
３
「
郷
土
望
景
詩
」
（
詩
集
「
純
情
小
曲
集
』
後
半
）

註
①

「
自
序
」
に
よ
れ
ば
、
〈
過
去
の
日
を
記
念
す
る
た
め
に
〉
出
版
さ
れ
た

と
い
う
、
詩
集
「
純
情
小
曲
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
「
郷
土
望
景

詩
』
の
詩
篇
群
は
、
大
正
十
年
か
ら
同
十
五
年
ま
で
の
文
語
詩
、
計
十
篇
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
詳
ら
か
に
見
れ
ば
、
大
正
十
年
・
同
十
二
年
・
同
十

三
年
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
一
篇
ず
つ
、
同
十
四
年
の
も
の
が
四
篇
、
同
十
五

年
の
も
の
が
三
篇
な
の
で
、
凡
そ
『
郷
土
望
景
詩
』
の
詩
法
的
傾
向
は
大
正

十
四
年
か
ら
同
十
五
年
に
か
け
て
が
中
心
だ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

こ
こ
に
道
路
の
新
開
せ
る
は
め
ず

ち
よ
く直

と
し
て
市
街
に
通
ず
る
な
ら
暗
診
な
る
日
か
な

ん
。
天
日
家
並
の
軒
に
低
く
し
て

わ
れ
こ
の
新
道
の
交
路
に
立
て
林
の
雑
木
ま
ば
ら
に
伐
ら
れ
た

ｗ
シ
」
恥
Ⅷ
ノ
。

よ
も

さ
び
し
き
四
方
の
地
平
を
き
は
い
か
ん
ぞ
い
か
ん
ぞ
思
惟
を

萩
原
朔
太
郎
詩
の
詩
法
（
下
）

．
育
猫
」
か
ら
「
氷
島
』
へ
の
推
移
を
辿
っ
て
Ｉ

や

小

Ｐ

己

。

．

か
へ
さ
ん
新
し
き
樹
木
み
な
伐
ら
れ
た
り
。

わ
れ
の
叛
き
て
行
か
ざ
る
道
に
「
小
出
新
道
」
（
大
正
十
四
年
）

こ
の
詩
篇
も
、
『
青
猫
』
後
期
の
大
部
分
の
詩
篇
群
と
同
じ
く
、
視
覚
的

に
詩
的
宇
宙
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
ど
ん
な
ふ
う
に

描
築
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
は
、
作
者
が
現
実
生
活
に
お
い
て
実
際
に
好
ん
で
散
策
し
た
土

地
の
様
を
材
に
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
〈
通
ず
る
な

ら
ん
〉
と
表
現
し
て
作
者
に
は
周
知
の
そ
の
地
理
を
推
定
す
る
こ
と
で
、
現

実
生
活
者
と
し
て
の
作
者
は
姿
を
消
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の

視
覚
的
な
二
次
的
イ
メ
ー
ジ
を
椛
築
す
る
の
で
あ
る
。
〃
通
ず
″
と
断
定
し

て
し
ま
え
ば
、
〈
道
路
〉
の
果
て
は
実
在
す
る
日
常
的
次
元
で
の
〈
市
街
〉

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
冒
頭
の
二
行
は
地
理
の
説
明
に
な
っ
て
し
ま
う
わ

け
だ
が
、
〈
通
ず
る
な
ら
ん
〉
と
推
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
道
路
〉
の
行
き
着

く
果
て
は
、
ど
こ
や
ら
判
ら
ぬ
非
実
在
の
世
界
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ

し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
〈
わ
れ
こ
の
新
道
の
交
路
に
立
て
ど
／
さ
び
し
き

Q

平
田

Ｉ

三

○
利

晴

』

堅



て
詩
的
宇
宙
を
構
築
す
る
手
法
は
、
既
述
の
詩
集
「
青
猫
」
等
に
お
い
て
ば

か
り
で
な
く
、
朔
太
郎
詩
の
全
般
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
で
成
功

を
お
さ
め
る
た
め
に
は
、
二
次
的
言
語
に
よ
る
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
堅
固
さ
と
、

そ
こ
に
挿
入
さ
れ
る
一
次
的
言
語
の
節
度
が
肝
要
で
あ
り
、
一
次
的
言
語
が

そ
の
節
度
を
失
っ
て
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
侵
す
と
、
既
に
幾
つ
か
引
例
し
て
来

た
よ
う
な
失
敗
し
た
詩
、
或
い
は
後
述
の
詩
集
「
氷
島
」
中
の
詩
篇
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
垢
フ
。

こ
の
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、
更
に
こ
の
場
合
の
一
次
的
言
語
を
二
次
的
言

語
化
す
る
手
法
を
考
え
て
み
る
と
、

ち
よ
く

直
と
し
て
市
街
に
通
ず
る
な
ら
ん
。

新
し
き
樹
木
み
な
伐
ら
れ
た
り
。

の
如
く
、
筆
者
が
傍
線
を
施
し
た
部
分
に
見
ら
れ
る
、
謂
え
ば
〃
意
味
上
の

破
格
表
現
″
と
で
も
言
う
べ
き
表
現
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
小
田
新
道
」

の
詩
的
宇
宙
が
一
次
的
言
語
と
の
均
衡
を
保
ち
得
る
ほ
ど
の
強
力
な
も
の
と

し
て
成
立
し
て
い
る
の
は
、
一
に
こ
の
破
格
表
現
に
よ
っ
て
二
次
的
イ
メ
ー

ジ
を
背
負
っ
た
二
次
的
言
語
に
支
え
ら
れ
て
の
事
な
の
で
あ
る
。
他
に
も
、

萩
原
朔
太
郎
詩
の
詩
法
（
下
）

よ
も

四
方
の
地
平
を
き
は
め
ず
〉
と
い
う
句
に
よ
っ
て
、
ど
う
や
ら
、
〈
道
路
〉

の
果
て
は
、
何
処
だ
か
判
ら
ぬ
非
実
在
の
世
界
・
〈
地
平
を
き
は
め
〉
ら
れ

ぬ
遠
い
世
界
、
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
、
そ
の
こ
と
で
、
い
よ

い
よ
堅
固
な
詩
的
宇
宙
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
堅
固
に
で
き
あ
が
っ
た
視

覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
崩
れ
ぬ
間
に
、
す
ぐ
さ
ま
、
畳
掛
け
る
よ
う
に
〈
暗
彦

な
る
日
か
な
〉
と
い
う
現
実
的
な
作
者
の
詠
嘆
が
一
次
的
言
語
の
ま
ま
で
重

ね
ら
れ
る
。
こ
の
、
一
次
的
言
語
と
二
次
的
言
語
と
の
危
う
い
均
衡
に
よ
っ

凸

I

舌
足
ら
ず
と
多
少
の
無
理
と
を
強
ひ
て
押
し
切
っ
た
語
法
で
あ
る
が
（
中

略
）
詩
美
を
害
し
な
い
。
な
る
ほ
ど
補
足
は
必
要
だ
が
、
補
足
の
出
し
ま

、
、
、
、

へ
は
、
こ
の
場
合
、
読
者
に
と
っ
て
不
快
で
な
く
、
寧
ろ
あ
る
を
か
し
さ

（
マ
マ
）
の
り

や
快
易
感
を
さ
そ
ひ
か
け
る
風
で
あ
る
。
節
度
と
感
度
は
、
こ
こ
て
も
則

を
越
え
な
い
程
度
に
、
こ
の
作
者
と
し
て
は
或
は
控
へ
目
な
位
に
、
自
覚

註
②

さ
れ
抑
制
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
。

の
り

こ
れ
ほ
ど
当
を
得
た
明
察
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
〈
則
を
越
え
な

、
、
、
、
註
③

い
程
度
〉
の
〈
一
種
の
誤
謬
、
誤
謬
を
ま
き
こ
ん
だ
と
こ
ろ
の
ゆ
き
か
た
〉

で
も
っ
て
二
次
的
言
語
化
さ
れ
た
言
語
に
よ
り
、
詩
的
宇
宙
の
イ
メ
ー
ジ
は

造
型
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
「
青
猫
』
の
「
野
原
に
寝
る
」
に
お

い
て
も
見
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
方
法
が
朔
太
郎
詩
の
詩
法
の
中

心
と
な
る
の
は
一
“
郷
土
望
景
詩
」
か
ら
て
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
『
氷
島
」

に
な
る
と
ま
す
ま
す
多
用
さ
れ
る
。
い
さ
さ
か
先
走
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
多

用
が
逆
に
「
氷
島
』
詩
篇
の
失
敗
の
原
因
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
『
郷
土
望
景
詩
」
中
で
の
失
敗
例
に
つ
い
て
見
る
と
ｌ
ｏ

な
ま

わ
れ
の
中
学
に
あ
り
た
る
日
は
艶
め
く
情
熱
に
な
や
み
た
り

ち
よ
く

か
の
さ
び
し
き
惣
社
の
村
よ
り
直
と
し
て
前
橋
の
町
に

通
ず
る
な
ら
ん
。
「
大
渡
橋
」
（
大
正
十
四
年
）

つ
ば
き

し
き
り
に
こ
の
熱
す
る
唾
の
ご
と
き
も
の
を
の
ま
ん
と
す
。

「
利
根
の
松
原
」
（
大
正
十
五
年
）

等
、
（
傍
線
・
平
田
）
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
三
好
達
治
氏
は
、
こ
れ
を
次
の

よ
う
に
解
明
す
る
。

以
上
数
例
は
、
奇
異
と
い
へ
ぱ
ま
こ
と
に
奇
異
な
る
表
現
で
、
多
少
の

■
且
凸



て
ん
じ
つ

ひ
と
り
校
庭
の
草
に
寝
こ
ろ
び
天
日
直
射
し
て
熱
く
帽
子
に
照

居
し
が
り
ぬ
。

な
に
も
の
の
哀
傷
ぞ
「
中
学
の
校
庭
三
大
正
十
二
年
）

こ
の
待
篇
は
文
語
体
で
あ
る
故
に
失
敗
作
な
の
で
は
な
い
。
ｌ
本
稿
の

「
序
‐
｜
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
次
的
言
語
も
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
は
い
る
が
、
我
々
が
一
次
的
言
語
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
多
分
に
窓
意

的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
詩
篇
が
作
者
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
を
訴
え
る

言
語
作
品
で
あ
る
以
上
は
、
そ
の
盗
意
性
は
許
容
さ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
作
者
は
、
一
次
的
言
語
を
二
次
的
言
語
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
の
享
受
の
窓
意
性
を
少
な
く
し
、
完

結
し
た
詩
的
宇
宙
と
し
て
の
一
詩
篇
を
造
型
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
Ｉ
し
か

し
こ
の
詩
篇
に
お
い
て
は
、
そ
の
手
続
き
が
踏
ま
れ
て
い
な
い
・
一
次
的
言
語

の
ま
ま
の
文
語
体
が
そ
の
ま
ま
で
既
に
持
つ
意
味
上
の
二
次
的
性
格
・
口
調

の
良
い
音
韻
的
音
楽
性
に
よ
る
二
次
的
性
格
、
に
頼
っ
て
、
多
感
な
る
一
時

期
の
孤
独
感
、
と
い
う
現
実
の
報
告
・
記
録
が
、
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
青
猫
』
前
期
の
、
音
韻
的
効
果
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
造
型
す
る
手
法
に

お
い
て
は
、
口
語
そ
の
も
の
が
文
語
の
よ
う
な
音
韻
性
を
持
た
ぬ
ゆ
え
に
、
前

述
し
た
よ
う
な
様
々
の
方
法
を
凝
ら
し
て
、
そ
れ
に
音
韻
的
音
楽
性
を
賦
与

し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
用
詔
と
し
て
の
口
語
（
一
次
的
言
語
）
を
二
次

的
言
語
化
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
文
語
は
我
交
に
と
っ
て
日
常
用
語
で
な
い

ゆ
え
に
最
初
か
ら
二
次
的
言
語
的
な
性
格
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
口
語
よ

り
語
そ
の
も
の
が
音
韻
性
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
朔
太
郎
は
そ
れ
に
た
よ

Ｉ
カ
リ
て
書
物
を
な
げ
す
て

、
１

』

一
一
一
一
一

は
る
か
に
青
き
を
飛
び
さ
り
り
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
語
も
一
次
的
言
語
で
あ
る

蟹
四
四

か
ぎ
り
、
そ
の
ま
ま
使
用
す
れ
ば
、
当
然
、
イ
メ
ー
ジ
の
窓
意
性
を
持
っ
て
お

な
ま

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
作
者
が
如
何
様
な
中
学
時
代
を
送
っ
た
か
．
〈
艶
め
く
〉

作
者
の
〈
情
熱
〉
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
悩
ん
で
い
た

の
か
、
等
を
知
る
者
た
ち
に
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
窓
意
性
は
少
な
か
ろ
う
が
、

そ
れ
を
知
ら
な
い
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
空
さ
に
天
衣
無
縫
、
そ
れ
ぞ
れ
、

自
分
の
青
少
年
期
の
孤
独
感
を
零
ヘ
ー
ス
に
し
て
し
か
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を

〃
創
造
″
で
き
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
詩
鑑
賞
の
立
場
も
あ
り

う
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
で
は
朔
太
郎
自
身
の
孤
独
感
と
我
灸
の
孤
独

感
と
を
突
き
あ
わ
せ
て
味
わ
う
と
い
っ
た
鑑
賞
の
本
来
の
目
的
を
、
読
者
は

全
う
で
き
な
い
。

し
か
し
、
「
中
学
の
校
庭
」
の
如
き
失
敗
作
が
あ
る
か
ら
と
て
、
〈
改
め

て
そ
の
鑑
賞
的
評
価
を
問
ふ
た
め
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
私
自
身
（
朔
太
郎

自
身
）
へ
の
過
去
を
追
憶
し
た
い
た
め
〉
に
出
版
さ
れ
た
く
過
去
の
生
活
記

註
④
註
⑤

念
〉
の
書
で
あ
る
ゆ
え
に
〈
私
的
価
値
し
か
も
ち
え
な
い
〉
と
山
添
昌
子
氏

の
ご
と
く
性
急
に
断
定
し
て
し
ま
う
の
は
、
「
小
出
新
道
」
系
の
秀
作
の
ゆ

え
に
暫
く
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
小
出
新
道
」
の
ご
と
く
詩
的
宇
宙
の
イ

メ
ー
ジ
を
表
出
し
得
た
も
の
と
し
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
全
詩
十
篇
中
「
中

学
の
校
庭
」
・
「
波
宜
亭
」
を
除
く
八
篇
が
あ
り
、
詩
集
「
郷
土
望
景
詩
』

は
十
分
な
評
価
に
耐
え
得
る
の
で
あ
る
。

註
①
『
純
情
小
曲
集
』
の
「
自
序
」
（
前
掲
全
集
本
第
一
巻
三
一
八
頁
’
三
一

九
頁
所
収
）
。

q

『



’

４
『
氷
烏
』

〈
「
氷
島
』
の
詩
は
、
す
べ
て
漢
文
調
の
文
章
語
で
書
い
た
。
こ
れ
を
文
章

レ
ト
リ
ー
ト

註
①

語
で
書
い
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
僕
に
と
っ
て
明
白
に
「
退
却
」
で
あ
っ
た
〉

と
朔
太
郎
は
言
う
。
｝
」
の
自
己
認
識
は
あ
た
っ
て
い
る
か
？
ま
た
彼
は
、

『
氷
島
」
の
詩
語
が
文
語
体
漢
文
調
に
な
っ
た
理
由
、
作
者
自
身
の
内
部
に

お
け
る
「
氷
島
」
の
詩
語
選
択
の
方
法
的
必
然
性
を
、

所
で
僕
が
『
氷
島
」
に
書
い
た
詩
想
は
、
エ
ゴ
の
強
い
主
観
を
内
部
に

（
マ
マ
）

心
境
し
て
居
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
の
「
青
猫
」
の
や
う
に
、
標

秒
た
る
無
意
志
的
ア
ン
ニ
ユ
イ
の
も
の
で
な
く
し
て
、
意
志
の
反
雌
が
強

く
、
断
定
が
は
っ
き
り
し
て
居
る
も
の
で
あ
っ
た
。
僕
は
詩
の
各
行
の
い

ち
ば
ん
先
は
、
ヤ
ー
と
ナ
イ
ン
、
昌
両
め
と
ｚ
ｏ
の
決
定
語
を
前
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
し
か
も
か
う
し
た
言
葉
は
、
昔
の
純
粋

な
日
本
語
に
無
く
、
今
の
日
本
語
の
中
に
も
無
か
っ
た
。
厭
で
も
応
で
も
、

註
②

僕
は
漢
語
調
の
文
章
語
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
説
明
す
る
。
こ
う
い
っ
た
、
朔
太
郎
自
身
の
自
己
認
識
、
し
か
も
、
多
少

の
自
己
弁
護
め
い
た
節
は
あ
る
に
せ
よ
、
文
学
を
志
す
者
に
と
つ
・
て
は
耐
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
敗
北
の
認
識
は
、
あ
た
っ
て
い
る
か
？
ま
ず
、
そ
の
こ

と
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。Ｊ

萩
原
朔
太
郎
詩
の
詩
法
（
下
）

5）④③②

序
註
①
と
同
論
文
（
同
註
全
集
本
七
○
頁
）
。

「
朔
太
郎
詩
の
一
面
」
（
前
掲
『
三
好
達
治
全
集
』
第
五
巻
二
一
二
頁
）
。

こ
の
辺
り
、
本
節
註
①
と
同
じ
。
（
）
内
平
田
。

序
註
④
と
同
論
文
（
同
書
二
八
頁
）
。
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わ
が
故
郷
に
帰
れ
る
日
過
去
は
寂
蓼
の
谷
に
連
な
り

汽
車
は
烈
風
の
中
を
突
き
行
け
未
来
は
絶
望
の
岸
に
向
へ
り
。

さ
れ
き

砂
礫
の
ご
と
き
人
生
か
な
／
、
、

り
Ｏ

ひ
と
り
車
窓
に
目
醒
む
れ
ば
わ
れ
既
に
勇
気
お
と
ろ
へ

と
こ
し

汽
笛
は
闇
に
吠
え
叫
び
暗
惜
と
し
て
長
な
へ
に
生
き
る

ほ
の
ほ

火
焔
は
平
野
を
明
る
く
せ
り
。
に
倦
み
た
り
。

ま
だ
上
州
の
山
は
見
え
ず
や
。
い
か
ん
ぞ
故
郷
に
独
り
帰
り

夜
汽
車
の
灰
暗
き
車
燈
の
影
に
さ
び
し
く
ま
た
利
根
川
の
岸
に

母
な
き
子
供
等
は
眠
り
泣
き
立
た
ん
や
。

さ
ぐ

ひ
そ
か
に
皆
わ
が
憂
愁
を
探
れ
汽
車
は
砿
野
を
走
り
行
き

る
な
り
。
自
然
の
荒
蓼
た
る
意
志
の
彼
岸

公鳴
呼
ま
た
都
を
逃
れ
来
て
に

い
鵠
っ
こ

い
当
爲
と
ほ
り

何
所
の
家
郷
に
行
か
む
と
す
る
人
の
憤
怒
を
烈
し
く
せ
り
。

ぞ
。
「
帰
郷
」
（
昭
和
六
年
）

〈
昭
和
四
年
の
冬
、
妻
と
離
別
し
二
児
を
抱
へ
て
故
郷
に
帰
る
〉
と
い
う

序
詞
を
付
し
た
こ
の
詩
篇
は
、
詩
語
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

ま
こ
と
文
語
体
漢
語
調
が
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
。
こ
の
「
帰
郷
」
に
し
ろ
「
漂

泊
者
の
歌
」
（
昭
和
六
年
）
に
し
ろ
「
動
物
園
に
て
」
（
同
五
年
）
に
し
ろ
、
こ

の
よ
う
な
詩
語
が
選
ば
れ
た
の
は
、
朔
太
郎
自
身
が
「
「
氷
島
』
の
詩
語
に
つ

い
て
」
で
、
〈
意
気
昂
然
た
る
断
定
の
思
想
を
叙
顎
へ
る
た
め
に
〉
〈
退
却
を

自
辱
し
な
が
ら
、
文
語
体
漢
語
調
を
〉
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
〈
意
志
な

き
寂
蓼
を
踏
み
切
れ
か
し
。
〉
（
「
漂
泊
者
の
歌
」
）
・
〈
鉄
鎖
の
つ
な
が
れ
た
る

悩
み
を
た
え
た
り
。
〉
（
「
動
物
園
に
て
」
）
な
ど
の
詩
句
を
例
に
挙
げ
、
〈
そ
れ

Ｉ
Ｉ

4
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.



（
マ
マ
）

の
意
味
の
上
よ
り
も
、
主
と
し
て
言
葉
の
音
韻
す
る
響
き
の
上
で
、
壮
烈
な

る
意
志
の
決
断
や
、
鯵
積
し
た
感
情
の
憂
悶
や
を
、
感
覚
的
に
強
く
表
現
し

よ
う
と
し
〉
て
用
い
た
、
と
説
き
明
か
し
た
よ
う
に
、
そ
の
詩
境
に
原
因
が

あ
る
わ
け
だ
が
、
筆
者
も
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
詩
語
の
ゆ
え

に
『
氷
島
』
が
敗
北
の
詩
集
だ
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
青
猫
」
系
や
「
郷
土
望
景
詩
』
の
詩
篇
群
に
お
い
て
と
同
じ
く
、

視
覚
的
に
．
イ
メ
ー
ジ
を
構
築
す
る
詩
法
が
「
氷
島
』
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
、

為
な
ぱ
あ
く

「
帰
郷
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
漂
泊
者
の
歌
」
・
「
遊
園
地
に
て
」
（
昭
和
六

年
）
・
「
殺
せ
か
し
／
殺
せ
か
し
／
，
」
同
年
）
等
、
『
氷
島
』
中
の
殆
ど

全
て
の
詩
篇
に
お
い
て
、
そ
の
館
一
聯
な
い
し
最
初
の
二
・
三
行
が
視
覚
的

な
イ
メ
ー
ジ
の
造
型
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
明
ら
か
だ
が
、

そ
れ
で
は
こ
の
詩
篇
を
「
青
猫
』
に
お
け
る
成
功
し
た
詩
篇
群
と
同
じ
く
評

価
す
る
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
残
念
な
が
ら
、
否
、
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
。

『
郷
土
望
景
詩
』
ま
で
の
そ
れ
の
成
功
は
認
め
ら
れ
て
も
、
こ
の
「
帰
郷
」

を
は
じ
め
と
す
る
殆
ど
の
『
氷
島
』
詩
篇
に
お
け
る
そ
れ
は
、
認
め
難
い
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
詩
篇
が
、
例
え
ば
『
郷
土
望
景
詩
』
中
の
「
中

学
の
校
庭
」
に
見
ら
れ
た
と
同
じ
よ
う
な
失
敗
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
詩
篇
に
お
い
て
は
〈
そ
れ
の
意
味
の
上
よ
り
も
、
主
と
し
て

（
マ
マ
）

言
葉
の
音
韻
す
る
響
き
の
上
で
〉
用
い
た
と
い
う
朔
太
郎
の
自
己
分
析
か
ら

し
て
も
判
る
よ
う
に
、
音
韻
的
音
楽
性
を
さ
ほ
ど
持
た
ぬ
一
次
的
言
語
と
し

て
の
口
語
に
そ
れ
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
次
的
言
語
化
し
、
そ
れ
で
詩

的
宇
宙
を
構
築
し
表
現
し
た
『
青
猫
』
前
期
と
は
違
い
、
文
語
体
漢
語
調
が

一
次
的
言
語
の
儘
で
既
に
持
つ
意
味
上
の
二
吹
的
言
語
的
性
格
と
音
韻
上
の

｡

心

タ
コ

三
四

音
感
性
に
た
よ
り
か
か
っ
て
い
る
た
め
に
、
二
次
的
言
語
に
よ
る
詩
的
宇
宙

が
構
築
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
に
、
〈
汽
車
は
烈
風
の
中
を
突
き
行

け
り
。
〉
と
い
っ
た
、
響
き
の
凄
ま
じ
い
断
定
で
説
き
起
こ
さ
れ
て
は
い
て

も
、
そ
う
い
う
視
覚
的
な
定
着
を
志
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
の
故
に
遂
に

二
次
的
言
語
の
完
結
し
た
一
世
界
（
詩
的
宇
宙
）
と
し
て
成
立
せ
ず
に
終
っ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
〃
序
詞
″
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
〈
故
郷
に
帰
〉
る
の
か
．
な
ぜ
〈
母
な
き
子
供
等
〉
は
母
が
無
い
の
か
、

そ
う
い
っ
た
説
明
、
即
ち
〃
序
詞
″
で
の
説
明
句
が
な
け
れ
ば
、
更
に
は
朔

註
③

太
郎
が
夫
人
と
〈
離
別
し
〉
た
具
体
的
な
経
緯
に
つ
い
て
の
知
識
、
な
ど
が

無
け
れ
ば
、
こ
の
詩
に
託
し
た
作
者
自
身
の
詩
的
宇
宙
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま

さ
し
く
読
者
に
窓
意
的
に
受
け
取
ら
れ
よ
う
。
人
生
に
敗
れ
て
そ
の
腰
を
噛

む
形
式
は
、
個
灸
人
千
差
万
別
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
激
し
い
情
念
を
、

響
き
の
断
定
的
な
文
語
体
漢
語
調
で
凄
ま
じ
く
叫
ん
で
み
た
と
こ
ろ
で
、
一

次
的
言
語
で
絶
叫
す
る
か
ぎ
り
、
享
受
者
側
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
わ
が
故
郷

に
帰
れ
る
日
〉
を
想
像
し
、
〈
わ
が
愛
愁
〉
を
〈
過
去
〉
を
〈
寂
蓼
の
谷
〉

さ
れ
き

を
〈
未
来
〉
を
〈
絶
望
の
岸
〉
を
〈
砂
礫
の
ご
と
き
人
生
〉
を
〈
生
き
る
に

倦
み
た
〉
る
情
念
を
、
思
い
だ
。
へ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ

た
享
受
者
の
享
受
の
窓
意
性
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
二
次
的
言
語
は
あ
る

の
だ
。し

か
し
、
或
い
は
、
最
初
の
五
行
で
〈
汽
車
〉
の
〈
突
き
行
〉
く
様
を
提

出
し
、
六
行
目
で
自
身
の
心
境
を
提
出
す
る
技
法
は
「
郷
土
望
景
詩
』
に
お

け
る
一
次
的
言
語
と
二
次
的
言
語
と
の
危
う
い
均
衡
の
も
と
に
詩
的
宇
宙
の

イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
る
技
法
と
一
致
し
て
い
る
、
と
人
は
言
う
か
も
知
れ

く

い
■



I

な
い
。
こ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
「
氷
島
」
の
主
た
る
方
法
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

例
え
ば
「
小
出
新
道
」
の
最
初
の
五
行
と
比
し
て
み
る
と
、
既
に
述
、
へ
た
よ

う
に
「
小
出
新
道
」
に
お
い
て
は
現
実
生
活
者
と
し
て
の
作
者
が
イ
メ
ー
ジ

の
裏
に
婆
を
隠
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
帰
郷
」
に
お
い
て
は
〈
わ
が
故
郷ほ

に
帰
れ
る
日
〉
と
い
う
〃
序
詞
″
を
前
提
と
し
た
説
明
句
で
始
ま
り
、
〈
火

の
ほ焔

は
平
野
を
明
る
く
せ
り
。
〉
と
い
う
情
景
描
写
で
終
っ
て
お
り
、
こ
の
最
初

の
五
行
は
「
小
出
新
道
」
の
そ
れ
と
は
違
い
、
読
者
蓉
詩
的
宇
宙
に
誘
な
う

二
次
的
言
語
と
は
な
り
得
て
い
な
い
。
一
次
的
言
語
と
二
次
的
言
語
と
の
詰

和
に
よ
る
詩
的
宇
宙
の
構
築
の
詩
法
は
、
本
稿
の
「
序
」
で
述
べ
た
よ
う
な
、

詩
芸
術
と
し
て
の
理
想
を
全
う
し
た
完
全
な
る
詩
的
宇
宙
の
椛
築
が
な
か
な

か
不
可
能
な
現
実
の
詩
篇
で
は
、
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
ぬ
、
一
次
的
言
語

の
詩
的
宇
宙
へ
の
混
入
に
よ
っ
て
、
詩
篇
が
一
次
的
世
界
へ
墜
落
す
る
こ
と

を
回
避
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
詩
法
に
お
け
る
第
一
の

危
険
性
は
、
二
次
的
言
語
が
一
次
的
言
語
に
圧
倒
さ
れ
て
イ
メ
ー
ジ
が
形
而

下
的
な
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
見
て
き
た
よ
う
に

『
郷
士
望
景
詩
』
に
至
る
ま
で
の
詩
篇
で
で
は
、
そ
れ
が
詩
的
宇
宙
を
椛
築

す
る
に
相
応
し
い
程
度
に
抑
制
さ
れ
、
均
衡
を
保
っ
て
譜
和
し
得
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
が
遂
に
破
綻
を
来
し
て
、
一
次
的
言
語
が
二
次
的
言
語
を
圧

倒
し
て
し
ま
い
、
詩
的
宇
宙
が
一
次
的
世
界
に
墜
落
し
て
し
ま
っ
た
の
が
即

ち
こ
の
詩
篇
で
あ
り
、
更
に
は
詩
集
『
氷
島
」
中
の
大
方
の
詩
篇
な
の
で
あ

註
④

る
。
そ
れ
は
、
「
漂
泊
者
の
歌
」
・
「
乃
木
坂
倶
楽
部
」
（
昭
和
六
年
）
・
「
品
川

沖
観
艦
式
」
（
同
年
）
以
下
、
計
十
三
篇
の
詩
篇
に
《
詩
篇
小
解
》
な
る
も
の
を

付
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
も
関
係
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
詩

萩
原
朔
太
郎
詩
の
詩
法
（
下
）

ザ

〕

的
宇
宙
が
詩
的
宇
宙
と
し
て
結
実
せ
ず
、
一
次
的
言
語
の
世
界
で
あ
り
過
ぎ

た
た
め
に
、
嘗
て
「
青
猫
』
等
に
お
い
て
一
大
成
功
を
掌
中
に
し
た
朔
太
郎

に
は
、
「
氷
島
」
中
の
こ
れ
ら
の
詩
篇
群
の
イ
メ
ー
ジ
不
足
に
満
足
で
き
ず
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
不
足
を
《
詩
篇
小
解
》
に
よ
っ
て
補
お
う
と
し
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
今
ひ
と
つ
、
こ
れ
は
「
青
猫
』
前
期
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
音
韻
的
音

楽
性
の
利
用
に
よ
る
も
の
と
同
様
に
、
一
次
的
言
語
を
二
次
的
言
語
な
ら
し

め
る
朔
太
郎
詩
の
、
謂
わ
ば
生
涯
の
詩
法
で
あ
る
が
、
破
格
表
現
に
つ
い
て

述
べ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

し
か
し
、
結
論
を
先
走
っ
て
言
え
ば
、
「
郷
土
望
景
詩
』
中
に
お
け
る
こ

註
⑤

の
詩
法
が
巧
み
に
生
か
さ
れ
て
い
た
の
と
は
う
っ
て
か
わ
り
、
『
氷
島
」
の

詩
篇
中
に
お
い
て
は
、
殆
ど
無
惑
な
ま
で
に
失
敗
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、い

づ
こ
に
家
郷
は
あ
ら
ざ
る
く
し
。
「
漂
泊
者
の
歌
」

わ
れ
は
尚
悔
い
て
恨
み
ず

た
び

百
度
も
ま
た
昨
日
の
弾
劾
を
新
た
に
せ
む
。

い
か
な
れ
ば
虚
無
の
時
空
に

新
し
き
弁
証
の
非
有
を
知
ら
ん
や
。

（
中
略
）

い
か
ん
ぞ
暦
数
の
回
帰
を
知
ら
む
「
新
年
」
（
昭
和
六
年
）

人
の
い
か
な
る
愛
着
も
て

か
く
も
機
関
車
の
火
力
さ
れ
た
る

烈
し
き
熱
情
を
な
だ
め
得
ん
や
。
「
告
別
」
（
昭
和
五
年
）

三
五

』



等
が
、
そ
の
例
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
例
え
ば
「
蒼
ざ
め
た
馬
」
に
お
い

て
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
意
味
上
の
破
格
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
「
蒼
ざ
め
た

馬
」
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
作
者
の
詩
的
宇
宙
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
享
受
者
側
で

あ
る
我
為
は
享
受
す
る
こ
と
が
ｌ
否
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
〃
創
造
″
に
加

担
す
る
こ
と
が
’
で
き
た
。
け
れ
ど
も
、
我
食
は
果
し
て
、
今
こ
こ
に
引

用
し
た
句
を
読
ん
で
、
そ
れ
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
否
、
で
あ
る
。

三
好
達
治
氏
は
、
「
小
出
新
道
」
と
「
新
年
」
と
を
比
し
て
、
前
者
を
肯

定
し
、
後
者
を
否
定
す
る
。
後
者
の
句
が
難
解
で
あ
る
と
し
、
そ
の
ゆ
え
に

否
定
し
て
い
る
の
だ
が
、
私
も
妥
当
な
評
価
だ
と
思
う
。
三
好
氏
は
言
う
。

〈
こ
の
近
著
『
氷
島
』
一
巻
は
、
（
中
略
）
或
意
味
で
は
貴
家
（
朔
太
郎
の
こ

と
）
の
詩
的
生
活
の
帰
結
の
や
う
な
風
貌
を
も
っ
て
ゐ
ま
す
。
（
中
略
）
と
こ

ろ
が
こ
の
欣
び
を
妨
げ
る
他
の
素
因
が
、
「
月
に
吠
え
る
」
以
来
「
郷
士
望

景
詩
」
に
亙
る
期
間
に
於
て
、
嘗
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
病
弊
が
、
こ

こ
で
は
小
生
の
欣
び
を
浸
蝕
す
る
の
で
す
。
／
（
中
略
）
此
度
の
貴
著
『
氷

島
』
に
於
け
る
、
病
弊
暇
疵
と
は
、
そ
れ
で
は
何
を
指
す
の
で
せ
う
か
。
一

括
し
て
申
上
げ
て
、
そ
れ
は
不
自
然
な
印
象
で
あ
り
ま
す
。
〉
と
。
そ
し
て
、

「
新
年
」
を
、
〈
明
瞭
な
表
象
を
捕
へ
〉
難
く
〈
難
解
な
名
辞
〉
が
使
用
さ

れ
た
く
詩
感
の
正
鵠
を
逸
し
て
ゐ
る
〉
詩
篇
で
あ
る
と
評
し
、
「
小
出
新
道
」

を
〈
感
情
の
自
然
な
発
露
と
、
ツ
ボ
を
脱
さ
ぬ
明
確
な
詩
句
と
が
、
古
い
云

ひ
方
で
す
が
、
潭
然
と
融
和
し
て
ゐ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
を
前
者

と
比
需
へ
て
み
る
な
ら
ば
、
小
生
が
以
て
病
弊
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
空
疎
な
感

じ
、
不
自
然
な
印
象
と
は
、
凡
そ
何
を
指
し
て
ゐ
る
の
か
御
諒
解
下
さ
る
で

註
⑥

せ
う
〉
と
評
価
す
る
。
私
も
こ
の
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
だ
が
、
詩
集
『
氷

’

ク

珂
咄
，

島
』
に
お
け
る
破
格
表
現
が
〈
明
瞭
な
表
象
を
捕
へ
〉
難
い
〈
難
解
な
名
辞
〉

の
使
用
に
よ
っ
て
〈
詩
感
の
正
鵠
を
逸
し
て
ゐ
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま

り
は
享
受
者
側
の
イ
メ
ー
ジ
の
造
型
が
窓
意
性
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
冑
猫
」
や
「
郷
士
望
景
詩
』
の
破
格
表
現
は
認
め
て
も
『
氷

島
」
の
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
理
由
だ
け

で
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
先
に
挙
げ
た
「
帰
郷
」
に
お
い
て
明
白
な
よ
う

に
、
こ
れ
ら
難
解
な
破
格
表
現
は
、
そ
れ
自
体
が
享
受
者
側
の
窓
意
的
な
イ

メ
ー
ジ
の
享
受
を
招
来
す
る
と
い
う
、
全
き
形
で
の
二
次
的
言
語
に
は
な
り

得
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
う
え
に
、
一
詩
篇
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
、
他

の
語
と
の
譜
和
も
行
な
わ
れ
て
い
な
い
ゆ
え
に
、
更
に
評
価
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
『
郷
士
望
景
詩
』
や
「
青
猫
』
で
は
節
度
が
保
た
れ
て
効

果
を
あ
げ
て
い
た
破
格
表
現
が
、
度
を
越
し
た
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

詩
篇
が
、
作
者
自
身
の
詩
的
宇
宙
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
れ
ほ
ど
確
固
と
作
者

自
身
の
仕
方
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か
で
、
そ
の
成
功
・
不
成
功
を
問

わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
が
ど

れ
ほ
ど
二
次
的
言
語
と
な
り
得
て
い
る
か
に
よ
っ
て
先
ず
裁
断
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
朔
太
郎
自
身
が
解
明
す
る
よ
う
に
、
文
語
体
漢
語
調

の
音
韻
上
の
響
き
が
「
氷
島
」
の
詩
境
に
マ
ッ
チ
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

「
氷
島
』
が
文
語
体
漢
語
調
で
あ
る
ゆ
え
に
敗
北
の
詩
集
だ
と
す
る
、
口

語
と
か
文
語
と
か
い
う
側
面
か
ら
の
み
の
裁
断
は
、
少
点
危
険
だ
と
考
え

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
〈
『
氷
島
』
を
表
現
す
る
の
に
い
か
に
効
果
的

（
マ
マ
）

て
あ
ろ
う
と
も
、
文
語
で
し
か
味
嘆
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
朔
太
郎
の

千

ｂ
ｆ
ｐ
。

｛
二
』
、

’
’
’
一
ノ
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註
⑦

敗
北
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
〉
と
、
そ
の
文
語
体
の
ゆ
え
に
『
氷
島
』

を
敗
北
の
詩
集
と
す
る
山
添
昌
子
氏
に
は
賛
同
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
寧
ろ

文
語
体
漢
語
調
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
論
難
す
る
の
な
ら
ば
、
本
稿
「
３

「
郷
土
望
景
詩
』
」
の
項
で
「
中
学
の
校
庭
」
に
つ
い
て
述
べ
た
と
同
じ
よ

う
な
失
敗
が
詩
集
『
氷
島
』
の
全
き
詩
風
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
責
む

寺
へ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
と
さ
ら
与
え
な
く
と
も
一
次
的
言
語
の
ま
ま
の
文
語
体

漢
語
調
そ
の
も
の
が
既
に
持
つ
意
味
上
の
二
次
的
言
語
ら
し
い
性
格
と
．
音

韻
性
に
頼
り
か
か
り
過
ぎ
て
、
一
次
的
言
語
の
二
次
的
言
語
化
を
怠
り
、
詩

的
宇
宙
の
表
現
に
失
敗
し
た
点
を
責
め
る
ゞ
へ
き
な
の
で
あ
る
・
『
氷
島
』
の

詩
語
た
る
文
語
体
漢
語
調
は
、
そ
の
文
体
な
い
し
単
語
そ
の
も
の
に
一
次
的

言
語
の
ま
ま
で
音
韻
的
音
楽
性
を
内
包
し
て
お
り
、
「
青
猫
」
に
お
け
る
口

語
が
、
そ
の
性
格
を
持
た
ぬ
ゆ
え
に
、
前
述
の
如
き
様
灸
の
方
法
を
媒
介
と

し
て
音
韻
的
音
楽
性
を
賦
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
次
的
言
語
化
さ
れ
て

用
い
ら
れ
て
い
た
の
と
は
、
根
本
的
に
そ
の
質
を
異
に
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
青
猫
』
の
音
韻
的
音
楽
性
は
一
次
的
言
語
の
二
次
的
言
語
化
の
た
め
に
使

わ
れ
て
お
り
、
「
氷
島
」
の
そ
れ
は
、
一
次
的
言
語
の
ま
ま
で
使
用
さ
れ
て

い
る
ゆ
え
に
、
前
者
は
、
読
者
に
イ
メ
ー
ジ
の
享
受
の
窓
意
性
を
許
さ
ぬ
詩

的
宇
宙
に
な
り
得
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
そ
れ
が
全
う
さ
れ
な
い
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
氷
島
』
は
決
し
て
そ
の
文
語
体
漢
語
調
の
ゆ
え
だ
け

に
敗
北
の
原
因
を
帰
結
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

〃
文
語
体
漢
語
調
を
使
用
し
た
そ
の
事
″
に
『
氷
島
」
の
詩
法
的
挫
折
が
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
〃
文
語
体
漢
語
調
に
頼
り
す
ぎ
て
詩
篇
を
形
而
下
的
な

次
元
に
と
ど
め
て
し
ま
っ
た
そ
の
事
″
に
挫
折
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

萩
原
朔
太
郎
詩
の
詩
法
（
下
）

9

！

文
語
体
も
漢
語
調
も
、
一
次
的
言
語
で
あ
る
限
り
は
、
口
語
と
同
じ
く
、
そ

の
ま
ま
で
用
い
れ
ば
、
当
然
、
｜
窓
意
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
お
り
、
そ
う

い
っ
た
事
ど
も
を
自
覚
し
て
、
二
次
的
言
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
篇

の
詩
的
宇
宙
の
表
現
に
相
応
し
い
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
担
う
言
語
に
す
る
こ
と

を
せ
ず
、
一
次
的
言
語
の
雌
で
の
音
訳
的
音
楽
性
と
意
味
上
の
二
次
的
言
語

ら
し
い
性
格
に
依
存
し
て
し
ま
っ
た
処
に
、
そ
の
敗
北
が
あ
る
と
言
う
．
へ
き

な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
〈
あ
あ
〉
〈
い
か
な
れ
ば
〉
〈
い
か
ん
ぞ
〉
〈
な
ん

ぞ
〉
等
が
多
用
さ
れ
る
の
は
、
朔
太
郎
の
説
明
に
よ
れ
ば
〈
『
氷
島
』
に
書
い

た
詩
想
〉
が
〈
意
志
の
反
唾
が
強
く
、
断
定
が
は
っ
き
り
し
て
居
る
も
の
で

あ
っ
た
〉
ゆ
え
に
〈
詩
の
各
行
の
い
ち
ば
ん
先
は
、
ヤ
ー
と
ナ
イ
ン
、
園
固

め
と
ｚ
ｏ
の
決
定
語
を
前
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
〉
と
い
う
こ
と
な

の
だ
が
、十

二
月
ま
た
来
れ
り
。

な
ん
ぞ
こ
の
冬
の
寒
き
や
。
「
乃
木
坂
倶
楽
部
」

火
よ

け
も
の

い
か
な
れ
ば
獣
類
の
如
く

汝
は
沈
黙
し
て
言
は
ざ
る
か
な
・
「
火
」
（
昭
和
五
年
）

等
々
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
そ
れ
は
今
の
朔
太
郎
の
説
明
を
肯
定
し
て
考
慮

し
て
も
な
お
、
口
調
の
良
さ
を
志
し
た
も
の
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
傾

さ
ぶ
う
え
い

向
が
最
も
顕
著
に
顕
わ
れ
て
い
る
の
が
「
地
下
鉄
道
に
て
」
の
詩
語
で
あ
る
。

ま
ぼ
ろ
し

そ
の
中
の
、
例
え
ば
く
な
に
幻
影
の
後
尾
燈
〉
に
お
け
る
〃
恋
人
″
と
〃
後

尾
燈
″
の
掛
ヶ
詞
や
〈
な
に
〉
な
る
語
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
口
調
の
良
さ
を

狙
っ
た
も
の
で
あ
り
、
音
韻
的
音
楽
性
を
持
っ
た
二
次
的
言
語
と
は
言
い
難

三
七

』

’



い
の
で
あ
る
。
（
但
し
、
〈
ｌ
朗
吟
調
小
曲
ｌ
〉
と
添
え
書
き
さ
れ
た
「
昨
日

註
⑧

に
ま
さ
る
恋
し
さ
の
」
は
例
外
で
あ
る
）

そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
二
次
的
言
語
化
の
失
敗
の
結
果
、
最
後
に
残
さ
れ
た

も
の
は
、
い
つ
に
一
次
的
言
語
の
儘
で
持
っ
て
い
る
文
語
・
漢
語
の
音
韻
的

性
格
と
二
次
的
言
語
ら
し
い
意
味
上
の
性
格
へ
の
〃
頼
り
か
か
り
″
で
あ
り
、

そ
こ
に
「
氷
島
」
の
文
語
体
漢
語
調
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
に

「
青
雅
」
な
る
詩
篇
が
、
平
板
な
説
明
句
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、
、
鈍
二
聯
で

唐
突
に
文
語
体
を
用
い
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、
こ
の
失
敗
と
同
じ
理
由
で

『
氷
島
』
の
詩
語
は
文
語
体
漢
語
調
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

註
⑨

ま
た
、
表
現
上
の
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
寺
田
透
氏
の
ご
と
く
〈
朔
太

郎
が
詩
人
と
し
て
思
惟
す
る
ひ
と
で
真
に
あ
り
え
た
の
は
〉
『
氷
島
」
に
お

い
て
で
あ
り
、
〈
「
氷
島
」
の
諸
詩
篇
は
、
洞
渇
の
様
相
ど
こ
ろ
か
、
他
で
も

な
く
、
詩
の
究
極
の
イ
デ
ャ
に
詩
が
も
っ
と
も
近
づ
い
た
場
合
と
い
ふ
こ
と

に
な
る
〉
の
で
、
評
価
に
価
す
る
、
と
い
う
些
か
詩
境
に
偏
し
過
ぎ
た
発
言

に
も
、
筆
者
は
抵
抗
を
覚
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
詩
語
そ
の
も
の
は
「
氷
島
』

の
詩
境
を
表
現
す
る
に
十
分
適
格
な
も
の
で
は
あ
り
、
そ
の
う
え
詩
境
そ
れ

自
体
も
『
青
洲
』
な
ど
と
は
異
っ
た
ひ
と
つ
の
魅
力
に
満
ち
満
ち
た
も
の
で

は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
詩
境
を
ひ
と
つ
の
詩
的
宇
宙
と
し
て
完
結
さ
せ
・

詩
篇
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
一
次
的
言
語
を
二
吹
的
言
語
化
し
て

用
い
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
に
失
敗
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
詩

集
「
氷
島
』
は
敗
北
の
詩
集
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
詩
芸
術
に
お
い

て
肝
要
な
の
は
、
そ
の
詩
境
と
、
そ
の
表
現
す
る
際
に
作
者
が
立
っ
て
い
た

と
こ
ろ
と
の
距
離
、
と
で
も
言
う
、
へ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
現
実
生
活
者

の

＃

註
①
「
『
氷
島
』
の
詩
語
に
つ
い
て
」
（
『
詩
人
の
使
命
』
所
収
）
。
前
掲
『
萩
原
朔
太

郎
全
集
』
第
四
巻
く
日
本
へ
の
同
帰
他
〉
。
一
六
二
頁
’
一
六
八
頁
。

②
同
右
。

③
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
こ
の
こ
と
に
関
す
る
詳
述
は
避
け
た
い
が
、
前
掲

全
集
本
第
五
巻
所
収
の
「
萩
原
朔
太
郎
年
譜
」
（
伊
藤
信
吉
編
）
に
よ
れ
ば
、
昭

和
三
年
か
ら
〈
稲
子
夫
人
を
中
心
に
し
て
、
家
庭
の
内
外
が
紛
雑
し
〉
昭
和
四
年

六
月
の
〈
中
旬
一
」
ろ
か
ら
馬
込
平
張
の
家
を
は
な
れ
る
こ
と
が
多
く
、
つ
い
に
単

身
帰
橋
、
ず
っ
と
滞
在
す
る
や
う
に
な
っ
〉
て
同
年
七
月
の
〈
初
旬
頃
か
ら
〉
大
正

八
年
の
見
合
い
結
婚
以
来
の
結
婚
生
活
に
終
止
符
を
打
つ
〈
決
意
〉
を
し
た
と
あ

り
、
〈
詩
篇
小
解
〉
の
「
州
郷
」
の
項
で
、
朔
太
郎
は
、
次
の
よ
う
に
そ
の
時
の

彼
の
心
情
を
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
昭
和
四
年
。
妻
は
二
児
を
残
し
て
家

を
去
り
、
杳
と
し
て
行
方
を
知
ら
ず
。
我
れ
独
り
後
に
残
り
、
鮪
眼
と
し
て
父
の

居
る
上
州
の
故
郷
に
帰
る
。
上
野
発
七
時
十
分
、
小
山
行
高
崎
廻
り
。
夜
汽
車
の

暗
爾
た
る
車
燈
の
影
に
、
長
女
は
疲
れ
て
眠
り
、
次
女
は
醒
め
て
夢
に
戯
献
す
。

（
マ
マ
）
。

声
最
も
悲
し
く
、
わ
が
心
す
今
へ
て
断
腸
せ
り
。
既
に
し
て
家
に
帰
れ
ば
、
父
の
病

．
と
み
に
重
く
、
万
景
悉
く
萠
条
た
り
。
〉
と
。
そ
の
間
の
詳
ら
か
な
事
ど
も
は
、

雑
誌
『
文
芸
』
の
一
九
六
二
年
六
月
号
に
掲
栽
さ
れ
た
「
〈
未
発
表
〉
萩
原
朔
太

郎
の
手
紙
」
な
ど
や
上
田
稲
子
前
夫
人
の
手
に
な
る
「
結
婚
敗
残
者
の
手
記
」

（
『
婦
人
公
論
』
昭
和
四
年
十
一
月
号
）
、
更
に
は
、
こ
れ
は
大
正
九
年
に
夫
妻
の

三
八

の
直
接
的
・
説
明
的
な
叫
び
や
詠
嘆
は
、
い
か
に
切
実
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、

詩
境
で
は
あ
り
得
て
も
、
ひ
と
つ
の
詩
的
宇
宙
と
し
て
そ
の
世
界
を
成
立
さ

註
⑩

せ
保
持
し
て
い
る
詩
芸
術
と
し
て
の
詩
篇
で
は
な
い
・
朔
太
郎
自
身
が
示
す

よ
う
に
、
「
氷
島
』
に
お
い
て
は
、
現
実
生
活
者
の
実
生
活
的
な
詠
嘆
あ
る

い
は
叫
び
を
説
明
す
る
一
次
的
言
語
の
世
界
に
作
者
が
身
を
置
い
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
『
氷
島
」
は
敗
北
の
詩
集
な
の
で
あ
る
。

イ

仏
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間
に
設
け
ら
れ
た
長
女
・
葉
子
氏
の
著
述
で
あ
り
、
な
に
ぶ
ん
に
も
当
時
八
・
九

歳
で
あ
っ
た
氏
の
少
女
時
代
の
記
憶
が
、
昭
和
三
十
四
年
ご
ろ
か
ら
書
き
綴
ら
れ
、

昭
和
三
十
六
年
十
月
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
全
面
的
に
信
用
す
る

と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
『
父
・
萩
原
朔
太
郎
』
（
角
川
文
庫
）

所
収
の
「
幼
い
こ
ろ
の
日
々
」
な
ど
に
詳
し
い
。
好
事
家
は
こ
れ
ら
を
併
わ
せ
読

ま
れ
て
拙
稿
の
真
意
を
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

る
な
ぱ
あ
く

④
そ
の
他
の
詩
篇
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
「
遊
園
地
に
て
」
中
の
、
作
者
の
日
常

的
次
元
か
ら
の
実
生
活
上
の
叫
び
が
二
次
的
言
語
に
な
ら
ず
し
て
直
接
に
一
次
的

言
語
の
ま
ま
で
出
て
い
る
行
数
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
全
行
数
・
二
十
四
行
の
う

ち
十
行
、
「
乃
木
坂
倶
楽
部
」
に
お
い
て
は
、
二
十
三
行
の
う
ち
十
行
、
そ
の
他

の
詩
篇
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
て
、
頗
る
多
い
。

⑤
本
稿
「
３
『
郷
土
望
景
詩
』
」
の
項
参
照
。

⑥
こ
の
辺
り
の
引
用
は
「
詩
集
『
氷
島
』
に
就
て
ｌ
萩
原
朔
太
郎
氏
へ
の
私

信
ｌ
」
（
前
掲
『
三
好
達
治
全
集
』
第
五
巻
所
収
）
。
（
）
内
平
田
。

⑦
序
註
④
と
同
書
。
三
○
頁
。

⑧
詳
説
の
い
と
ま
は
無
い
が
、
こ
れ
は
『
青
猫
』
前
期
の
、
た
と
え
ば
「
黒
い
風

琴
」
の
ご
と
く
、
音
韻
的
効
果
に
よ
っ
て
一
次
的
言
語
を
一
一
次
的
言
語
化
す
る
詩

法
で
成
功
し
た
詩
篇
と
同
様
の
も
の
だ
と
言
え
る
。

⑨
「
朔
太
郎
管
見
」
（
序
註
⑦
と
同
書
）
。

⑩
朔
太
郎
は
『
氷
烏
』
の
「
自
序
」
に
お
い
て
、
〈
こ
の
詩
集
の
正
し
い
批
判
は
、

お
そ
ら
く
芸
術
品
で
あ
る
よ
り
も
、
著
者
の
実
生
活
の
記
録
で
あ
り
、
切
実
に
書

か
れ
た
心
の
日
記
で
あ
る
の
た
ら
う
・
〉
と
自
已
批
判
し
て
い
る
。
〈
切
実
に
言
か

ず

れ
た
〉
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
『
氷
島
』
に
お
い
て
は
迫
真
性
も
あ
り
、
た
と
え

〈
心
の
日
記
〉
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
詩
芸
術
と
し
て
評

価
し
得
る
条
件
を
備
え
て
お
れ
ば
、
別
に
構
わ
な
い
Ｉ
ど
こ
ろ
唾
そ
れ
に
こ

し
た
こ
と
は
な
い
ｌ
わ
け
だ
が
、
朔
太
郎
は
〈
実
生
活
〉
上
の
叫
び
を
そ
の
ま

ま
一
次
的
言
語
で
〈
記
録
〉
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

萩
原
朔
太
郎
詩
の
詩
法
（
下
）

方

Ｆ
ｑ

『
青
猫
』
か
ら
「
氷
島
』
に
至
る
詩
篇
に
お
い
て
、
如
何
様
な
方
法
で
詩

的
宇
宙
が
構
築
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
詩
語
の
成
り

立
ち
の
様
相
を
中
心
と
し
て
探
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
詩
篇
が
重
層

的
な
性
格
を
持
つ
人
間
の
手
に
な
る
産
物
で
あ
る
以
上
、
自
然
科
学
に
見
出

さ
れ
る
法
則
の
よ
う
な
確
然
た
る
タ
イ
プ
の
分
類
や
詩
法
の
分
類
は
、
も
ち

ろ
ん
不
可
能
だ
ろ
う
し
、
確
然
と
分
類
し
て
し
ま
え
ば
却
っ
て
正
確
を
逸
す

る
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
こ
こ
で
、
凡
そ
の
分
類
を
試
み
る
こ
と
は
朔
太
郎

詩
の
相
貌
・
な
い
し
そ
の
詩
法
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
る
と
い
う
点
で
、
あ

な
が
ち
無
駄
と
ば
か
り
は
言
え
ま
い
。
ｌ
そ
こ
で
、
ま
ず
朔
太
郎
の
詩
篇

の
タ
イ
プ
を
考
え
て
み
る
と
、
凡
そ
、

①
音
韻
的
音
楽
性
に
よ
っ
て
詩
的
宇
宙
を
構
築
・
表
現
し
た
詩
篇
。

②
視
覚
的
に
詩
的
宇
宙
を
構
築
・
表
現
し
た
詩
篇
。

の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
は
無
理
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
れ
で
は
次
に
、
こ
う
い
っ
た
詩
篇
を
、
一
個
の
完
結
し
た
詩
的
宇
宙
と

し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
の
必
須
条
件
で
あ
る
一
次
的
言
語
の
二
次
的
言
語
化

を
完
遂
す
る
た
め
に
朔
太
郎
が
用
い
た
詩
法
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
の

二
つ
の
タ
イ
プ
が
思
い
だ
ぶ
で
あ
ろ
う
。

③
一
次
的
言
語
に
音
感
的
リ
ズ
ム
性
を
賦
与
す
る
も
の
。

⑥
意
味
上
の
破
格
表
現
を
行
な
う
も
の
。

更
に
、
③
を
成
就
す
る
詩
法
と
し
て
、
凡
そ
、

④
語
頭
に
同
音
な
い
し
同
行
音
を
持
つ
句
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
配
置
。

三
九

舌

一
早

糸

4
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四
○

＠
同
語
な
い
し
同
句
の
連
続
的
使
用
。
④
＠
④
ｅ
④
。
⑥
の
④
＠
と
い
っ
た
諸
詩
法
は
、
そ
れ
自
体
が
明
瞭
な
形
を

④
同
じ
よ
う
な
言
い
廻
し
の
使
用
。
と
っ
て
顕
現
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
漠
然
と
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
場
合

④
平
仮
名
表
記
に
よ
っ
て
意
味
と
し
て
よ
り
も
先
に
音
感
的
な
も
の
も
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
、
或
い
は
単
独
に
近
い
形
で
、
或
い
は
混
然

と
し
て
語
を
把
握
さ
せ
る
も
の
。
と
し
た
状
態
で
、
詩
的
宇
宙
を
椎
築
し
て
い
る
の
が
、
萩
原
朔
太
郎
詩
の
詩

註
①

④
音
感
的
効
果
を
中
心
に
し
た
意
味
上
の
破
格
表
現
。
法
面
か
ら
見
た
全
体
像
な
の
で
あ
る
。

等
が
あ
り
、
⑤
を
成
就
す
る
詩
法
と
し
て
、
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
れ
ら
の
朔
太
郎
詩
の
相
貌
な
い
し
詩
法
の
タ
イ
プ
が

④
文
法
的
破
格
。
ど
ん
な
ふ
う
に
顕
現
し
推
移
し
て
い
っ
た
か
、
そ
の
時
期
、
潜
在
的
・
副
次

＠
語
に
一
吹
的
意
味
を
持
た
せ
な
い
と
い
う
、
意
味
上
の
破
格
。
的
に
混
然
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
（
そ
れ
が
判
別
し
難
い
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け

と
い
っ
た
タ
イ
プ
が
あ
る
。
で
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
寧
ろ
、
強
い
て
そ
れ
を
抽
出
し
て
示
す
こ
と
は
却
っ
て
正
確
を

そ
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
。
Ｉ
完
全
な
意
味
で
の
詩
篇
と
は
、
本
稿
の
逸
す
る
と
い
う
理
由
で
）
別
に
し
て
、
顕
現
し
た
も
の
、
そ
の
中
心
的
な
も
の

「
序
」
で
述
べ
た
よ
う
な
、
全
き
二
次
的
言
語
に
よ
る
非
日
常
的
な
世
界
で
《
の
几
そ
を
図
示
し
て
み
れ
ば
、
次
頁
の
別
表
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。

あ
る
識
へ
き
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
詩
篇
が
、
日
常
生
活
を
営
ま
ね
ば
実
線
で
示
し
た
時
期
は
そ
の
タ
イ
プ
が
他
の
タ
イ
プ
と
の
関
連
に
お
い
て
中

（
一
次
的
世
界
に
身
を
置
か
ね
ば
）
生
き
て
ゆ
け
ぬ
実
生
活
者
と
し
て
の
人
間
心
的
な
位
置
を
占
め
て
顕
現
し
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
一
点
鎖
線
で
示
し
た

が
、
一
定
時
間
だ
け
詩
的
宇
宙
に
身
を
置
い
た
際
の
産
物
で
あ
り
、
し
か
も
、
時
期
は
そ
の
タ
イ
プ
が
そ
れ
ほ
ど
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は

二
次
的
世
界
は
一
次
的
世
界
を
そ
の
媒
材
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
な
い
が
顕
現
し
て
い
る
時
期
、
で
あ
る
。
記
号
の
、
⑮
は
『
青
猫
』
前
期

る
以
上
、
「
序
」
で
述
、
へ
た
よ
う
な
全
き
詩
篇
の
存
在
を
望
む
こ
と
は
殆
ど
．
ｃ
は
『
青
猫
」
後
期
・
③
は
「
青
猫
」
後
期
の
継
承
期
・
②
は
「
郷
土
望

不
可
能
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
一
・
次
的
言
語
が
詩
的
宇
宙
へ
這
入
り
込
ん
景
詩
」
期
・
⑯
は
『
氷
島
』
期
で
あ
る
。
更
に
、
○
印
を
付
し
た
と
こ
ろ
は

で
来
る
。
そ
の
際
に
朔
太
郎
が
使
っ
た
詩
法
は
、
‐
そ
れ
が
概
ね
成
功
し
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
×
印
を
付
し
た
部
分
は
失
敗
し

、
一
次
的
言
語
と
二
次
的
言
語
の
程
良
い
譜
和
に
よ
っ
て
詩
的
宇
宙
て
い
る
時
期
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

が
一
次
的
世
界
へ
墜
落
す
る
こ
と
を
避
け
る
。
そ
れ
で
は
、
『
月
に
吠
え
る
」
・
『
青
猫
」
に
お
い
て
、
日
本
近
代
詩
史
上

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
の
エ
ポ
ッ
ク
と
も
目
さ
れ
る
口
語
詩
を
一
度
は
成
功
さ
せ
た
朔
太
郎
が
、

以
上
が
朔
太
郎
詩
の
相
貌
．
な
い
し
詩
法
の
タ
イ
プ
の
中
心
的
な
も
の
で
「
郷
土
望
景
詩
」
・
一
」
氷
島
，
｜
｜
の
詩
語
に
、
文
語
体
あ
る
い
は
漢
語
調
を
用
い

あ
る
が
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
、
①
②
の
二
類
型
．
③
⑪
、
や
、
更
に
は
⑧
の
た
こ
と
は
、
ど
う
考
え
る
、
《
へ
き
な
の
だ
ろ
う
か
？

’
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萩
原
朔
太
郎
詩
の
詩
法
（
下
）

引くお

e

『
も

１
１

ひ
と
つ
に
は
、
「
『
氷
島
』
の
詩
語
に
つ
い
て
」
で
朔
太
郎
自
身
が
分
析
・

説
明
し
た
よ
う
に
、
そ
の
詩
境
の
性
格
に
関
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
た
る
差
フ
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
『
郷
土
望
景
詩
』
の
文
語
体
に
つ
い
て
の
説
明

は
つ
か
な
い
。
ｌ
そ
の
本
質
的
な
理
由
は
、
先
ず
、
こ
こ
に
掲
げ
た
図
表

か
ら
判
る
よ
う
に
、
大
正
六
年
か
ら
同
七
年
ま
で
の
音
韻
的
音
楽
性
を
発
揮

し
た
口
語
詩
の
時
代
か
ら
、
変
じ
て
、
そ
の
価
向
の
少
な
い
『
青
朏
」
後

期
の
時
代
に
至
る
と
、
一
次
的
言
語
の
ま
ま
で
口
語
よ
り
も
音
韻
的
音
楽
性

を
よ
り
多
く
持
つ
文
語
で
書
か
れ
た
「
郷
土
望
景
詩
』
が
途
端
に
作
ら
れ
は

じ
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
朔
太
郎
詩
に
は
音
韻
的
音
楽

性
が
非
常
に
重
要
な
要
素
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
、
彼
は
『
青
猫
』
後
期
の
視
覚
的
な
詩
篇
群
を
産
み
出
し
て
い
た
時
代

に
も
、
音
訓
的
音
楽
性
を
持
つ
傾
向
の
詩
法
を
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
ず
、

『
郷
土
望
景
詩
』
な
る
文
語
の
詩
篇
群
を
、
平
行
し
て
書
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、

大
正
十
年
か
ら
同
十
四
・
五
年
ま
で
創
ら
れ
て
い
た
『
青
洲
」
後
期
の
詩
篇

群
で
代
表
さ
れ
る
視
覚
的
な
詩
篇
群
が
姿
を
消
す
と
、
図
表
で
判
る
よ
う
に
、

今
度
は
た
ち
ま
ち
、
一
次
的
言
語
の
ま
ま
で
音
韻
的
音
楽
性
を
内
包
し
た
文

語
に
ま
る
っ
き
り
頼
っ
て
、
「
氷
島
」
の
詩
篇
群
が
出
て
く
る
の
だ
が
、
こ

れ
は
、
「
郷
土
望
景
詩
』
の
文
語
体
と
あ
わ
せ
か
ん
が
え
て
、
裏
を
ひ
っ
く

り
か
え
せ
ば
、
「
青
猫
』
後
期
に
代
表
さ
れ
る
視
覚
的
な
詩
篇
群
が
、
朔
太

郎
の
し
っ
か
り
し
た
詩
法
的
向
覚
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
何
処

ｌ
、
、
し

か
あ
や
ふ
や
な
、
一
時
的
な
詩
法
の
自
覚
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
推

論
も
成
り
立
つ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
・
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「
『
氷
島
』
の
詩
語
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
詩
集
「
青
猫
」
の
詩
境
は

〈
無
為
と
獺
惰
の
生
活
の
中
で
、
阿
片
の
夢
に
溺
れ
な
が
ら
も
、
心
に
尚
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
を
抱
い
て
居
〉
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
『
青
猫
』
な
る
タ
イ

ト
ル
自
体
が
、
〈
園
『
↓
ご
同
は
、
僕
の
意
味
で
「
疲
れ
た
る
」
「
怠
惰
な
る
」

「
希
望
な
き
」
と
い
ふ
意
味
で
〉
使
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
朔
太
郎
は
、
そ
う
い
っ
た
〈
詩
想
〉
が
、
ち
ょ
う
ど
〈
一
体
に
ネ
ー
、
〈
ネ
寺
〈

し
て
伽
切
れ
が
悪
く
、
抑
揚
に
欠
け
て
一
本
調
子
な
〉
〈
口
語
の
特
色
と
、

偶
然
に
符
合
し
て
居
た
か
ら
〉
そ
の
〈
日
本
語
の
欠
点
を
、
逆
に
利
用
し
て
〉

『
青
猫
』
の
詩
篇
を
口
語
で
書
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
『
青

猫
』
の
詩
法
は
、
つ
ま
り
、
口
語
の
欠
点
を
逆
に
利
用
し
た
や
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
偶
然
だ
っ
た
。
〉
と
言
う
の
だ
が
、
「
青
猫
』

の
詩
語
選
択
・
詩
法
を
、
こ
の
よ
う
に
〈
偶
然
〉
と
言
い
捨
て
て
憧
ら
ね
程

度
の
自
覚
に
よ
っ
て
し
か
用
い
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
『
郷
土
望
景

詩
』
・
「
氷
島
』
が
文
語
で
書
か
れ
た
原
因
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。
言
葉
尻

に
か
か
ず
ら
わ
る
よ
う
だ
が
、
し
か
し
、
朔
太
郎
の
こ
の
言
葉
は
重
大
で
あ

、

る
。
こ
の
言
葉
は
、
彼
が
詩
語
と
い
う
も
の
を
、
音
韻
的
音
楽
性
垂
必
ず

持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
と
し
て
だ
け
考
え
て
い
た
と
い
う
推
論
に
す
ら
繋

が
り
か
ね
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
音
韻
的
音
楽
性
の
言
語
へ
の
賦
与
は
一
次

的
言
語
を
二
次
的
言
語
化
す
る
た
め
の
詩
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
彼
が

何
処
ま
で
判
然
と
自
覚
し
て
い
た
か
、
疑
わ
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
推

論
は
、
更
に
「
「
氷
島
』
の
詩
語
に
つ
い
て
」
な
る
一
文
で
、
彼
が
自
ら
「
青

淵
』
の
口
語
と
「
氷
島
』
の
文
語
体
漢
語
調
と
を
対
比
・
分
析
し
た
そ
の
仕

方
が
、
す
べ
て
語
の
音
韻
的
性
格
面
と
詩
境
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
も
の
で

｡

I

あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

更
に
言
え
ば
、
そ
う
い
っ
た
詩
語
に
対
す
る
自
覚
の
程
度
か
ら
す
れ
ば
、

『
青
猫
」
に
お
け
る
〈
寂
滅
無
為
の
ア
ソ
ニ
ュ
イ
〉
の
詩
境
と
違
っ
て
、

〈
「
絶
叫
」
と
い
ふ
言
葉
の
内
容
に
尽
さ
れ
て
居
た
〉
パ
ッ
シ
ョ
ネ
ー
ト
な
自

身
の
詩
境
ｌ
と
言
う
よ
り
は
、
詩
境
以
前
の
、
全
く
形
而
下
的
・
個
別
的

な
日
常
的
次
元
で
の
叫
び
ｌ
を
表
現
す
る
に
性
急
に
過
ぎ
て
、
文
語
体
漢

語
調
を
、
そ
の
音
甜
的
音
楽
性
に
目
く
ら
ま
さ
れ
・
触
り
か
か
っ
た
形
で
、

選
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
推
論
も
十
分
に
正
当
な
も

の
と
し
て
頷
け
よ
う
。

註
①
さ
だ
か
で
な
い
部
立
と
受
け
取
ら
れ
よ
う
が
、
こ
れ
は
、
例
え
ば
本
稿
「
１

『
青
猫
』
・
「
蝶
を
夢
む
」
（
詩
集
『
蝶
を
夢
む
』
前
半
）
」
の
章
で
説
い
た
、
〈
と

を
て
く
う
”
と
を
る
も
う
、
と
を
る
も
う
。
〉
（
「
鶏
」
）
の
よ
う
な
〃
オ
ノ
マ
ト
ペ

ー
意
味
″
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
な
ど
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
表
現
も
、
「
３

ち
よ
く

「
郷
土
望
景
詩
」
（
詩
集
『
純
情
小
曲
集
』
後
半
）
」
の
章
で
説
い
た
〈
直
と
し

て
市
街
に
通
ず
る
な
ら
ん
。
〉
（
「
小
出
新
道
」
）
等
の
、
⑥
の
＠
（
語
に
一
次
的
意

味
を
持
た
せ
な
い
と
い
う
意
味
上
の
破
格
）
の
詩
法
と
共
通
す
る
点
を
、
ど
ち
ら

も
意
味
上
の
破
格
表
現
で
あ
る
と
い
う
面
で
持
っ
て
い
る
が
、
前
者
は
、
意
味
よ

り
も
先
に
音
感
的
の
も
の
と
し
て
読
者
に
二
次
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
よ
う
と
す
る

寧
ろ
意
味
上
の
効
果
よ
り
も
音
感
上
の
効
果
を
狙
っ
た
二
次
的
言
語
で
あ
り
、
後

者
は
、
現
実
生
活
者
と
し
て
の
作
者
自
身
の
説
明
の
た
め
の
一
次
的
言
語
で
な
く

す
る
た
め
の
、
二
次
的
意
味
を
賦
与
さ
れ
た
意
味
上
の
二
次
的
言
語
な
の
で
あ
る
。

言
語
が
、
音
韻
的
側
面
と
意
味
的
側
面
の
両
方
を
必
ず
持
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、

こ
こ
に
言
う
詩
法
の
双
方
い
ず
れ
も
、
そ
の
両
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
自
明

だ
が
、
音
韻
的
効
果
に
重
点
を
置
く
か
・
意
味
的
効
果
に
重
点
を
置
く
か
に
よ
っ

て
、
こ
の
分
類
は
、
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
思
う
。
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