
十
八
世
紀
の
詩
論
-
そ
の
二

村

上

至

孝

前
号
に
お
い
て
私
は
、
主
と
し
て
ポ
サ
ブ
及
び
ア
デ
ィ
ソ
ソ
の
詩
論
を
大
ま
か
に
取
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
一
つ
反
省
せ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼
ら
十
八
世
紀
初
葉
の
文
学
者
た
ち
が
、
本
筋
に
お
い
て
は
古
典
主
義
に
立
ち
な
が
ら
、
必
ず
し
も
古
典
へ
の
盲

従
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
法
則
墨
守
を
徹
頭
徹
尾
主
張
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
世
界
の
他
の

ど
の
国
民
に
も
ま
き
つ
て
政
治
的
自
由
を
有
す
る
と
の
誇
り
は
、
そ
の
頃
ま
す
ま
す
明
確
な
意
識
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
文
学
に
お
い
て

も
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
イ
ギ
リ
ス
独
自
の
在
り
方
が
あ
る
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ア
ト
キ
ソ
ズ
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
古
典
派
の
間
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
並
ん
で
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
が
大
い
に
尊
重
さ
れ
た
が
、
こ
の
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
の
説
に
は
、
文
学
の
歴
史

的
批
評
や
心
理
的
批
評
へ
向
う
態
度
が
含
ま
れ
て
い
る
。
既
に
ド
ラ
イ
デ
ソ
も
、
ポ
ワ
ロ
ー
の
自
由
訳
(
当
選
諒
h
計
払
寮
罫
ぎ
電
二
旨
〓
㌢

旨
好
さ
&
寒
雲
累
へ
訂
遅
こ
訂
h
済
さ
さ
窟
-
日
金
を
読
み
、
例
の
「
常
に
、
到
る
と
こ
ろ
で
、
万
人
に
よ
り
愛
さ
れ
る
も
の
」
(
J
u
O
d
搾
m
p
q
-

q
u
乱
u
b
i
q
u
e
.
ム
u
註
a
b
O
m
n
i
b
u
切
.
)
こ
そ
夷
の
文
学
で
あ
り
、
ど
の
作
品
も
こ
の
規
準
に
照
し
て
価
値
判
断
を
行
う
べ
き
だ
、
と

論
じ
て
い
る
(
W
.
P
.
K
e
r
.
醇
苺
空
き
ご
ざ
藩
早
=
甲
卓
二
:
ギ
ノ
ス
の
英
訳
と
し
て
は
、
十
七
世
紀
に
。
バ
ル
ト
ニ
ィ
の
と
無

名
氏
の
と
二
種
あ
り
、
次
い
で
十
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
、
一
七
二
四
年
の
ウ
ェ
ル
ス
テ
ッ
ド
(
W
e
-
s
t
e
d
)
訳
、
一
七
三
九
年
の
ス

ミ
ス
(
W
i
n
i
a
ヨ
S
m
i
t
h
)
訳
、
そ
の
他
数
種
の
翻
訳
が
公
刊
さ
れ
、
中
で
も
ス
ミ
ス
の
も
の
は
ボ
ァ
ロ
ー
訳
な
ど
よ
り
ず
つ
と
完
全
に

近
く
、
数
版
を
重
ね
る
歓
迎
を
受
け
た
。
ま
こ
と
に
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
、
「
批
評
に
新
し
い
言
葉
を
教
え
、
こ
れ
に
新
し
い
魂
を
吹
き
こ
ん

十
八
世
紀
の
詩
論



四
二

だ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
通
り
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
、
ポ
ウ
プ
、
ア
デ
ィ
ソ
ソ
た
ち
だ
け
で
な
く
、
十
八
世
紀
全
体
を
通
じ
て
、
ラ
ウ
ス
、
ヤ
ソ

グ
、
ハ
ー
ド
、
ギ
ボ
ン
、
レ
ノ
ル
ズ
、
バ
ー
ク
な
ど
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
批
評
が
一
つ
の
文
学
活
動
と
し
て
威
信
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
九
世
紀
以
後
に
属
す
る
が
、
十
八

世
紀
が
決
し
て
批
評
の
振
わ
ぬ
時
代
で
あ
っ
た
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
「
ア
シ
ニ
ア
ソ
・
マ
ー
キ
ュ
リ
イ
誌
」
(
3
b
A
蕾
事
賢
さ
冷
害
監
導

-
の
害
1
3
を
囁
矢
と
し
て
十
七
・
八
世
紀
の
変
り
に
始
ま
っ
た
定
期
刊
行
物
の
盛
ん
な
出
版
、
ト
ソ
ソ
ソ
(
J
a
c
O
b
T
O
n
S
O
n
)
を
草
分
け

と
す
る
近
代
的
出
版
社
の
発
達
は
、
コ
ー
ヒ
店
や
酒
場
に
お
け
る
文
人
た
ち
の
論
議
を
活
字
に
移
し
て
よ
り
多
く
の
人
々
の
間
に
伝
え
、

イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
が
上
昇
の
一
途
を
辿
る
に
伴
っ
て
読
書
階
級
が
増
大
し
、
批
評
の
責
任
も
高
ま
っ
て
行
っ
た
。
な
お
オ
ク
ス
フ
ォ
.
-
ド

大
学
の
詩
学
講
座
が
創
設
さ
れ
た
の
は
一
七
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
椅
子
を
占
め
た
ラ
ウ
ス
や
ト
マ
ス
・
ウ
ォ
ー
ト
ソ
は
、
単

に
講
壇
の
み
に
閉
じ
こ
も
ら
ず
、
学
殖
を
地
盤
と
し
た
鋭
い
批
評
を
以
て
文
壇
に
も
貢
献
し
た
。

ラ
ウ
ス
(
R
O
訂
r
t
L
O
W
t
h
-
ロ
?
∞
コ
は
、
ロ
ソ
ド
ソ
の
監
督
を
も
勤
め
た
英
国
教
会
の
牧
師
で
あ
る
が
、
一
七
四
一
年
か
ら
五
一

年
に
か
け
て
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
詩
学
講
師
(
P
r
a
e
-
e
c
t
O
r
O
h
P
O
e
t
童
)
と
し
て
行
っ
た
講
義
を
、
「
ヘ
ブ
ラ
イ
聖
詩
論
」
(
b
も

詮
C
選
こ
ぎ
翠
こ
好
き
感
冒
⊇
ミ
ー
拐
∽
)
と
題
し
て
公
刊
し
た
。
こ
れ
は
直
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
も
ひ
ろ
く
反
響
を
呼
び
、
幾
た
び
か

改
訂
増
補
の
版
を
重
ね
、
一
七
八
七
年
に
は
グ
レ
ゴ
リ
イ
に
よ
る
英
訳
も
出
た
。
療
題
の
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
学
と
し
て
の
聖

書
、
言
い
か
え
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
と
異
る
ヘ
ブ
ラ
イ
の
文
学
に
研
究
の
眼
を
注
ぎ
、
そ
の
美
点
特
質
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
彼
の
示
し
て
い
る
研
究
態
度
は
、
文
学
を
そ
の
民
族
的
、
地
理
的
、
歴
史
的
環
境
に
お
い
て
理
解
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。

主
題
の
得
も
言
わ
れ
ぬ
崇
高
美
と
完
全
に
一
致
す
る
、
言
葉
の
力
強
さ
と
文
体
の
気
品
と
が
あ
り
、
崇
高
美
に
お
い
て
ヘ
ブ
ラ
イ
の
詩
は
、
ギ
リ
シ
ア

人
の
最
も
完
成
さ
れ
た
作
品
に
も
ま
さ
る
。

T
h
e
丹
胃
酸
a
b
訂
s
u
b
-
i
m
i
t
y
O
h
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
i
s
P
-
-
y
e
q
u
巴
訂
d
b
y
t
h
e
e
n
e
r
g
y
O
f
t
h
e
-
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
t
h
e



d
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a

n
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u
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-

i
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i
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y

i

t

i

s

s

u

p

e

r

i

O

r

t

O

t

h

e

m

O

S

t

P

n

i

s

h

e

d

p

r

O

d

u

c

t

i

O

n

S

O

h

t

h

e

G

r

e

e

k
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詮

室

温

b

蔓

首

長

ご

訂

h

g

重

昂

p

.

∽

O

.

〔
古
代
文
学
を
取
扱
う
に
あ
た
っ
て
〕
作
者
の
位
置
や
習
慣
、
彼
の
国
の
自
然
状
態
、
そ
の
詩
の
場
面
な
ど
に
注
意
す
る
こ
と
が
、
批
評
家
の
ま
ず
第

一
に
な
す
べ
き
仕
事
で
あ
る
。

…
…
…
i
t
i
s
t
h
e
幹
∽
t
b
u
玖
n
e
訟
0
h
a
c
r
i
t
i
c
t
O
r
e
m
a
r
k
…
…
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
O
n
a
n
d
h
a
b
i
t
s
O
f
t
h
e
a
u
t
h
O
r
.
t
h
e

n
a
t
u
r
巴
h
i
s
t
O
r
y
O
h
h
i
s
c
O
u
n
t
r
y
a
n
d
t
h
e
s
c
e
n
e
已
t
h
e
p
O
e
m
.
挙
試
p
.
ヨ

そ
れ
ぞ
れ
の
国
語
は
特
殊
な
精
神
と
性
格
を
備
え
て
お
り
、
こ
れ
の
如
何
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
詩
法
の
諸
原
理
が
定
ま
る
し
、
ま
た
詩
語
の
型
や
色

合
も
ほ
と
ん
ど
決
ま
る
。

…
…
…
e
a
C
h
-
a
ロ
g
g
g
e
p
O
S
∽
m
S
S
e
S
a
p
e
C
u
-
i
a
r
g
e
n
i
u
s
a
n
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
二
U
n
W
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
-
e
s
O
h

i
t
s
く
e
r
S
i
許
a
t
i
O
ロ
a
n
d
i
n
a
唱
e
a
t
m
e
a
S
u
r
e
t
h
e
s
豆
e
a
n
d
c
0
-
O
u
r
O
=
h
e
p
O
e
t
i
c
d
i
c
t
i
O
n
.
竪
軋
.
p
.
芦

こ
の
観
点
に
立
っ
て
ラ
ウ
ス
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
詩
が
ギ
リ
シ
ア
の
詩
と
韻
律
法
を
異
に
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
起
源
は
、
公
の
礼
拝

の
場
で
二
組
の
向
い
合
っ
た
合
唱
団
に
よ
っ
て
交
互
に
歌
わ
れ
た
事
実
に
発
す
る
と
説
く
。
そ
し
て
そ
の
特
性
は
、
極
度
の
簡
潔
性
、
単

純
性
と
、
印
象
的
な
比
喩
の
利
用
と
に
あ
る
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
詩
の
究
極
の
特
長
を
現
わ
す
も
の
と
し
て
ラ
ウ
ス
は
、
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
の
「
崇

高
」
と
い
う
概
念
を
援
用
す
る
。
「
崇
高
」
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、

用
語
が
平
淡
で
あ
ろ
う
と
装
飾
的
で
あ
ろ
う
と
、
洗
錬
さ
れ
て
い
よ
う
と
卑
近
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
に
は
拘
り
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
感
銘
を

与
え
、
こ
れ
を
圧
倒
し
、
…
…
も
ろ
も
ろ
の
感
情
を
呼
び
起
し
、
…
…
さ
ま
ざ
ま
の
思
想
を
明
野
に
気
品
高
く
表
現
す
る
力
。

t
h
a
t
許
r
c
e
…
…
W
h
i
c
h
s
t
r
i
k
e
s
a
n
d
O
扁
r
p
O
W
e
l
∽
t
h
e
m
i
n
d
て
…
‥
e
只
わ
i
t
認
1
h
e
p
a
乳
O
n
S
-
a
n
d
…
…

e
苫
r
窃
S
虎
i
d
e
a
s
w
i
t
h
p
e
a
p
i
c
u
i
t
y
a
n
d
e
-
e
く
a
t
i
O
n
:
…
‥
W
h
e
t
h
e
r
t
h
e
-
a
n
望
a
g
e
b
e
p
-
a
i
ロ
.
O
r
O
m
a
m
e
n
t
e
d
-

r

e

許

e

d

O

r

評

m

i

-

i

a

r

・

竪

札

,

p

,

-

試

十
八
世
紀
の
詩
論



四
四

で
あ
る
。
こ
の
一
句
は
こ
ち
こ
ち
の
古
典
主
義
批
評
家
に
は
気
に
入
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
用
語
の
雅
俗
貴
礫
を
問
わ
ず
、
お
し
つ
ぶ
す
よ

う
な
勢
で
わ
れ
わ
れ
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
文
学
が
崇
高
な
文
学
で
あ
る
。
今
日
ラ
ウ
ス
の
名
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
十
八

世
紀
前
半
に
お
け
る
批
評
史
上
の
彼
の
功
績
は
特
筆
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

註
右
の
項
は
J
.
W
.
H
.
A
t
k
i
n
s
-
臼
亀
邑
こ
E
宝
S
C
き
訂
訂
∋
こ
.
崇
よ
お
b
S
軋
h
聖
b
C
宗
旨
ヽ
訂
伽
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

「
わ
た
し
は
批
評
を
好
か
な
い
。
ま
し
て
そ
れ
を
鼻
に
か
け
る
気
は
な
い
。
下
手
な
詩
だ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
最
上
の
批

評
に
ま
さ
る
と
も
劣
り
は
せ
ぬ
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
」
(
一
七
五
八
年
一
月
、
メ
イ
ソ
ソ
宛
)
と
グ
レ
イ
は
記
し
て
い
る
。
自
分
で
は
一
行

の
詩
も
書
け
ぬ
く
せ
に
人
の
作
品
に
何
く
れ
と
ケ
チ
を
つ
け
る
連
中
を
グ
レ
イ
は
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
告

白
に
も
拘
ら
ず
彼
は
良
い
意
味
の
批
評
を
か
な
り
愛
し
て
い
た
よ
う
だ
。
も
と
よ
り
詩
に
お
い
て
も
極
度
に
寡
作
で
あ
っ
た
彼
は
、
批
評

の
面
で
も
ま
と
ま
っ
た
論
述
を
書
き
上
げ
て
も
お
ら
ず
、
自
説
を
公
表
し
て
文
壇
に
は
た
ら
き
か
け
て
も
い
な
い
が
、
友
人
た
ち
に
宛
て

た
書
簡
の
随
処
や
、
広
範
囲
の
読
書
研
究
を
起
縁
と
し
て
手
も
と
に
書
き
留
め
た
小
文
な
ど
を
検
討
し
て
み
る
と
、
グ
レ
イ
が
批
評
に
興

味
を
寄
せ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
批
評
家
た
る
の
優
れ
た
素
質
を
持
ち
、
古
典
主
義
の
均
内
を
出
て
古
今
内
外
の
文
学
を
、
寛
大
に
適
確

に
評
価
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
彼
が
詩
人
と
し
て
そ
の
才
能
を
心
ゆ
く
ば
か
り
伸
ば
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
と
同
じ
よ

う
に
、
批
評
家
と
し
て
も
折
角
の
素
質
を
十
分
発
揚
し
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
な
こ
と
だ
が
、
ノ
ー
サ
ッ
ブ
が
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
批

評
家
グ
レ
イ
は
、
無
心
去
私
、
博
学
多
識
、
誇
諺
の
理
解
、
作
品
へ
の
共
感
な
ど
必
要
な
諸
条
件
を
具
備
し
て
い
た
(
C
.
S
.
2
0
r
t
h
u
p
.

.
醇
豊
富
も
莞
〓
P
g
訃
謹
こ
首
叫
∵
曾
卓
二
鍔
崇
J
只
望
.
i
i
)
。

「
英
詩
韻
脚
考
」
(
.
〇
訂
e
H
く
a
t
i
O
n
S
O
n
E
n
g
-
i
s
h
M
e
t
r
e
.
-
讃
甲
立
)
は
、
グ
レ
イ
が
計
画
し
た
ま
ま
完
成
し
な
か
っ
た
「
英
詩
史
」

の
一
部
を
な
す
は
ず
だ
っ
た
論
文
で
、
休
止
は
常
に
行
の
中
ほ
ど
に
置
か
る
べ
き
だ
と
す
る
。
ハ
ト
ナ
ム
(
P
u
t
t
e
n
h
a
m
)
の
説
を
反
駁
し

な
が
ら
、
チ
ョ
ウ
サ
ー
、
ワ
イ
ア
ッ
ト
、
サ
リ
ー
、
ミ
ル
ト
ン
な
ど
の
作
例
を
吟
味
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
も
注
目
す
べ
き
卓
見
は
、

チ
ョ
ウ
サ
ー
の
韻
律
を
理
解
す
る
た
め
に
は
チ
ョ
ウ
サ
ー
時
代
の
発
音
に
従
わ
わ
は
な
ら
ぬ
と
し
、
こ
の
中
世
詩
人
の
韻
律
を
粗
雑
な
り



と
臆
断
す
る
無
責
任
な
批
評
を
破
砕
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。

私
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
パ
ト
ナ
ム
は
、
チ
ョ
ウ
サ
ー
時
代
以
後
単
語
が
受
け
た
変
化
、
及
び
、
版
木
に
し
ば
し
ば
起
る
外
見
上
の
韻
律

の
欠
陥
に
誤
ら
れ
て
判
断
を
下
し
た
。

-
c
O
n
C
l
u
d
e
こ
h
a
t
h
e
w
a
s
m
i
s
-
乱
b
y
t
h
e
c
h
a
n
g
e
w
h
i
c
h
w
O
r
d
s
h
a
d
u
n
d
e
r
g
O
n
e
i
ロ
t
h
e
i
r
a
c
c
e
n
t
s
s
i
n
c
e

t
h
e
d
a
y
s
O
h
C
h
a
u
c
e
r
-
a
n
d
b
y
t
h
e
s
e
e
m
i
n
g
d
e
訂
c
t
s
O
f
m
e
a
s
u
r
e
w
h
i
c
h
守
e
q
u
e
n
t
-
y
O
C
C
u
r
i
n
t
h
e
p
r
i
n
t
e
d

c

O

p

-

e

払

.

挙

証

p

,

U

N

.

序
で
な
が
ら
、
こ
の
チ
ョ
ウ
サ
ー
諭
に
関
連
し
て
、
ク
ー
ウ
ィ
ッ
ト
(
T
h
O
m
a
S
↓
竃
W
h
i
t
t
-
3
?
宗
)
の
名
は
逸
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
彼
は
「
キ
ャ
ソ
ク
ベ
リ
物
語
」
の
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
正
確
な
版
を
編
纂
し
た
が
、
そ
の
序
文
「
チ
ョ
ウ
サ
ー
の
言
語
と
作

詩
法
」
(
白
鳥
:
吉
夢
こ
首
領
展
瑞
宝
礼
憲
見
ず
註
呈
且
六
ぎ
吉
見
ニ
㌫
い
て
、
古
代
フ
ラ
ン
ス
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
、
イ
タ
リ

ア
の
各
文
学
に
つ
い
て
の
彼
の
深
い
造
詣
か
ら
チ
ョ
ウ
サ
ー
の
詩
の
秘
密
を
突
き
と
め
、
チ
ョ
ウ
サ
ー
の
韻
文
が
音
量
で
な
く
音
節
を
示

し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
調
べ
は
現
代
と
異
る
発
音
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
、
語
尾
の
e
が
音
節
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
こ
と
な
ど
を
指
摘
し

た
。さ

て
ふ
た
た
び
グ
レ
イ
に
戻
る
と
し
て
、
彼
は
「
こ
よ
な
き
耳
の
最
上
の
実
例
」
と
し
て
ミ
ル
ト
ン
の
作
詩
法
を
激
賞
し
、
こ
の
詩
人

が
規
矩
準
縄
に
泥
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

、
、
、
ル
ト
ン
の
語
調
の
構
成
に
注
意
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
が
そ
の
休
止
、
韻
律
、
韻
脚
を
好
ん
で
変
化
あ
ら
し
め
た
こ
と
を
ま
す
ま
す
理
解
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
ょ
っ
て
、
彼
自
身
の
感
情
並
び
に
彼
の
主
題
の
本
質
が
要
求
す
る
も
の
以
外
の
い
か
な
る
規
則
に
も
拘
束
さ
れ
ぬ
、
か
の
自
由

奔
放
な
魅
惑
的
風
姿
を
彼
の
詩
法
が
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

T
h
e
m
O
r
e
W
e
a
t
t
e
n
d
t
O
t
h
e
c
O
m
p
O
S
i
t
i
O
n
O
h
M
i
-
t
O
n
.
S
h
a
r
m
O
ロ
y
こ
h
e
m
O
r
e
W
e
S
h
a
-
-
b
e
s
e
n
s
i
b
訂
h
O
W

h
e
-
○
く
乳
t
O
く
a
r
y
h
i
s
p
a
u
∽
鑑
.
h
i
仏
m
e
a
∽
ロ
r
の
切
、
a
n
d
h
i
s
f
e
e
t
.
w
h
i
c
h
g
i
く
e
S
t
h
a
t
e
n
c
h
a
ロ
t
i
n
g
a
i
r
O
f
守
e
乱
O
m

十
八
世
紀
の
詩
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四
六

a
ロ
d
w
i
-
d
n
窃
S
t
O
h
i
s
謡
r
S
i
許
a
t
i
呂
-
u
n
C
O
n
節
口
乳
b
y
a
ロ
y
r
u
-
e
s
b
u
t
t
h
O
伽
の
W
h
i
c
h
h
i
s
・
O
W
n
許
e
-
i
n
g
a
n
d
t
h
e

n

a

t

弓

e

O

h

h

i

s

s

各

j

e

c

t

d

e

m

a

n

d

e

d

.

迂

礼

・

p

・

寧

グ
レ
イ
が
規
則
を
憎
ん
だ
こ
と
は
、
ピ
ー
テ
ィ
か
ら
「
吟
遊
詩
人
」
を
贈
ら
れ
て
、
そ
の
批
評
を
書
き
連
ね
た
返
信
の
中
で
も
き
っ
ぱ
り

言
い
放
た
れ
て
い
る
。

親
則
と
は
鎖
に
他
な
ら
ず
、
人
が
こ
れ
を
断
ち
切
っ
て
脱
け
出
し
う
る
場
合
以
外
は
ほ
と
ん
ど
無
用
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

R
u
-
の
∽
a
r
e
b
u
t
c
h
a
i
n
s
、
g
O
乱
h
O
r
E
t
-
e
-
e
H
O
e
p
t
W
h
e
n
O
n
e
C
a
n
b
r
e
a
k
t
F
O
u
g
h
t
h
e
m
・

3
こ
ぎ
産
こ
評
注
爵
M
a
r
c
h
①
エ
コ
ー
・

グ
レ
イ
は
ま
た
こ
の
「
理
性
の
時
代
」
に
、
抒
情
詩
の
高
い
価
値
を
力
説
し
て
い
る
。
ダ
ウ
テ
ィ
(
O
s
w
a
-
d
D
O
u
g
h
t
y
)
の
二
著

白
鼠
註
ご
ざ
溶
計
二
蒙
こ
首
:
早
さ
謹
皇
(
G
N
N
)
.
無
品
星
ぎ
こ
首
謀
玩
亀
ご
ざ
h
好
事
§
ミ
二
g
註
薫
(
-
浩
耳
)
に
も
説
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
は
必
ず
し
も
抒
情
詩
に
お
い
て
不
毛
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
教
訓
詩
、
諷
刺
詩
、
叙
述
詩
な
ど
の
隆

盛
の
前
に
抒
情
詩
が
扱
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
む
ろ
ん
詩
の
各
様
式
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
持
つ
の
で
、
作
品
を
離
れ
て
様

式
そ
の
も
の
だ
け
の
優
劣
を
諭
ず
る
こ
と
は
危
険
だ
が
、
グ
レ
イ
は
叙
事
詩
よ
り
も
抒
情
詩
を
は
る
か
に
愛
す
る
詩
人
で
あ
っ
た
。

高
く
飛
翔
す
る
空
想
、
装
飾
、
高
掲
さ
れ
た
表
現
、
請
和
し
た
音
堤
な
ど
を
完
備
し
た
真
の
抒
情
詩
形
式
は
、
本
質
的
に
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
に

ま
さ
る
。T

h
e
t
r
u
e
-
y
r
i
c
s
t
y
-
e
、
W
i
t
h
a
ロ
i
t
切
望
g
h
t
s
O
f
訂
ロ
C
y
、
O
r
n
a
m
e
n
t
S
、
a
n
d
h
e
i
的
F
t
e
n
i
n
g
O
h
e
H
p
r
e
沈
i
O
n
,
a
ロ
d

h
胃
ヨ
○
ロ
y
O
h
s
呂
ロ
d
、
i
s
i
n
i
t
s
ロ
a
t
u
r
e
S
u
p
e
r
i
O
r
t
O
e
く
e
r
y
O
t
h
e
r
s
t
y
-
e
…
…
ヨ
二
焉
h
5
買
溺
l
a
n
.
品
.
-
讃
¢
.

抒
情
詩
の
光
耀
か
ら
叙
事
詩
の
厳
南
へ
急
に
移
る
と
(
た
わ
い
も
な
い
こ
と
を
言
う
よ
う
だ
が
)
、
わ
れ
わ
れ
は
〔
逆
の
場
合
と
は
〕
非
常
に
違
っ
た

印
象
を
受
け
る
。
ま
る
で
韻
文
か
ら
全
く
の
散
文
に
、
光
か
ら
略
へ
顧
落
し
た
よ
う
に
感
ず
る
。

…
…
…
t
O
p
a
沈
O
n
a
∽
G
d
d
e
n
f
r
O
m
t
h
e
-
y
r
i
c
g
-
a
r
e
t
O
t
h
e
e
p
i
c
s
O
-
e
m
n
i
t
y
(
i
こ
m
a
y
訂
a
-
-
O
W
e
d
t
O
t
a
芹



n
。
n
∽
牒
風
評
s
a
く
e
r
y
d
i
謬
r
e
ロ
t
e
詳
c
t
・
W
e
s
e
e
m
t
O
d
r
O
p
許
d
白
く
3
e
i
n
t
O
m
e
r
e
p
r
O
給
こ
r
。
m
-
i
g
h
t
i
n
t
。

d

a

r

村

n

畠

山

の

.

挙

註

.

最
後
に
、
グ
レ
イ
の
立
言
で
最
も
有
名
な
の
は
詩
語
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
手
本
に
示
し
な
が
ら
、
詩
に

は
散
文
と
異
つ
た
用
語
が
あ
り
、
詩
的
効
果
を
出
す
た
め
に
は
雅
言
古
語
を
も
採
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
平
明
流
麗
を
目
ざ
す
あ
ま

り
平
板
に
陥
っ
た
新
古
典
派
に
反
対
す
る
と
同
時
に
、
た
だ
日
常
卑
近
の
言
葉
の
み
を
尊
L
と
し
た
「
拝
情
民
謡
集
」
時
代
の
ワ
ー
ヅ
ワ

ス
と
も
意
見
を
異
に
し
、
平
凡
な
る
故
に
千
古
不
滅
の
真
理
を
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

現
代
の
言
葉
は
決
し
て
詩
の
言
葉
じ
ゃ
な
い
。
尤
も
フ
ラ
ン
ス
人
の
場
合
は
別
で
、
彼
ら
の
韻
文
は
、
思
想
あ
る
い
は
心
象
が
こ
れ
を
支
え
て
い
な

い
と
き
、
散
文
と
一
向
差
異
が
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
わ
が
英
詩
は
独
自
の
言
葉
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
古
来
の
詩
人
た
ち
は
、
外
来
の
言
い
廻
し

や
派
生
語
、
い
や
時
に
は
自
分
で
組
み
立
て
た
り
考
え
出
し
た
り
し
た
語
で
以
て
詩
の
言
葉
を
豊
か
に
し
何
ら
か
の
新
た
な
貢
献
を
し
て
き
て
い
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
ミ
ル
ト
ソ
は
こ
の
よ
う
な
点
で
偉
大
な
創
造
者
だ
っ
た
。
…
…
わ
が
英
語
は
、
(
フ
ラ
ン
ス
語
の
よ
う
に
)
固
定
し
た
も
の
で
な
い

か
ら
、
古
さ
の
た
め
に
意
味
が
分
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
な
い
限
り
百
年
前
の
語
を
使
っ
て
も
決
し
て
差
支
な
い
の
だ
。
事
実
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

言
葉
は
彼
の
主
要
な
美
質
の
一
つ
で
あ
り
、
君
の
言
っ
て
る
他
の
優
れ
た
長
所
に
劣
ら
ず
こ
の
点
で
も
彼
は
、
例
の
ア
デ
イ
ソ
ソ
だ
の
、
ロ
ウ
だ
の
と

い
う
た
ぐ
い
の
連
中
に
ま
き
っ
て
い
る
。

…
…
…
t
h
e
訂
n
望
a
g
e
O
f
昏
e
a
g
e
i
s
n
e
く
e
r
t
h
e
F
ロ
g
G
a
g
e
O
h
p
O
e
t
r
y
い
e
国
C
e
p
t
a
m
O
n
g
t
h
e
F
r
e
n
註
、
邑
F
O
S
e

く
項
仇
e
.
W
h
項
e
t
h
e
t
h
2
g
h
t
O
巧
i
m
a
g
e
d
O
仲
S
n
O
t
S
u
p
雪
江
i
t
.
d
i
韻
の
巧
S
i
n
n
O
t
h
i
n
g
淳
O
m
p
r
O
S
e
.
〇
u
r
p
O
e
t
r
y
,

O
n
t
h
e
c
O
ロ
t
r
a
r
y
I
h
a
s
a
-
a
n
望
a
g
e
罵
C
u
-
i
a
r
t
O
i
t
s
e
-
h
こ
O
W
h
i
c
h
a
-
m
O
S
t
e
く
e
r
y
O
ロ
ね
こ
h
a
t
h
p
払
W
r
i
t
t
e
n
、
h
p
m

a
d
d
e
d
s
O
m
e
t
h
i
n
g
b
y
e
弓
i
c
h
i
n
g
i
t
w
i
t
h
訂
r
e
i
g
n
i
d
i
O
m
S
a
n
d
d
e
r
i
く
a
t
i
く
e
S
‥
n
a
y
S
O
m
e
t
i
m
e
∽
W
O
r
d
s
O
h
t
h
e
i
r

O
W
n
C
O
m
p
O
S
i
t
i
O
n
O
r
i
n
く
e
n
t
i
O
n
.
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
a
n
d
M
i
-
t
O
ロ
h
a
く
e
b
e
e
n
唱
e
a
t
C
r
e
a
t
O
r
S
t
h
i
s
w
a
y
…
…
a
n
d

O
u
r
-
a
n
g
u
a
g
e
n
O
t
訂
i
ロ
g
a
∽
m
t
t
訂
d
t
h
i
n
g
(
-
i
k
e
t
h
e
F
r
e
n
c
h
)
h
a
s
a
n
u
ロ
d
O
u
b
t
e
d
r
i
g
h
t
t
O
W
O
r
d
s
O
h
a
n

十
八
世
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八

h
u
n
d
r
e
d
y
e
日
払
0
1
d
-
p
r
0
5
.
d
e
d
a
n
t
i
q
u
i
t
y
h
a
く
e
n
O
t
r
e
n
d
e
r
e
d
t
h
e
m
u
n
5
.
t
e
-
厨
i
b
-
e
・
l
n
t
r
u
声
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
.
S

-
a
n
望
a
g
e
i
s
O
ロ
e
已
h
i
s
p
r
i
n
c
i
顎
-
g
a
u
t
i
e
s
=
a
n
d
h
e
h
a
s
n
O
-
e
¢
∽
a
d
4
日
n
t
a
g
e
O
く
e
r
y
O
u
r
A
d
d
i
伽
O
n
S
a
n
d
R
O
W
窃

i
n
t
h
i
s
こ
h
a
n
i
n
t
h
O
S
e
O
t
h
巧
g
r
e
a
t
e
舛
C
e
に
e
n
O
の
S
y
O
u
m
e
n
t
i
O
n
.
ヨ
こ
票
監
§
邑
一
芯
畏
A
p
r
i
-
宍
叫
)
-
-
↓
畠
.

グ
レ
イ
は
コ
リ
ソ
ズ
と
共
に
、
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
か
ら
当
然
冷
評
を
与
え
ら
れ
た
詩
人
だ
が
、
こ
こ
で
ジ
ョ
ン
ゾ
ソ
に
帰
っ
て
そ
の
「
ミ
ル

ナ
ソ
伝
」
を
う
か
が
い
、
次
い
で
批
評
家
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
の
全
貌
を
素
描
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
き
に
ア
デ
ィ
ソ
ソ
は
、
「
筋
」
「
人
物
」

「
思
想
」
「
用
語
」
と
い
う
ボ
シ
ュ
ー
の
分
析
法
に
従
い
な
が
ら
も
、
「
文
学
の
精
神
そ
の
も
の
に
入
り
こ
み
、
読
者
の
心
に
起
る
喜
び
の

源
を
幾
つ
か
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
」
(
「
ス
ペ
ク
テ
イ
ク
ー
」
四
〇
九
号
)
「
失
楽
園
」
の
見
事
な
批
評
を
試
み
た
が
、
十
八
世
紀
の
詩
人
た
ち

は
、
ヤ
ン
グ
を
除
い
て
一
般
に
こ
の
叙
事
詩
に
強
く
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
偉
大
さ
を
認
め
な
が
ら
、
い
な
む
し
ろ
認
め

る
が
故
に
敬
遠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ミ
ル
ト
ソ
の
抒
情
的
な
短
篇
は
、
殊
に
初
期
浪
漫
派
の
「
憂
愁
派
」
た
ち
に
よ
っ
て
愛
諦
さ

れ
た
。

註
「
失
楽
園
」
は
常
に
尊
敬
を
以
て
彼
の
最
大
傑
作
と
見
ら
れ
て
い
た
が
、
当
時
彼
の
小
詩
ほ
ど
影
響
力
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
し
て
後
者
の

う
ち
、
浪
硬
派
の
魂
に
最
も
深
く
入
り
こ
ん
だ
も
の
は
「
沈
思
の
人
」
-
冥
想
的
な
快
い
憂
愁
の
愛
-
で
あ
っ
た
。
(
…
…
a
旨
h
O
u
g
h
h
訂
⊇
鼓
絵

ト
Q
訟
w
a
s
a
-
w
a
y
s
r
e
扁
r
¢
ロ
ー
狂
者
c
O
n
S
i
d
e
r
註
h
i
s
唱
完
団
t
窃
t
W
O
r
k
二
t
w
a
s
n
O
t
a
t
t
h
i
s
t
i
m
e
n
e
胃
】
y
s
O
e
詳
往
く
e
P
的

h
i
s
m
i
n
O
r
p
O
e
t
r
y
…
a
n
d
i
n
t
h
e
-
a
t
t
e
r
i
t
w
a
s
k
知
遥
宗
苫
曽
I
t
h
e
-
○
く
e
O
h
m
乱
i
t
監
i
く
e
C
O
m
f
O
ユ
a
b
l
e
m
e
】
a
n
c
h
O
】
y

l
t
h
a
t
葛
n
e
t
H
P
t
乱
ヨ
O
S
t
d
e
e
p
首
i
n
t
O
t
h
e
R
O
m
a
n
t
i
c
s
O
u
-
.
I
L
P
h
e
-
p
s
-
3
恥
h
尽
3
鼓
点
甥
亀
旨
恥
訪
亀
旨
か
知
Q
ミ
宝
賢

さ
さ
ま
毒
草
鼻
p
.
叫
声
)

な
お
こ
の
時
代
へ
の
ミ
ル
ト
ン
の
影
智
に
つ
い
て
は
R
.
D
.
鴇
a
完
ロ
S
-
慧
苧
葺
き
宝
冠
食
料
監
ぎ
:
云
由
亀
琶
こ
ぎ
善
に
詳
し
く

記
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
こ
れ
ら
の
短
篇
を
む
し
ろ
ミ
ル
ト
ソ
の
失
敗
作
と
し
て
い
る
。
こ
と
に
「
リ
シ
ダ
ス
」
に
つ
い
て
下
し
た
批
評

は
彼
の
欠
陥
を
示
す
も
の
と
し
て
よ
く
引
合
い
に
出
さ
れ
る
。

ミ
ル
ト
ン
は
、
さ
さ
や
か
な
も
の
を
麗
し
く
な
す
術
を
決
し
て
学
ば
な
か
っ
た
。
彼
は
、
温
雅
柔
和
と
い
う
優
し
い
美
点
を
身
に
つ
け
な
か
っ
た
。



「
リ
シ
ダ
ス
」
の
言
葉
は
耳
に
障
る
し
、
押
韻
は
不
確
か
だ
し
、
韻
律
は
ぎ
こ
ち
な
い
。
従
っ
て
こ
の
詩
に
存
す
る
限
り
の
美
を
、
わ
れ
わ
れ
は
感

情
と
形
象
と
に
求
め
ね
ほ
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
真
の
熱
情
の
発
露
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
熱
情
は
、
か
け
離
れ
た
引
喩
や
不
明
確
な
意
見
を
迫
駆

け
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
。

M
i
-
t
O
n
n
e
扁
ユ
e
a
r
n
乱
t
h
e
a
r
t
O
h
d
O
i
n
g
-
i
t
ロ
e
t
h
i
n
笥
W
i
t
h
喝
a
C
e
H
h
e
O
く
e
ユ
0
0
k
e
d
t
h
e
m
i
l
d
e
r
e
H
O
e
n
e
n
C
e

O
h
s
u
a
d
一
.
t
y
a
ロ
d
s
O
譜
n
e
s
s
‥
.
…
.

…
…
…
F
y
c
i
d
a
や
∵
已
w
h
i
c
h
t
h
e
d
i
c
t
i
O
n
i
s
h
a
r
告
こ
h
e
r
h
y
m
e
s
u
n
c
e
r
t
a
i
n
-
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
s
u
n
p
-
e
a
s
i
n
g
.

W
h
a
t
訂
P
u
t
y
t
h
e
r
e
i
s
.
w
e
m
u
s
t
t
h
e
r
e
f
O
r
e
S
e
e
k
i
n
t
h
e
s
e
n
t
i
m
e
n
t
s
a
n
d
i
m
a
g
e
s
.
I
t
i
s
n
O
t
t
O
g
c
O
n
S
i
d
e
r
e
d

a
s
臣
e
e
鴇
u
s
i
O
n
O
f
r
e
a
l
p
a
沈
i
害
∴
訂
r
p
a
∽
切
i
O
ロ
r
u
n
S
n
O
t
a
f
t
e
r
r
e
m
O
t
e
a
-
-
u
s
i
O
n
S
a
n
d
O
訂
c
u
r
e
O
p
i
n
i
O
n
S
.

ヒ
詰
:
予
罫
ご
ざ
註
.
く
○
r
I
.
ロ
切
.

「
快
活
の
人
」
「
沈
思
の
人
」
に
つ
い
て
は
、
形
象
を
作
り
出
す
力
に
は
讃
辞
を
青
ま
な
い
が
、
表
現
の
拙
劣
を
非
難
し
て
い
る
。

こ
の
二
篇
の
詩
を
通
じ
て
、
形
象
は
正
し
く
選
択
さ
れ
周
到
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
言
葉
の
色
合
の
区
別
は
不
十
分
な
よ
う
だ
。
性
格
が
果
し

て
十
分
は
っ
き
り
分
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
な
る
ほ
ど
彼
の
憂
愁
の
中
に
歓
喜
は
全
く
ま
じ
つ
て
い
な
い
が
、
彼
の
歓
喜
の
中
に
は
い

つ
も
多
少
の
憂
愁
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
こ
れ
ら
は
二
つ
の
立
派
な
、
想
像
作
用
の
努
力
で
あ
る
。

T
冒
O
u
軋
F
t
h
の
∽
e
t
W
O
p
O
e
m
S
t
h
e
i
m
a
g
の
む
a
r
e
p
r
O
p
巴
y
s
e
-
e
c
t
e
d
.
a
n
d
n
i
c
e
-
y
d
i
s
t
i
H
馬
u
瞥
e
d
‥
b
u
t
t
h
e

C
O
-
O
u
a
O
f
t
h
e
d
i
c
t
i
O
n
切
の
e
ヨ
n
O
t
S
u
読
c
i
e
n
t
首
d
i
肋
C
r
i
m
i
ロ
a
t
e
d
.
I
k
ロ
O
W
n
O
t
W
h
e
t
h
e
r
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
胃
e

k
e
p
t
ぴ
u
読
c
i
e
n
t
-
y
a
p
胃
t
,
2
0
m
賢
h
c
a
n
エ
ロ
d
e
e
d
-
訂
旨
u
ロ
d
F
h
i
s
m
e
-
P
ロ
C
首
-
y
…
b
u
t
I
a
m
a
常
a
i
d
t
h
a
t
l

巴
w
a
y
s
ヨ
e
e
t
伽
O
m
e
m
e
】
a
n
c
h
O
】
y
i
n
h
i
s
m
賢
h
.
↓
h
e
y
a
r
e
t
w
O
n
O
b
】
e
e
ぎ
r
t
恥
〇
二
m
a
g
i
n
a
t
i
O
ロ
.
竪
試
-
-
∞
.

ジ
ョ
ソ
リ
ン
は
「
コ
ー
マ
ス
」
を
ミ
ル
ト
ン
初
期
の
作
品
中
最
も
愛
し
、
劇
と
し
て
舞
台
に
か
け
ら
れ
ぬ
と
し
て
も
、
詩
と
し
て
非
常
に

す
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
言
う
。

十
八
世
紀
の
詩
論



五
〇

若
き
頃
の
作
品
中
最
大
の
も
の
は
「
コ
ー
マ
ス
仮
面
劇
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
失
楽
園
」
の
曙
光
あ
る
い
は
黎
明
が
実
に
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ほ
ど
真
に
詩
的
な
作
品
は
稀
だ
。
…
…
劇
と
し
て
は
欠
陥
が
あ
る
。
動
き
が
自
然
で
な
い
。

T
h
e
唱
β
t
駄
t
O
h
h
i
s
j
u
忌
n
i
-
e
p
瑠
訂
r
m
a
n
O
認
許
t
h
e
鼓
ぎ
諒
良
二
p
畜
秦
.
i
n
w
h
i
註
m
a
y
扁
召
p
-
a
i
n
-
y
訂

d
i
∽
0
0
く
巾
r
e
d
t
h
e
d
a
w
n
O
r
t
W
i
-
i
g
h
t
O
f
旨
道
訣
完
」
ど
邑
…
…

…
…
…
a
W
O
r
k
m
O
r
e
t
2
-
y
p
O
命
t
i
c
巴
i
¢
r
a
r
e
-
y
旨
u
n
d
…
i
A
s
a
紆
a
m
a
i
t
i
の
d
e
許
i
e
n
t
,
T
h
e
a
c
t
i
O
n

i

s

n

O

t

p

r

O

g

-

e

.

註

註

∵

〓

甲

声

だ
が
、
ミ
ル
ト
ン
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
て
ん
で
問
題
に
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
態
度
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
文
学

観
の
最
も
大
き
な
弱
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
特
に
批
評
す
る
に
も
当
ら
な
い
。
そ
の
最
良
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
悪
く
な
い
と
言
え
る
だ
け
だ
。
恐
ら
く
、
第
八
と
第
二
十
一
だ
け

が
、
こ
の
よ
う
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
覚
め
ら
れ
る
真
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

T
h
e
y
d
の
∽
e
r
く
e
n
O
t
a
n
y
p
a
r
t
i
c
u
-
胃
C
r
i
t
i
c
訂
m
こ
O
r
O
ご
h
e
b
の
∽
t
i
t
O
P
ロ
.
O
n
-
y
b
e
の
P
i
d
こ
h
a
t
t
h
e
y
胃
e
n
O
t

b
a
d
‥
a
n
d
罵
r
h
a
葛
0
已
y
t
h
e
e
i
g
h
t
h
a
n
d
t
h
e
t
w
e
ロ
t
y
・
幹
箆
a
r
e
t
r
已
y
e
n
t
i
t
-
乳
t
O
t
h
i
s
s
-
e
n
d
e
r
c
O
m
m
e
n
・

d

a

t

i

O

n

.

註

註

.

-

N

?

-

.

「
闘
技
者
サ
ム
ソ
ソ
」
に
つ
い
て
は
、
「
コ
ー
マ
ス
」
と
同
じ
く
劇
と
し
て
不
適
な
点
を
衝
い
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。

ミ
ル
ト
ン
の
名
声
に
盲
目
的
な
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
中
間
の
部
分
が
原
因
・
結
果
い
ず
れ
を
も
持
た
ず
、
悲
劇
的
転
未
を
速
め
も

遅
ら
せ
も
せ
ぬ
よ
う
な
劇
を
諌
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

…
…
…
i
t
i
s
O
n
-
y
b
y
a
b
l
i
n
d
c
O
n
詮
e
n
c
e
i
n
t
h
e
r
e
p
u
t
a
t
i
O
n
O
h
M
i
冒
○
ロ
こ
h
a
t
a
d
r
a
m
a
c
a
n
b
e
p
r
a
i
邑

i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
i
n
t
e
r
m
乱
i
a
t
e
p
a
r
t
s
h
a
謡
n
e
i
t
h
e
r
c
a
u
s
e
n
O
r
C
O
n
S
e
q
u
e
n
C
e
-
n
e
i
t
h
e
r
h
a
監
e
n
n
O
r
r
e
t
a
a
t
h
e



C
a
t
a
箆
r
O
富
e
.

叫
巴
も
.
G
P

結
局
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
は
「
失
楽
園
」
の
詩
人
と
し
て
の
ミ
ル
ト
ソ
に
高
い
尊
敬
を
払
い
、
さ
き
に
も
三
目
し
た
通
り
、
こ
の
叙
事
詩
は
ほ

と
ん
ど
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
く
世
界
文
学
中
一
、
二
を
争
う
傑
作
だ
、
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
「
ミ
ル
ナ
ソ
伝
」
の
結
尾

の
所
説
で
面
白
い
の
は
、
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
が
無
韻
体
を
斥
け
押
韻
詩
を
詩
の
本
道
と
す
る
自
説
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
「
失
楽
園
」
に
関
し

て
は
そ
の
無
讃
体
の
堂
々
た
る
格
調
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

英
語
で
書
か
れ
た
英
雄
詩
の
行
の
美
し
い
調
べ
は
、
耳
に
ひ
び
く
力
が
弱
い
か
ら
、
各
行
の
音
節
全
部
が
互
い
に
協
力
し
な
い
場
合
に
は
、
や
す
や

す
と
消
え
て
し
ま
う
。
こ
の
協
力
は
、
各
行
が
他
の
行
と
混
和
し
な
い
よ
う
に
し
て
お
い
て
初
め
て
得
ら
れ
る
!
…
:
そ
し
て
こ
の
区
分
は
押
韻
と
い

う
技
巧
に
よ
っ
て
得
ら
れ
保
持
さ
れ
る
。

し
か
し
、
押
韻
の
長
所
が
ど
う
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
、
、
、
ル
ト
ソ
が
押
韻
詩
を
書
い
て
い
た
ら
と
願
う
気
に
は
な
れ
な
い
。
…
:
だ
が
彼
を
賞
讃
す
る

の
は
よ
い
が
、
彼
の
真
似
を
す
る
の
は
遅
く
べ
き
だ
。
人
を
驚
か
す
カ
あ
り
と
自
負
す
る
者
は
無
視
体
の
詩
を
書
い
て
も
よ
い
が
、
た
だ
人
を
喜
ば
せ

よ
う
と
だ
け
考
え
る
者
は
、
身
の
程
を
弁
え
て
押
韻
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
。

T
h
e
B
u
S
i
c
已
t
h
e
E
n
g
-
i
筐
h
e
r
O
i
c
【
i
ロ
e
S
t
r
i
訂
s
t
h
e
e
a
↓
S
O
許
i
n
t
-
y
t
h
a
t
i
t
i
s
e
a
s
i
-
y
-
0
①
t
.
u
n
-
琵
a
G

t
h
e
s
y
-
-
a
b
-
e
s
O
h
e
謡
r
y
-
i
n
e
c
9
0
p
e
r
a
t
e
t
O
g
e
t
h
e
r
‥
t
h
i
s
c
?
O
p
e
r
a
t
i
O
n
C
a
ロ
g
O
n
-
y
O
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
p
r
e
切
の
r
・

く
a
t
i
O
n
O
h
e
く
e
r
y
く
e
r
払
e
u
n
m
i
n
g
-
e
d
w
i
t
h
a
n
O
t
h
e
r
…
…
a
n
d
t
h
i
の
d
i
s
t
i
n
c
t
n
e
∽
∽
i
s
O
b
t
a
i
ロ
e
d
a
n
d
p
r
e
s
e
r
く
e
d

b
y
t
h
e
a
r
t
i
許
e
O
f
r
h
y
m
e
.

B
u
t
-
W
h
a
t
e
く
e
r
b
e
t
h
e
a
d
く
a
n
t
a
g
e
O
f
r
h
y
m
e
L
O
P
ロ
n
O
t
p
r
e
く
a
i
-
○
ロ
m
y
S
e
-
f
t
O
W
i
診
t
h
a
t
M
i
-
t
O
n
h
a
d

b
e
e
n
a
註
y
m
e
r
…
∵
y
e
t
…
…
h
e
i
∽
t
O
訂
a
d
m
甘
e
d
t
h
a
ロ
i
m
i
t
a
t
e
d
.
H
e
t
h
a
t
t
h
i
n
k
s
h
i
m
s
e
-
h
c
a
p
a
b
】
e
象

a
監
O
n
i
告
i
n
g
,
m
a
y
W
r
i
t
e
b
-
a
n
k
く
e
r
仇
∞
…
b
u
t
t
h
O
S
e
t
h
a
t
h
O
p
e
O
ロ
ー
y
t
O
p
-
e
a
墾
P
m
u
S
t
C
O
n
d
仲
∽
O
e
n
d
t
O
註
y
m
e
.

註
試
-
∽
恥
.

十
八
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詩
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五
二

こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
、
ジ
ョ
ソ
ゾ
ソ
の
批
評
が
決
し
て
偏
狭
な
、
硬
直
し
た
も
の
で
な
く
、
急
所
を
つ
か
ん
だ
、
智
恵
に
満
ち
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
壮
年
時
代
に
出
し
た
雑
誌
「
ア
イ
ド
ラ
ー
の
」
第
K
O
、
K
一
号
で
、
デ
ィ
ッ
ク
‥
、
、

ニ
ム
な
る
仮
空
の
人
物
に
、
同
時
代
の
俗
流
批
評
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
、
批
評
に
関
す
る
様
ざ
ま
の
仕
入
れ
文
句
を
覚

え
、
ス
ペ
ソ
サ
ー
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
(
B
e
n
J
O
n
S
O
ロ
)
な
ど
に
つ
い
て
の
在
来
の
批
評
を
呑
み
こ
み
、
こ
れ
ら
を
適
当

に
利
用
し
て
、
思
い
つ
き
の
尤
も
ら
し
い
批
評
を
し
て
ゆ
く
う
ち
に
評
壇
の
権
威
に
の
し
上
る
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
は
自
分
勝
手
な

「
鑑
識
」
を
信
じ
な
か
っ
た
と
同
じ
く
、
陳
腐
な
慣
例
化
し
た
批
評
の
基
準
に
も
疑
い
を
抱
い
た
。
彼
は
理
性
に
照
ら
し
て
誤
り
の
な
い

堅
固
な
基
礎
の
上
に
批
評
を
樹
立
し
ょ
う
と
努
力
し
た
。
彼
を
し
て
言
あ
せ
れ
ば
批
評
の
任
務
は
次
の
点
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
を
喜
ば
せ
る
手
段
で
あ
っ
て
、
既
知
の
諸
原
因
と
合
理
的
な
演
繹
と
に
依
存
し
て
い
る
も
の
を
、
か
の
悉
く
空
想
に
訴
え
る
、
名
づ
け
よ

う
も
説
明
し
ょ
う
も
な
い
優
美
な
る
も
の
か
ら
、
区
別
す
る
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
は
後
者
か
ら
喜
び
を
感
ず
る
が
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
る
か

分
ら
ず
、
魂
の
魅
惑
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
尤
も
至
極
で
あ
る
。
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伽
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p
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F
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O
W
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h
e
y
p
r
a
u
c
e
i
t
、
a
n
d
w
h
i
c
h
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a
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e
ロ
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r
m
e
d
t
h
e
e
n
c
h
a
n
t
r
e
s
s
e
s
O
f
t
h
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S

O

u

l

,

和

宣

萱

ヌ

浩

.

彼
も
ま
た
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
に
従
っ
て
、
歴
史
の
舘
に
か
け
ら
れ
て
残
っ
た
作
品
の
価
値
を
重
ん
ず
る
が
、
同
時
に
、
過
去
の
作
家
を
批
評

す
る
場
合
に
は
そ
の
時
代
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
こ
と
、
つ
ま
り
歴
史
的
方
法
の
必
要
を
確
認
し
て
い
る
。

作
家
を
正
し
く
批
判
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
時
代
に
身
を
移
し
て
、
同
時
代
の
要
求
が
何
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
満
た
す
に
彼
の
用
い
た
手
段
が
何

で
あ
っ
た
か
、
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
或
る
時
代
に
容
易
な
こ
と
が
他
の
時
代
に
は
困
難
で
あ
っ
た
。
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dqmw円
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5
0山口
ω
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g
u
H
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山
口
肉
付
F
O
B
-
H
，Fm存
者
V
W
F
Z
o
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可
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o
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当
阿
部
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出
自
の
ロ
ロ

mE
州告。同
F
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h
を
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H

e

b

H

(

出
口
目
。
仏
・
)

ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
ポ
ウ
プ
を
崇
敬
し
な
が
ら
も
、
ポ
ウ
プ
以
上
に
広
い
視
野
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
一

l

ト
ム
ソ
ン

に
も
う
か

が
わ
れ
る
。
彼
は
徒
ら
に
同
園
を
理
強
化
、
し

e
g
g
gご
5
2弓
〉
を
快
し
と
せ
ず
、
ヂ
ナ
ム
の
「
ク

I
。ハ

l

丘
L
、
J

ダ
イ
ヤ

I
の
「
グ
ロ
ン
ガ

I

る

h
H
O
S
M

官
。
立
与
ゅ
1
1
1
1
を
歓
迎
し
た
が
、
ト
ム
ソ
ン
の
「
四

も
ま
た
、

の

の
風
物
の

と

る
も
の
で
あ
る
。
ト
ム
ソ
ン
は
初
期
浪
漫
派
の
中
で
も

先
駆
を
つ
と
め

の
大
御
所
と
目
さ
れ
て
い
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
ト
ム
ゾ
ン
の
独
創
性
を
強
く
認
め
、

対

し
て
心
か
ら
の

て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
次
の

は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
一
流
の

L 、

の
う
ち
に
彼
の

鋭
い
批
評
限
、
生
き
生
き
し
た
理
解
、
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

作
家
と
し
て
彼
は
最
高
度
の
賞
讃
を
受
け
る
、
資
格
が
あ
る
。
彼
の
考
え
方
、
思
想
の
現
わ
し
方
は
独
創
的
で
あ
る
。
彼
の
無
韻
体
が
、
ミ
ル
ト

γ
そ

の
他
の
詩
人
の
無
韻
体
で
な
い
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
。
フ
ラ
イ
ア
!
の
押
韻
詩
が
カ
ウ
リ
!
の
押
韻
詩
で
な
い
の
と
同
然
だ
。
彼
の
韻
律
、
休
止
、
用
語

は
彼
自
ら
育
て
た
も
の
で
、
他
か
ら
書
写
し
た
り
、
他
を
真
似
た
り
は
し
て
い
な
い
。
彼
の
考
え
方
は
一
つ
の
特
殊
な
系
列
を
辺
り
、
つ
ね
に
天
才
人

ら
し
い
考
え
方
を
す
る
。
彼
は
周
り
を
見
廻
し
て
自
然
と
人
生
を
眺
め
る
が
、
そ
の
限
は
自
然
が
詩
人
に
の
み
賦
与
す
る
眼
で
あ
り
、
こ
れ
に
映
ず
る

一
切
の
も
の
の
中
に
、
想
像
力
が
喜
ん
で
執
怯
一
周
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
議
別
す
る
眼
で
あ
る
。
ま
た
彼
が
自
然
と
人
生
を
見
る
と
き
の
精
神
は
、
広
大

な
も
の
を
抱
擁
す
る
と
同
時
に
徴
細
な
も
の
に
も
注
意
す
る
精
神
で
あ
る
。
「
四
季
一
の
読
者
は
、
ト
ム
ソ
シ
の
示
し
て
く
れ
る
も
の
を
今
ま
で
見
な

か
っ
た
こ
と
、
ト
ム
ソ
ジ
が
印
象
づ
け
て
く
れ
る
も
の
を
今
ま
で
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
不
思
議
に
思
う
c
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VOHUωο
ロ
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持
者

m
w
m
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弘

F
0
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5円
可
向
洋
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凶
器
す
日
付
司
MM丘
、
吋
叩
58ω
。口

町民

6
5
8
g
-

同
い
叫

e
g
出・

ω吋∞・

註
「
内
苧
」
は
む
ろ
ん
多
分
に
十
日
典
主
誌
の
路
響
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
ト
ム
ソ
ン
は
、
グ
レ
イ
、
コ
ワ
ン
メ
と
は
呉
っ
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン

に
一
恥
叶
え
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
嫌
い
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
、
ロ
ン
ド
ン
で
ト
ム
ソ
ン
と
親
し
い
交
り
を
持
っ
て
い
た

こ
と
は
興
味
を
引
く
。

の
一
節
に
も
「
独
創
的
」
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
模
倣
を
不
可
と
す
る
こ
と
は
元
来
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の

。
模
倣
に
よ
り
て
傑
出
せ
し
人
聞
は
か
つ
て
な
し
」
正
。

g
m
H
M
2
2
可
立
ぴ
0
8
5
0
情
。
忠
ぴ
吋
山
E
U弘
吉
岡
代
!
同
む
遠
宮
町
、
、
同
日
仏
・
)

か
よ
う
に
、
汲
々
と
し
て
古
人
の
模
倣
を
こ
れ
努
め
る
と
い
っ
た
態
度
を
斥
け
て
い
る
点
で
も
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を
一
概

、
き
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
個
性
的
な
も
の
よ
り
一
般
的
な
も
の
、
流
行
の
も
の
よ
り
も
不
易
の
も
の

あ
っ
た
。

と

ア
」

h
P

L
U
V
U
J
-

い
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
や
は
り
古
典
派
の
総
帥
た
る
貫
椋
を
立
派
に
保
持
し
て
い
る
。

詩
的
目
的
の
た
め
に
は
特
殊
的
な
形
象
台
}
用
い
る
べ
き
こ
と

yev 

一
ウ
ゼ
フ
・
ウ
ォ

1
ト
ン
な
ど
は
す
で
に

て
い
た
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
あ
く
ま
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
普
遍
的
・

を
伝
え
、

単
純
壮
大
な
風
格
を
保
つ
べ
き
こ
と
を
主
張
し

、
。
「
/
賢
一

0

4
μ
J
♂
中
れ

の

は
、
?
ア
ン
プ
ラ

i
k
つ
ア
イ
ド
ラ

i
」
所
掲
の
論
文
、

ボ
ズ
ウ
ェ
ル
の
つ
ク
ョ
ン
ソ
ン

の

ど
に
た
び
た
び
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
が
、
小
説
「
一
ブ
セ
ラ
ス
」
の
次
の
句
を
以
て
代
表
さ
せ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

詩
人
の
任
務
は
個
で
な
く
て
種
を
検
討
す
る
こ
と
、
も
ろ
も
ろ
の
全
般
的
特
性
と
大
き
な
様
相
を
し
る
す
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
縞



の
数
を
勘
定
し
た
り
、

っ
た
色
合
を
描
写
し
た
り
は
し
な
い

彼
は
自
然
を
与
す
肖
像
画
に
お
い
て
、
万
人
の
心
に
原
物
を
想
起
さ
せ

る
よ
う
な
特
徴
を
展
示
す
べ
き
で
あ
る
。
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芸
術
の
創
作
に
お
い
て
も
、
批
評
に
お
い
て
も
細
部

れ
て

つ
か
み
そ
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の

々
犯
し

が
ち
な
過
ち
で
あ
る
。
む
ろ
ん
或
る
場
合
に
は

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
全
体
を
表
現

に
至
る
道
を
も
取
り
う
る
わ
け
で
、
浪
浪
主
義
の
側
か
ら
は
幾
ら
も
反
対
の
声
が
出
る
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
、
幾
つ
か
の
偏
見
を
免
れ
な
い
な
が
ら
も
、
見
栄
や
街
い
を
一
い
の
け
た
公
正
誠
実
な
心
構
え
と
、
古
今
の
作
家
、
作
品

A
I
リ
ヅ
プ
の

の

す
る
行
き
方
、
個
物
を
通
し

に
対
す
る
博
大
な
理
解
と

し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
丈
学
観
な
り
、
個
々
の
批
評
な
り
は
、

一
つ
の
永
遠
的
価
値
を
持
ち
、
批
評
家

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
ど
こ
ま
で
も
英
国
文
学
批
評
史
上
の
第

級
に
列
す
る
人
で
あ
る
。
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