
な
く
と
も
、
大
正
三
年
十
一
月
末
か
ら
十
二
月
中

旬
に
か
け
て
の
、
最
初
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
の
核
心
は
そ
こ
に
あ
っ
た
、

と
思
う
。
朔
太
郎
が
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
読
ん
だ
と
き
、
親
父
の
フ
ョ
ー

ド
ル
と
淫
蕩
な
欲
望
を
共
有
す
る
、
激
情
家
長
男
ド
ミ
ー
ト
リ
に
自
分
を
見
出

し
た
か
、
あ
る
い
は
無
神
論
者
の
次
男
羊
ワ
ン
に
か
、
父
親
殺
し
の
ス
メ
ル
ヂ
ャ

コ
フ
に
か
は
わ
か
ら
な
い
。
長
老
ゾ
シ
マ
に
そ
れ
ほ
ど
強
く
惹
か
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
逆
に
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
、
欲
望
や
無
神
論
や
犯
罪
に
よ
つ
で
破
滅

を
た
ど
る
、
こ
れ
ら
の
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
た
ち
の
上
に
見
出
し
た
か
ら
で

は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
ゾ
シ
マ
の
対
極
に
自
分
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ゾ
シ
マ
の
 
 
剖

論
理
に
救
い
を
見
出
し
た
・
と
孕
る
の
で
あ
る
・
そ
の
ゾ
シ
マ
の
対
極
が
何
肪

で
あ
る
か
も
、
朔
太
郎
は
こ
の
手
紙
で
書
い
て
い
る
。

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
罪
悪
寧
ろ
犯
罪
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
私
は
非
常
な
姉
秘
的
な
考
を
も
つ

て
居
ま
す
、
（
こ
れ
が
私
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
共
鳴
す
る
第
一
の
原
因
）

私
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
の
中
で
強
姦
、
及
び
殺
人
と
い
ふ
も
の
に
最
も

興
味
を
も
つ
て
居
ま
す
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
中
で
最
も
露
性
を
有
す

 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

る
も
⑳
は
犯
罪
だ
と
も
考
へ
て
居
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
犯
罪
を
果
せ
る
刹
那

に
見
て
そ
の
人
間
は
地
上
の
最
も
勇
敢
な
る
個
人
主
義
者
に
な
れ
る
か
ら
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
。
同
時
に
眞
理
の
押
と
面
接
す
る
こ
と
が
出
費
る
か
ら
で
す
、
地
上
の
虚

偽
と
人
類
の
仮
面
を
痛
快
に
引
き
む
い
た
か
ら
で
す
、

 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
萩
原
栄
次
宛
書
簡
」
大
正
三
年
十
二
月
十
六
日
付
）



 
わ
た
し
は
朔
太
郎
の
リ
ビ
ド
ー
を
詩
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
し
た
志
向
が
、
法
・

制
度
的
、
慣
習
的
、
共
同
倫
理
的
な
タ
ブ
ー
と
衝
突
す
る
位
相
に
あ
っ
た
だ
け

で
な
く
、
そ
の
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
な
方
法
が
、
近
代
詩
の
規
範
に
も
ぶ
つ
か
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
て
い
る
。
朔
太
郎
が
罪
悪
や
犯

罪
、
と
り
わ
け
強
姦
や
殺
人
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
と
書
く
と
き
、
こ
の
モ

テ
ィ
ー
フ
こ
そ
が
共
振
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
人
妻
エ

レ
ナ
と
の
恋
愛
に
端
を
発
す
る
、
も
っ
と
も
個
人
的
な
場
所
で
あ
り
、
そ
の
欲

望
の
場
所
に
お
い
て
こ
そ
、
彼
は
《
勇
敢
な
個
人
主
義
》
に
な
れ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
朔
太
郎
は
そ
の
リ
ビ
ド
ー
が
馬
糧
に
振
る
舞
う
場
、
〈
い
ん
よ
く
・

さ
ん
ち
め
ん
た
り
ず
む
〉
の
場
に
、
詩
的
モ
テ
ィ
ー
フ
を
置
き
つ
づ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
も
は
や
そ
の
場
に
立
ち
続
け
る
こ
と
を
不
能
に
す
る
、
身
体
と

心
の
疾
患
に
見
舞
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
に
は
、
そ
の
疾
患
の
底
で
、

 
 
 
 
 

《
眞
理
の
聯
と
面
接
》
し
た
こ
と
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

 
そ
の
こ
と
は
さ
ら
に
こ
れ
に
続
く
、
栄
次
へ
の
重
大
な
〈
秘
密
〉
の
告
白
を

見
れ
ば
わ
か
る
。
そ
れ
は
《
今
度
の
病
氣
〉
が
、
《
不
思
議
な
…
…
全
く
偶
然

な
機
会
か
ら
草
木
姦
淫
罪
を
犯
し
た
〉
こ
と
に
発
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
《
今
度
の
病
氣
〉
と
い
う
の
は
、
前
に
も
触
れ
た
白
秋
宛
の
手
紙
（
十
二

月
十
日
目
）
で
、
《
麻
病
と
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
拶
痛
病
と
三
つ
一
所
に
や
ら

れ
》
た
こ
と
を
指
す
も
の
だ
が
、
そ
の
原
因
と
し
て
〈
草
木
姦
淫
〉
の
罪
を
犯

し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ノ
ー
ト
一
」
に
も
《
草

木
姦
淫
の
罪
業
は
人
間
至
上
の
悪
徳
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
神
威
を
犯
す
こ
と

之
れ
よ
り
甚
だ
し
き
は
な
い
》
と
か
、
《
こ
の
党
輩
す
べ
き
悪
徳
の
及
ぼ
す
と

こ
ろ
の
害
悪
は
肉
禮
を
し
て
し
ん
れ
つ
上
燗
せ
し
め
、
そ
の
血
統
を
汚
し
そ
の

璽
魂
を
し
て
永
世
地
獄
の
最
下
級
に
ま
で
誘
堕
せ
し
む
る
種
類
の
も
の
で
あ

る
。
〉
と
か
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
の
記
述
の
方
が
手
紙
よ
り
、
少
し

「
早
い
時
期
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

 
こ
れ
は
何
な
の
か
。
い
つ
ま
で
も
続
く
病
熱
の
恐
怖
か
ら
抱
か
れ
た
妄
想
な

の
か
、
エ
レ
ナ
と
の
（
想
像
上
の
、
あ
る
い
は
夢
の
中
の
）
姦
淫
か
、
あ
る
い

は
オ
ナ
ニ
ー
や
悪
所
場
で
の
遊
蕩
の
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の
か
。
と
も
か
く
《
草
木

の
精
〉
と
の
姦
淫
倣
、
《
た
っ
た
一
夜
〉
実
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は

《
實
に
快
樂
の
極
》
で
あ
り
、
《
肉
髄
を
と
か
す
類
の
痛
快
〉
だ
っ
た
、
と
言

う
。
し
か
し
、
そ
の
次
の
夜
か
ら
く
私
の
露
肉
に
妙
な
病
的
な
徴
ざ
し
が
現
は

れ
V
、
と
つ
ぜ
ん
、
何
者
か
に
背
後
か
ら
呼
ば
れ
た
り
す
る
。
そ
れ
で
、
《
神

罰
を
蒙
っ
て
居
る
こ
と
を
自
覚
し
て
非
常
な
恐
怖
に
襲
は
れ
》
た
、
と
告
白
す

る
。

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
草
木
姦
淫
の
天
罰
を
目
の
あ
た
り
に
受
け
た
の
に
相
違
な
い
と
い
ふ
こ
と

 
を
悟
り
ま
し
た
、
病
氣
は
益
々
重
く
な
り
ま
す
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
一
種
の

 
 
 
ピ
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ

 
変
調
な
軽
い
湿
熱
な
連
績
し
ま
す
、
私
は
は
っ
と
思
ひ
ま
し
た
、
私
は
心

 
底
か
ら
姉
に
許
し
を
乞
ひ
ま
し
た
、
と
ん
で
も
な
い
犯
罪
を
犯
し
た
（
無
意

 
識
に
）
と
い
ふ
こ
と
に
氣
が
つ
き
ま
し
た
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
萩
原
榮
次
宛
書
簡
」
大
正
三
年
十
二
月
十
六
日
付
）

 
〈
草
木
姦
淫
〉
が
何
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
病
熱
の
な
か
で

こ
そ
、
天
罰
を
感
じ
、
神
に
直
面
し
、
許
し
を
乞
う
た
と
い
う
経
緯
は
こ
こ
に

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
す
で
に
彼
の
リ
ビ
ド
ー
を
根
拠
に
し
た

詩
的
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
姦
通
罪
や
近
親
相
姦
、
そ
し
て
言
語
の
規
範
性
な
ど
の

タ
ブ
ー
と
衝
突
す
る
位
相
に
あ
っ
た
こ
と
に
、
繰
り
返
し
言
及
し
て
き
た
。
し

か
し
、
こ
れ
は
本
来
、
近
代
思
想
の
質
を
問
う
た
り
、
口
語
自
由
詩
生
成
の
方

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
体
験
と
「
浮
罪
詩
篇
」
1
萩
原
朔
太
郎
〈
言
語
革
命
〉
の
変
容
一

（159）



法
上
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
っ
て
も
、
朔
太
郎
の
身
体
的
な
疾
患
と
は
区
別
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ハ
詩
が
現
実
の
詩
人
の
心
身
を
媒
介

し
て
生
み
だ
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
き
れ
い
ご
と
で
す
ま
さ
れ
る
わ
け
が

な
い
。
朔
太
郎
の
思
想
上
、
方
法
上
の
困
難
が
彼
の
疾
患
の
な
か
に
深
く
喰
い

こ
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
見
る
ほ
か
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
〈
草
木
姦
淫
〉
の

メ
タ
フ
ァ
が
、
実
在
の
何
か
の
モ
デ
ル
を
隠
し
て
い
る
と
し
て
も
、
究
極
的
に

は
彼
の
リ
ビ
ド
ー
の
快
楽
を
指
し
て
い
る
、
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

 
つ
ま
り
、
彼
は
言
語
革
命
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
推
進
し
た
リ
ビ
ド
ー
の
快
楽
を
、

そ
れ
が
附
随
さ
せ
た
病
患
の
底
で
天
罰
と
感
じ
、
《
脚
に
許
し
》
を
乞
う
気
持

ち
に
な
ワ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
ゾ
シ
マ
長
老
の
こ
と
ば
や
論
理
が
、
か
ら
ま
っ

て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
信
仰
の
問
題
と
し

て
で
は
な
く
、
ゾ
シ
マ
の
個
人
主
義
か
ら
博
愛
主
義
へ
、
自
由
主
義
か
ら
ギ
リ

シ
ャ
聖
教
の
《
瀞
の
國
》
へ
と
い
う
論
理
そ
の
も
の
に
救
い
を
見
出
し
た
、
と

言
え
る
。

 
こ
の
点
で
は
特
に
、
《
第
二
巻
の
「
露
西
亜
の
修
道
院
」
》
に
お
い
て
、
ゾ

シ
マ
が
病
気
で
若
死
に
し
た
兄
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
部
分
と
の
対
応
が
見
ら

れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
．
ゾ
シ
マ
の
兄
マ
ル
ケ
ー
ル
は
、
政
治
犯
の
流
刑
囚
の
と
こ

ろ
に
出
入
り
し
て
、
そ
の
無
神
論
の
影
響
を
受
け
、
四
旬
齊
が
始
ま
っ
て
も
精

進
せ
ず
、
教
会
へ
も
通
わ
ず
、
《
そ
ん
な
こ
と
は
み
ん
な
寝
言
だ
、
神
な
ん
て

も
の
は
決
し
て
あ
り
ゃ
し
な
．
い
》
と
口
汚
く
罵
る
よ
う
な
人
だ
っ
た
。
し
か
し
、

彼
は
急
性
の
肺
病
に
な
り
、
死
期
の
せ
ま
っ
た
こ
と
を
予
感
す
る
と
、
母
の
願

い
を
聞
き
入
れ
て
、
精
進
も
し
、
教
会
へ
も
行
く
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
病
も

重
く
な
り
、
そ
れ
も
不
可
能
に
な
る
が
、
精
神
的
に
す
っ
か
り
人
間
が
変
り
、

母
に
向
か
っ
て
、
誰
も
が
す
べ
て
の
人
に
対
し
罪
が
あ
る
が
、
自
分
が
い
ち
ば

ん
罪
が
深
い
、
と
告
白
す
る
。
こ
の
よ
う
な
兄
を
医
者
は
病
気
の
た
め
に
精
神

、
錯
乱
に
陥
っ
た
と
い
う
が
、
彼
は
春
の
庭
に
来
た
小
鳥
た
ち
に
向
か
っ
て
さ
え
、

感
激
の
あ
ま
り
泣
き
だ
し
な
が
ら
、
赦
し
を
乞
う
。
た
と
え
ば
、
《
あ
あ
、
'
私

の
周
團
に
は
、
こ
う
し
た
紳
の
榮
光
が
充
ち
満
ち
て
い
た
の
だ
。
小
鳥
、
木
立
、

草
場
、
青
空
一
そ
れ
だ
の
に
、
私
一
人
だ
け
は
汚
辱
の
中
に
住
ん
で
、
す
べ

て
の
物
を
凹
し
て
い
た
。
そ
し
て
美
も
榮
光
も
ま
る
で
氣
が
つ
か
な
い
で
い
た

の
だ
》
と
言
う
よ
う
に
。

 
ゾ
シ
マ
長
老
は
、
自
分
の
生
涯
の
う
ち
で
、
こ
の
兄
マ
ル
ケ
ー
ル
の
出
来
事

以
上
に
尊
い
予
言
的
な
、
感
動
的
な
も
の
は
な
か
っ
た
と
語
る
。
お
そ
ら
く
朔

太
郎
は
、
こ
こ
に
強
く
共
振
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
後
に
「
雲
雀
の
巣
」

 
（
「
詩
歌
」
大
正
五
年
五
月
号
）
の
中
心
テ
ー
マ
に
育
っ
て
い
く
の
だ
が
、
こ

こ
で
は
大
正
三
年
十
二
月
の
段
階
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
マ
ル
ケ
ー
ル
が

病
床
で
は
じ
め
て
神
に
直
面
し
、
過
去
の
汚
辱
の
生
を
否
定
し
、
罪
を
俄
悔
す

る
と
と
も
に
（
地
上
に
は
栄
光
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
き
た
と
感
激
し
、
醜
に
赦
し

を
乞
う
シ
ー
ン
は
、
何
と
朔
太
郎
の
そ
れ
に
似
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
朔
太
郎

も
湿
熱
の
な
か
に
あ
っ
て
、
〈
草
木
姦
淫
V
の
天
罰
を
受
け
た
と
自
覚
し
、
《
心

底
か
ら
柿
に
許
し
を
乞
ふ
》
た
シ
ー
ン
を
、
わ
た
し
た
ち
は
「
萩
原
榮
次
宛
書

簡
」
で
見
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
先
の
「
ノ
ー

ト
ニ
」
に
見
ら
れ
た
、
〈
竹
〉
の
連
作
（
習
作
）
に
お
け
る
、
新
光
や
栄
光
の

あ
ふ
れ
る
〈
蒼
天
〉
が
出
現
し
た
の
だ
。

 
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
ノ
ー
ト
ニ
」
の
な
か
の
「
偉
大
な
る
懐
疑
」
と
い
う

作
品
を
あ
げ
て
お
く
。
こ
れ
は
「
浮
罪
詩
篇
、
奥
附
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル

が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
、
朔
太
郎
が
ゾ
シ
マ
長
老
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

兄
マ
ル
ケ
ー
ル
の
心
情
と
、
ほ
と
ん
ど
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
明
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り

ら
か
で
あ
ろ
う
。

主
よ

あ
き
ら
か
に
犯
せ
る
つ
み
を
ば

あ
き
ら
か
に
犯
せ
る
つ
み
と
知
ら
し
め
給
へ

聖
な
る
異
教
の
偶
像
に
供
養
せ
る
こ
と
を
ば
あ
か
し
せ
ん

み
ち
な
ら
ぬ
姦
淫
の
つ
み
を
ば
あ
か
し
せ
ん

し
か
は
あ
れ
ど
も

我
は
主
を
信
ず

我
は
主
を
信
ず

ま
こ
と
に
主
ひ
と
り
を
信
ず

か
か
る
日
の
繊
悔
を
さ
へ

わ
れ
が
疾
患
よ
り
出
つ
る
も
の
と
し
あ
ら
ば

す
べ
て
主
の
み
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
給
ひ
て
よ

…
…
（
以
下
省
略
）
…
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
偉
大
な
る
懐
疑
」
）
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