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一
六
七
三
年
以
後
の
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
詩
の
展
開
に
お
い
て
ウ
オ
ラ
と
デ
ナ
ム
の
貢
献
が
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ

た
。
こ
こ
で
問
題
を
撞
起
し
た
い
の
は
、
『
壮
美
に
つ
い
て
』
(
勾
旬
勺
、
ヾ
彗
〇
㌢
扁
)
を
ド
ラ
イ
デ
/
が
何
時
発
見
し
た
か
、
そ
の

影
響
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
ラ
イ
デ
ソ
ほ
『
壮
美
に
つ
い
て
』
の
著
者
を
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
と
信
じ

て
い
る
。
ド
ラ
イ
デ
ソ
は
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
に
最
初
に
言
及
し
た
、
『
無
染

の
状
態
と
人
間
の
堕
落
』
(
一
六
七
七
年
)
に
付
し
た
『
英
雄
詩
と
詩
的
許
容
に
対
す
る
作
者
の
弁
』
に
徹
し
て
明
か
で
あ
る
。
こ
の

批
評
諭
の
題
が
既
に
、
ウ
ォ
ラ
と
デ
ナ
ム
に
範
を
見
出
し
た
、
「
端
正
」
か
ら
反
対
の
方
に
針
が
向
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ヒ
ロ
イ
ッ
ク
・
カ
ブ
レ
ッ
ト
の
よ
さ
は
ウ
オ
ラ
と
デ
ナ
ム
に
教
わ
っ
た
が
、
詩
人
と
し
て
更
に
ド
ラ
イ
デ
ソ
が
発
展
す
る
に
は
ロ
ソ

ギ
ノ
ス
の
力
が
大
き
く
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
ド
ラ
イ
デ
ソ
は
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
を
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
、
東
い
も
な
く

⑭

ギ
リ
シ
ャ
人
中
、
最
大
の
批
評
家
で
あ
っ
た
」
と
最
大
級
の
讃
辞
を
呈
し
て
お
り
、
そ
の
よ
さ
は
、
「
『
壮
美
に
つ
い
て
』
の
第
二
十

七
章
で
、
殆
ん
ど
誤
り
を
お
か
さ
な
い
が
、
滅
多
に
、
ま
た
は
全
然
、
傑
出
し
た
と
こ
ろ
を
見
せ
な
い
、
平
凡
で
見
ど
こ
ろ
の
な
い

@

人
よ
り
も
、
時
に
間
違
う
こ
と
の
あ
る
崇
高
な
天
才
を
と
り
た
い
と
賢
明
に
も
言
っ
た
」
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
批
評
論
を



付
し
た
『
無
染
の
状
態
』
に
し
て
も
、
『
壮
美
に
つ
い
て
』
の
考
え
方
に
動
か
さ
れ
て
、
「
崇
高
な
る
天
才
」
ミ
ル
ト
ソ
の
『
失
楽

園
』
を
オ
ペ
ラ
に
仕
組
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
』
と
『
マ
ッ
ク
・
フ
レ
ッ
ク
ノ
』
に
お
け
る
構
成
、
文
体
に

お
け
る
英
雄
詩
的
気
組
み
に
お
い
て
も
幾
分
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
先
ず
、
『
壮
美
に
つ
い
て
』
を
読
ん
だ
後

に
書
い
た
批
評
論
『
英
雄
詩
と
詩
的
許
容
に
対
す
る
作
者
の
弁
』
と
、
ま
だ
そ
れ
を
読
ま
な
い
う
ち
に
害
い
た
と
見
ら
れ
る
、
そ
の

前
に
書
い
た
、
『
終
幕
の
辞
の
弁
護
』
(
一
六
七
二
年
)
の
間
に
如
何
な
る
変
化
が
あ
る
か
を
見
よ
う
。
尤
も
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
が
『
壮

美
に
つ
い
て
』
を
何
時
読
ん
だ
か
、
確
証
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
大
学
版
『
ド
ラ
イ
デ
ソ
詩
集
』
の
註
に
、
「
一

六
七
四
年
か
、
そ
の
後
間
も
な
く
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
は
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
の
『
壮
美
に
つ
い
て
』
の
ポ
ワ
ロ
ー
訳
を
読
ん
で
強
い
感
銘
を
う

け
た
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
両
批
評
論
を
読
ん
で
み
た
結
果
と
し
て
は
、
両
者
の
間
の
年
月
、
即
ち
一
六
七
二
年
か
ら
一
六
七
七
年

の
間
に
読
ん
だ
と
推
断
す
る
の
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
『
終
幕
の
辞
の
弁
護
』
で
は
次
の
よ
う
な
議
論
が
目
に
つ
く
。
「
私
が
次
の
よ
う
に
概
論
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
現
代
の
詩
の
不
穏
当
な
用
語
は
、
前
代
の
も
の
・
に
比
べ
る
と
、
頻
度
も
少
く
、
非
常
識
な
も
の
で
も
な
い
。
用
語
の
不
穏
当
に

気
付
い
た
の
は
わ
れ
わ
れ
が
最
初
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
穏
当
さ
が
前
代
に
比
し
て
少
く
、
程
度
も
軽
い
と
い
う
証
左
の
一
つ

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
証
左
は
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
誤
り
に
気
付
く
こ
と
は
、
誤
り
を
訂
正
す
る
方
向

に
大
き
く
一
歩
踏
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
悪
意
を
も
つ
も
の
、
最
魚
を
す
る
も
の
は
別
と
し
て
、
英
語
が
わ
か
る
人
で
、
真
面
目
に

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
フ
レ
ッ
チ
ャ
の
作
品
を
読
め
ば
、
ど
の
頁
に
も
、
語
法
違
反
か
、
意
味
上
の
ひ
ど
い
欠
陥
を
見
つ
け
る
こ
と
で

⑯

あ
ろ
う
。
」
こ
の
よ
う
に
用
語
の
正
確
と
い
う
こ
と
で
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
よ
り
も
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
時
代
が
優
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
「
確
か
に
、
手
厳
し
い
批
評
家
は
、
す
ぐ
れ
た
才
人
に
と
っ
て
、
最
も
大
き
な
助
け
と
な
る
。
批
評
家
は
敵
の
役
目
を

果
す
つ
も
り
で
、
実
は
味
方
の
役
目
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
批
評
家
の
悪
意
は
、
想
像
力
が
旺
盛
で
、
と
も
す
れ
ば
逸
脱
し
ょ

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



四
二

う
と
す
る
の
を
、
枠
の
内
に
と
ど
め
て
お
く
か
ら
で
あ
る
l
」
と
言
っ
て
、
批
評
が
想
像
力
を
抑
制
す
る
こ
と
の
必
要
を
強
調
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
『
英
雄
詩
と
詩
的
許
容
に
対
す
る
作
者
の
弁
』
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
私
は
一
度
だ
け
言
っ
て
お
き
た

い
が
、
詩
の
最
も
大
胆
な
言
い
廻
し
は
、
そ
れ
が
巧
妙
に
扱
わ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
読
者
を
最
も
喜
ば
せ
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
放
格

な
時
代
の
最
も
厳
格
な
作
家
で
あ
る
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
ホ
ラ
チ
ュ
ゥ
ス
ほ
、
最
も
難
解
な
隠
喩
と
、
最
も
ひ
ど
い
誇
張
を
し
ば
し

ば
用
い
た
。
」
と
、
大
胆
な
表
現
の
大
切
な
こ
と
を
強
調
し
、
難
解
な
イ
メ
ー
ジ
、
ひ
ど
い
誇
張
を
も
辞
す
べ
き
で
な
い
と
の
積
極

的
な
態
度
に
変
っ
て
い
る
。
こ
の
態
度
の
変
化
は
、
表
現
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
も
っ
と
根
本
的
な
、
そ
う
い
う
表
現
を
生

む
原
動
力
と
し
て
の
熱
情
、
異
常
な
る
情
感
を
重
視
す
る
態
度
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
詩
に
お
け
る
表
現
は
広
い
意
味
に

お
い
て
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
こ
と
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
『
驚
異
の
年
』
に
お
い
て
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
は
ウ
イ
ッ

ト
を
「
目
の
前
に
浮
は
し
て
く
れ
る
よ
う
な
比
喩
的
表
現
の
衣
を
ま
と
っ
た
、
生
き
生
き
と
し
た
適
切
な
描
写
」
と
考
え
、
想
像
そ

れ
自
身
の
豊
か
さ
敏
速
さ
を
楽
し
む
よ
り
も
、
伝
達
と
い
う
目
的
に
適
す
る
よ
う
判
断
に
よ
っ
て
規
制
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

た
こ
と
を
見
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
批
評
諭
に
お
い
て
は
、
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
変
っ
て
き
て
い
る
。
「
す
べ
て
の

時
代
を
喜
ば
す
も
の
は
、
自
然
の
模
倣
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
私
の
論
点
を
す
べ
て
尽
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
修

辞
学
が
一
つ
の
技
術
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
こ
れ
の
効
果
を
聴
衆
に
対
し
て
も
つ
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
、
そ
ん
な
に
多
く

の
形
容
、
比
喩
の
名
前
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
比
喩
の
乱
用
と
誇
張
法
が
そ
れ
ら
の
中
に
名
を
列
ね
た
。
そ
れ
は

避
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
思
慮
深
く
こ
れ
を
用
い
、
絵
画
に
お
い
て
色
を
増
し
、
陰
影
を
用
い
る
よ

㊥

う
に
、
比
喩
を
く
っ
き
り
と
、
日
に
あ
ざ
や
か
に
す
る
た
め
に
、
詩
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
「
思
慮
深
く
」
と
い
う
条
件
は

つ
い
て
い
る
が
、
比
喩
の
乱
用
も
誇
張
法
も
大
い
に
活
用
し
ょ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
こ
れ
ら
の
人
た
ち
が
、
所
謂
、
誇
大

の
言
を
カ
ウ
リ
氏
の
オ
ウ
ド
に
発
見
す
る
の
を
私
は
聞
か
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
!
…
…
た
だ
一
般
論
と
し
て
言
い
た
い
の
だ
が
、
私



ス

ト

ロ

ン

グ

㊨

に
と
っ
て
、
彼
ら
が
非
難
す
る
カ
ウ
リ
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
而
上
派
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
、
美
し
く
み
え
る
も
の
は
な
い
と
。
」

一
般
論
と
し
て
彼
の
信
念
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
実
践
的
な
問
題
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
彼
の
詩

を
検
討
す
る
に
当
っ
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
時
代
的
要
請
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
形
而
上
詩
の
方
向
と
反

対
の
方
向
を
め
ざ
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
芸
術
家
的
要
請
は
形
而
上
派
的
な
も
の
を
も
終
生
捨
て
さ
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
〓
ハ
七
三
年
以
後
の
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
詩
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。

ナ
サ
ニ
エ
ル
・
リ
ー
が
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
『
無
染
の
状
態
』
に
送
っ
た
『
楽
園
の
詩
に
関
し
て
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
氏
に
零
す
』
の
返

礼
と
し
て
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
が
リ
ー
の
悲
劇
『
恋
敵
女
王
』
(
〓
ハ
七
七
年
)
に
送
っ
た
『
ア
レ
キ
サ
ソ
ダ
ー
に
関
し
て
、
リ
ー
氏
に
寄

す
』
で
、
リ
ー
の
も
つ
「
熱
情
」
を
推
賞
し
て
い
る
が
こ
れ
は
『
壮
美
に
つ
い
て
』
の
影
響
と
見
て
よ
い
。
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(
次
の
讃
辞
は
あ
な
た
に
捧
げ
ら
れ
ね
ほ
な
ら
ぬ
。
あ
な
た
は

読
者
の
熱
情
を
か
き
立
て
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
最
早
、
つ
く
り
ご
と
で
は
な
く
、

真
の
愛
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
自
然
が
あ
わ
れ
な
技
巧
に
優
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
頭
脳
を
温
め
る
だ
け
で
あ
る
が
、
あ
な
た
は
心
臓
を
温
め
る
。
)

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



『
ア
ブ
サ
ロ
ム
と
ア
キ
ト
フ
ェ
ル
』
(
一
六
八
一
年
)
の
執
筆
事
情
に
つ
い
て
、
一
七
二
ハ
年
の
同
詩
第
三
版
で
、
出
版
者
ト
ソ

ソ
ソ
(
T
O
n
S
O
n
)
が
、
「
一
六
八
〇
年
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
氏
は
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
希
望
に
よ
り
、
詩
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
と
ア
キ
ト

フ
ェ
ル
』
に
着
手
し
た
」
と
書
き
、
ノ
イ
ズ
の
版
で
は
、
「
一
六
八
〇
年
に
出
版
さ
れ
、
ス
コ
ッ
ト
に
よ
っ
て
再
録
さ
れ
た
匿
名
の

小
冊
子
、
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
の
陰
謀
』
(
別
名
『
反
逆
の
悲
劇
』
)
か
ら
ド
ラ
イ
デ
ソ
は
ア
ブ
サ
ロ
ム
の
反
逆
(
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
後
記
」
十
三
章

-
十
八
章
)
を
当
時
の
政
局
に
あ
て
は
め
る
構
想
を
得
た
ら
し
い
」
、
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
先
に
言
及
し
た
、
『
無
染
の
状
態
』

に
付
し
た
リ
ー
の
詩
(
一
六
七
七
年
)
に
は
既
に
次
の
忠
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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r
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p
e
n
t
、
s
h
i
s
s
d
e
s
p
i
s
e
.

F
r
O
m
t
h
u
n
d
ゴ
n
g
e
n
項
S
a
訂
i
n
L
a
w
r
e
】
s
i
t
"

W
h
i
-
e
c
-
a
m
イ
O
u
S
C
r
i
t
i
q
u
e
s
t
h
e
i
r
邑
e
h
e
a
d
仏
S
u
b
m
i
t



C
O
n
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O
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h
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a
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O
f
W
i
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(
お
お
、
霊
感
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
最
も
力
強
い
者
、
詩
の
王
者
よ
、

で
は
進
め
。
新
し
い
主
題
が
、
汝
の
筆
の
揮
わ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
王
の
当
面
し
た
紛
争
を
記
せ
。
ダ
ビ
デ
と
い
え
ど
も
、

王
位
に
つ
く
ま
で
に
、
こ
れ
以
上
の
征
服
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。

カ
ウ
リ
が
か
の
ヘ
ブ
ラ
イ
の
王
を
讃
め
称
え
た
よ
う
に
、
チ
ャ
ー
ル
ス
王
を
讃
め
称
え
よ
。

汝
の
主
題
は
カ
ウ
リ
の
主
題
に
劣
ら
ず
偉
大
で
あ
り
、
彼
に
劣
ら
ず
偉
大
に
歌
え
。

そ
う
す
れ
ば
、
汝
は
誰
は
ば
か
ら
ず
王
寵
を
か
た
じ
け
な
う
し
、

か
ま
び
す
し
い
酷
評
家
が
、
ウ
イ
ッ
ト
の
裁
き
の
庭
で
、

坂
逆
罪
の
か
ど
で
、
む
さ
く
る
し
い
首
を
断
頭
台
に
の
せ
る
と
き
、

ご
う
ご
う
た
る
ね
た
み
の
声
か
ら
守
ら
れ
て
、
桂
冠
を
い
た
だ
い
て
見
下
ろ
し
、

い
や
し
い
蛇
の
出
す
音
を
軽
蔑
す
る
で
あ
ろ
う
。
)

シ
ャ
フ
ツ
べ
リ
伯
は
坂
道
罪
の
か
ど
で
一
六
七
五
年
捕
わ
れ
た
。
彼
を
首
魁
と
す
る
民
党
の
争
い
は
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
筆
誅
を
必
要

と
し
て
い
た
。
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
』
の
構
想
は
こ
こ
に
で
き
て
い
る
の
を
見
る
。
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
』
第
一
部
で
最
も
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
詩
質

を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
ア
キ
ト
フ
ェ
ル
の
性
格
描
写
で
あ
る
。

○
ご
h
e
s
e
t
h
e
f
a
】
s
e
A
c
註
合
計
～
w
a
s
許
s
t
-

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開
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c
e
e
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F
O
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D
e
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i
g
n
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d
c
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0
0
k
e
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O
u
n
S
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S
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S
a
g
a
c
i
O
u
S
Y
ロ
0
-
d
、
a
n
d
T
u
r
b
u
-
e
n
t
O
h
w
i
t
-

R
e
s
t
-
e
s
s
Y
u
n
許
t
i
n
P
r
i
n
c
i
p
【
e
s
a
n
d
P
-
a
c
e
-

H
n
P
O
W
J
u
n
p
-
e
a
s
e
d
こ
m
p
a
t
i
e
n
t
O
鴫
D
i
s
g
r
a
c
e
い

A
許
r
y
S
O
u
r
W
h
i
c
h
w
O
r
k
i
n
g
O
u
t
i
t
s
w
a
y
-

F

r

e

t

t

e

d

t

h

e

P

i

g

m

y

B

O

d

y

t

O

d

e

c

a

y

‥

A
n
d
O
√
i
ロ
㌻
r
m
e
d
t
h
e
T
e
ロ
e
m
e
n
t
O
f
C
】
a
y
-

(
こ
れ
ら
の
人
た
ち
の
筆
頭
は
、
未
来
永
劫
の
ろ
あ
れ
た
名
な
る
、

不
信
の
ア
キ
ト
フ
ユ
ル
で
あ
っ
た
。

水
も
も
ら
き
ぬ
策
謀
と
、
よ
こ
し
ま
な
知
恵
に
と
み
、

才
知
は
明
徹
、
大
胆
、
不
蓮
で
、

主
義
も
地
位
も
固
定
せ
ず
し
て
落
ち
つ
き
が
な
く
、

権
勢
に
飽
き
た
ら
ず
、
不
遇
に
た
え
え
ず
、

烈
火
の
心
は
そ
の
道
を
求
め
て
外
に
出
で
ん
と
し
、

保
儒
の
よ
う
な
肉
体
を
衰
え
果
て
る
ま
で
虐
な
み
、

土
の
仮
足
の
現
身
に
あ
ふ
れ
る
は
か
り
に
満
ち
満
ち
た
。
)

四
六



こ
れ
を
ウ
ォ
ラ
の
『
帯
に
寄
せ
て
』
(
0
3
n
C
む
札
や
)
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

T
h
a
t
w
h
i
c
h
h
e
H
S
-
e
n
d
e
r
w
a
s
t
e
c
O
n
訃
n
#

S
h
a
巳
n
O
W
m
y
J
O
y
P
-
T
e
m
p
】
e
s
b
i
n
d
"

N
O
m
O
n
a
r
C
h
b
u
t
w
O
u
】
d
g
i
く
e
h
i
s
C
r
O
W
n
e
V

昌
s
A
r
m
s
m
i
g
h
t
d
O
W
h
a
t
t
h
i
s
h
a
s
d
O
n
e
.

I
t
w
a
s
m
y
H
e
a
く
e
n
㌦
e
巴
r
e
a
m
e
s
t
S
p
h
e
a
r
"

T
h
e
P
a
l
e
w
h
i
c
h
h
e
-
d
t
h
a
二
〇
く
の
ー
y
D
e
a
r
"

M
y
l
O
y
V
m
y
G
r
i
e
f
V
m
y
H
O
p
e
-
m
y
L
O
強
の
-

D
i
d
a
u
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
C
i
r
c
-
e
m
O
く
e
.

A
n
a
r
r
O
W
C
O
m
p
a
S
S
V
a
n
d
y
e
t
t
h
e
r
e

D
w
e
H
t
a
-
〓
h
a
t
㌦
g
0
0
d
V
a
ロ
d
a
-
〓
h
a
t
㌦
㌻
i
r
‥

G
i
く
e
m
e
b
u
t
w
h
a
t
t
h
i
s
R
i
b
a
n
b
O
u
n
d
V

T
a
k
e
a
-
〓
h
e
r
e
s
t
t
h
e
S
u
ロ
的
O
e
S
r
O
u
ロ
d
.

(
彼
女
の
柳
腰
を
く
く
っ
て
い
た
も
の
が
、

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開

四
七



今
や
私
の
嬉
々
た
る
こ
め
か
み
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

帝
王
も
、
そ
の
王
冠
を
ひ
き
か
え
に
与
え
て
も
よ
い
と
思
わ
な
い
も
の
は
な
く
、

そ
の
武
器
は
、
こ
の
帯
が
し
た
こ
と
を
な
し
遂
げ
た
い
と
思
う
。

こ
の
帯
は
わ
が
天
の
い
や
果
て
の
天
球
層
、

あ
の
愛
ら
し
い
鹿
を
い
れ
て
飼
っ
て
い
た
さ
く
、

わ
が
革
び
、
わ
が
悲
し
み
、
わ
が
希
望
、
わ
が
愛
は
、

み
な
こ
の
環
の
中
で
動
い
た
。

何
た
る
狭
い
領
域
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
す
べ
て
善
な
る
も
の
、
美
な
る
も
の
が
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
。

こ
の
リ
ボ
ン
が
結
ん
で
い
た
も
の
だ
け
を
与
え
て
欲
し
い
。

天
が
下
の
す
べ
て
ほ
か
の
も
の
は
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
)

腰
帯
を
至
上
天
と
鹿
園
の
さ
く
に
た
と
え
た
の
は
奇
想
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
快
よ
い
音
調
の
な
め
ら

か
さ
(
s
w
e
e
t
s
m
0
0
t
h
n
e
s
s
)
で
あ
り
、
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
』
の
ア
キ
ト
フ
ェ
ル
の
性
格
描
写
に
は
、
こ
の
ウ
オ
ラ
の
音
調
の
な
め
ら

か
さ
に
加
え
て
、
『
壮
美
に
つ
い
て
』
に
強
調
し
て
あ
る
、
熱
情
、
壮
美
、
高
い
飛
翔
を
ね
ら
っ
た
あ
と
が
汲
み
と
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
他
の
諷
刺
詩
に
つ
い
て
は
別
稿
『
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
諷
刺
詩
』
に
か
な
り
詳
し
く
述
べ
た
の
で
割
愛
し
て
、
宗
論
詩
に
目
を
転
じ

よ
う
。



『
俗
人
の
信
仰
』
は
、
彼
の
詩
だ
け
で
な
く
、
英
詩
全
体
に
お
い
て
、
新
し
い
面
を
開
拓
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
哲

学
的
、
宗
教
的
題
材
を
感
情
、
感
覚
と
融
合
さ
せ
て
表
現
し
た
の
は
ダ
ソ
、
ク
ラ
シ
ョ
ー
ら
の
特
色
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ド
ラ

イ
デ
ソ
は
序
文
で
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
「
書
簡
体
」
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
教
訓
を
意
図
し
て
い
る
詩
は
、
平
明
、
自

然
で
、
し
か
も
荘
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
熱
情
を
表
わ
す
に
は
、
「
華
麗
な
、
気
品
の
高
い
、
比
喩
の
多
い
表
現
」
が

適
す
る
が
、
教
訓
は
熱
情
で
は
な
く
、
真
理
が
問
題
な
の
だ
か
ら
、
自
然
の
ま
ま
に
表
わ
し
て
、
調
子
を
高
く
し
た
り
、
ま
た
は
低

く
し
た
り
し
て
感
情
を
わ
き
立
た
せ
る
こ
と
は
し
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
は
、
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
』
に
お
い

て
な
し
た
ウ
オ
ラ
の
語
調
と
ロ
ソ
ギ
ノ
ス
の
熱
情
の
融
合
と
は
趣
き
を
異
に
し
た
、
磨
き
の
か
か
っ
た
達
意
の
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出

し
た
。
こ
れ
は
テ
ィ
ル
ヤ
ー
ド
が
直
叙
詩
と
呼
ん
だ
も
の
に
最
も
近
い
も
の
で
あ
り
、
も
し
形
而
上
詩
と
の
対
比
的
な
作
品
を
求
め

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ド
ラ
イ
デ
ソ
自
身
は
、
こ
れ
を
評
し
て
、

A
n
d
t
h
i
s
u
n
p
O
-
i
s
h
喜
r
u
g
g
e
d
く
e
r
s
e
l
c
h
O
S
e
い

A
s
ご
t
e
s
t
㌻
r
D
i
s
c
O
u
r
S
e
V
a
n
d
n
e
a
r
e
s
t
p
r
O
S
e
.

(
そ
し
て
こ
の
洗
練
さ
れ
な
い
、
調
子
の
悪
い
詩
が
、
論
説
に
最
も
適
し
、

散
文
に
最
も
近
い
と
思
っ
た
の
で
選
ん
だ
。
)

と
云
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
一
節
を
と
っ
て
検
討
し
て
み
ょ
う
。

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開
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R
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O
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㌦
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i
m
m
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r
i
ロ
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カ
a
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W
a
s
訂
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t
-
n
O
t
t
O
a
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S
u
r
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O
u
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O
u
b
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f
u
-
-
w
a
y
I

B
u
t
g
u
i
d
e
u
s
u
p
w
a
r
d
t
O
a
b
e
t
t
e
r
D
a
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A
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O
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】
y
T
a
p
e
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s
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a
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p
e
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W
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a
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F
i
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h
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L
O
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O
u
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H
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h
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r
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S

O
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O

W
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s

O
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a

t
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-

i

g
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O

n
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S
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h
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S
O
d
y
e
s
,
a
n
d
s
O
d
i
s
⑭
O
T
e
s
i
n
S
u
p
e
r
n
a
t
u
r
a
-
L
i
g
h
t
、

(
理
性
は
魂
に
対
し
て
、
丁
度
月
や
星
の
放
つ
間
接
光
が
、

孤
独
で
疲
れ
は
て
、
あ
て
も
な
く
さ
ま
よ
う
旅
人
に
与
え
る
と
同
じ
よ
う
に
、

う
す
暗
い
光
し
か
与
え
な
い
。
そ
し
て
、
天
空
で
そ
れ
ら
廻
転
す
る

火
が
空
を
示
す
け
れ
ど
も
、
地
上
の
わ
れ
ら
を
照
ら
さ
な
い
の
と
同
じ
く
、

理
性
の
か
す
か
な
光
は
、
わ
れ
ら
の
進
む
さ
だ
か
な
ら
ぬ
道
を

五

()



は
っ
き
り
示
す
た
め
に
で
は
な
く
、
天
国
の
よ
り
よ
い
昼
の
日
の
方
へ

わ
れ
ら
を
導
く
た
め
に
貸
し
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

昼
間
の
明
る
い
君
主
が
わ
れ
ら
の
半
球
に
昇
る
と
き
、

夜
の
蝋
燭
は
き
え
る
の
と
同
じ
く
、

理
性
は
宗
教
を
見
る
と
、
光
が
う
す
れ
、

超
自
然
の
光
に
あ
た
る
と
、
か
す
か
に
な
り
、
消
滅
す
る
。
)

『
国
王
悲
歌
』
(
当
等
萱
計
:
ぎ
苛
鼓
詠
)
は
彼
の
詩
的
運
命
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
が
二
ハ
八
五
年
二
月

六
日
に
死
去
し
た
際
に
書
か
れ
、
同
年
三
月
十
四
日
に
初
版
が
で
た
。
標
題
に
「
ピ
ソ
ダ
ル
風
の
葬
送
歌
」
(
A
F
u
n
e
r
a
-
・
P
i
n
・

d
a
r
i
q
u
e
P
O
e
m
)
と
あ
る
が
、
ピ
ソ
ダ
ル
の
オ
7
ド
は
左
方
転
回
歌
章
、
も
ど
り
舞
の
歌
、
終
結
部
の
三
部
か
ら
成
っ
て
い
る
の

に
、
こ
の
詩
は
そ
う
い
う
三
部
か
ら
ほ
成
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
ほ
『
劇
詩
論
』
で
、
「
ピ
ソ
ダ
ル
風
の
詩
は
韻
律

が
変
化
し
、
押
韻
が
無
造
作
に
排
列
さ
れ
、
そ
の
押
韻
は
し
ば
し
ば
完
全
な
押
韻
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
」
(
w
h
e
H
e
t
h
e

n
u
m
訂
r
s
書
r
y
V
a
n
d
t
h
e
r
h
y
m
e
i
s
d
i
s
p
O
S
e
d
c
a
r
e
-
e
s
s
-
y
-
a
n
d
㌻
r
㌢
O
m
O
f
t
e
ロ
C
h
i
m
i
n
g
)
と
言
っ
て
い
る
が
、
『
国
王

悲
歌
』
が
詩
脚
の
数
が
行
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
り
、
押
韻
も
不
規
則
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
「
ピ
ソ
ダ
ル
凰
」
と
云
え
る
わ
け
で

あ
る
。
何
故
ド
ラ
イ
デ
ソ
が
こ
の
詩
形
を
試
み
た
か
は
容
易
に
断
定
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
彼
が
こ
の
詩
で
述
懐
し
て
い
る
よ

ぅ
に
、
「
大
き
な
悲
し
み
」
(
m
i
g
h
t
y
w
O
e
)
を
感
じ
た
こ
と
は
、
彼
の
生
涯
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
い
つ
わ
ら
ざ
る

感
情
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
熱
情
を
盛
り
上
げ
る
に
オ
ー
ド
風
の
詩
形
が
適
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ド
と
い
う
詩
形
は
後

に
音
楽
の
守
護
聖
に
つ
い
て
二
篇
及
び
キ
リ
グ
リ
ユ
ー
夫
人
に
捧
げ
て
書
か
れ
る
が
、
『
壮
美
に
つ
い
て
』
の
熱
情
の
強
調
に
共
鳴

し
た
ド
ラ
イ
デ
ソ
と
し
て
、
い
つ
か
は
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
詩
形
で
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
も
五
一

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



五
二

七
行
の
比
較
的
長
い
詩
に
生
彩
を
与
え
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
第
一
節
で
は
、
先
ず
詩
人
の
深
い
悲
し
み
を
一
挙
に
十
二
人
の
愛
児

を
失
っ
て
、
石
に
化
す
る
ナ
イ
オ
ビ
に
た
と
え
、
青
天
の
霹
靂
の
よ
う
な
、
イ
ソ
ド
洋
上
の
バ
リ
ケ
ー
ソ
の
よ
う
な
、
ま
た
天
空
を

支
え
て
立
つ
巨
人
ア
と
ブ
ス
が
く
ず
折
れ
た
よ
う
な
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
死
を
序
曲
と
し
て
描
く
。
第
二
節
は
、
王
弟
ヨ
ー
ク
公
が
兄
の

病
気
回
復
を
祈
っ
て
い
る
最
中
に
訃
報
が
伝
わ
り
、
取
り
乱
し
て
か
け
つ
け
る
真
情
を
描
写
す
る
。
第
三
節
は
王
の
容
態
が
少
し
も

ち
直
す
の
を
、
燃
え
木
が
消
え
な
ん
と
し
て
、
明
滅
す
る
焔
に
た
と
え
る
。
第
四
節
は
、
m
I
ク
公
の
喜
び
が
他
に
ま
さ
っ
て
大
き

か
っ
た
の
を
、
ト
レ
∴
/
下
川
で
彼
自
身
目
撃
し
た
高
潮
(
E
a
g
r
e
)
に
た
と
え
て
い
る
。
ま
た
病
床
に
つ
め
か
け
た
人
の
一
喜
一
憂

を
、
引
き
潮
の
途
中
で
高
い
波
が
き
て
、
魚
族
が
驚
い
て
し
ば
し
鱒
を
休
め
る
の
に
た
と
え
て
い
る
の
も
巧
み
で
あ
る
。
第
五
節

は
、
医
者
が
医
術
の
粋
を
尽
し
て
病
と
闘
う
の
を
、
岩
上
の
要
塞
を
地
雷
や
砲
弾
で
攻
め
る
の
に
た
と
え
、
最
後
に
医
者
も
見
放
す

の
を
、
難
破
船
を
岸
で
眺
め
る
家
族
の
気
拝
に
た
と
え
る
。
愈
ミ
静
か
に
息
を
ひ
き
と
っ
た
王
の
温
厚
な
容
貌
と
男
ら
し
い
心
を
、

第
十
節
で
よ
く
鍛
え
た
、
よ
く
挟
む
刀
に
た
と
え
る
。
第
十
一
節
以
後
、
王
の
資
性
と
業
績
を
た
た
え
、
一
転
し
て
第
十
五
節
で
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
二
世
の
軍
人
と
し
て
の
名
誉
を
た
た
え
る
。
第
十
八
節
で
、
上
院
議
員
に
将
来
の
偶
発
事
を
予
見
せ
し
め
、
現
在
と
か

く
疑
惑
の
日
を
も
っ
て
見
ら
れ
る
新
王
を
信
じ
て
忠
誠
を
誓
う
こ
と
を
す
す
め
る
。

『
牝
鹿
と
豹
』
(
一
六
八
七
年
)
の
文
体
に
つ
い
て
は
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
自
身
が
「
読
者
に
寄
せ
て
」
と
い
う
序
文
で
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。
「
第
一
部
は
大
体
に
お
い
て
概
括
的
性
格
描
写
と
物
語
か
ら
成
っ
て
い
る
か
ら
、
私
は
そ
の
格
調
を
高
め
、
英
雄
詩
的

な
荘
重
な
言
い
廻
し
を
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
第
二
部
は
内
容
が
議
論
に
わ
た
り
、
主
と
し
て
、
教
会
の
権
威
に
つ
い
て
で
あ
る
か

ら
、
で
き
る
だ
け
平
明
で
達
意
の
文
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
し
か
し
全
然
韻
律
を
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
稀
に
ほ
気
品

の
高
い
詩
に
な
っ
た
。
第
三
部
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
家
庭
的
会
話
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
か
ら
、
前
二
者
よ
り
も
自
由
で
う
ち
と

け
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
意
図
に
そ
っ
て
書
か
れ
た
詩
は
ど
の
よ
う
に
展
開



す
る
で
あ
ろ
う
か
。

ド
ラ
イ
デ
ソ
は
第
三
部
の
冒
頭
で
、
イ
ソ
ッ
プ
と
ス
ペ
ソ
サ
ー
の
『
ハ
バ
ー
ド
ば
あ
さ
ん
の
物
語
』
を
ひ
き
合
い
に
出
し
て
、
動

物
に
対
話
を
さ
せ
る
こ
と
が
前
例
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
弁
解
し
て
い
る
が
、
『
ハ
バ
ー
ド
ば
あ
さ
ん
の
物
語
』
も
『
牝
鹿
と
豹
』

も
諷
喩
に
違
い
な
い
。
た
だ
ス
ペ
ソ
サ
ー
の
物
語
は
多
く
の
語
り
手
の
一
人
と
し
て
ハ
バ
ー
ド
ば
あ
さ
ん
が
狐
と
猿
の
冒
険
談
を
す

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
冒
険
談
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
弊
風
に
対
す
る
諷
刺
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
牝
鹿
と
豹
』
に
は
動
物
詔
を
す
る

語
り
手
は
い
な
く
て
、
一
種
の
劇
中
劇
の
よ
う
に
、
動
物
評
の
中
に
ま
た
、
国
教
会
を
表
わ
す
豹
が
、
指
導
者
の
誤
っ
た
指
導
に
よ

っ
て
全
滅
の
憂
目
に
あ
う
燕
の
話
を
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
表
わ
す
牝
鹿
が
、
勤
勉
に
暁
を
つ
げ
る
鶏
を
ね
た
ん
で
、
そ
の
敵
ノ
ス

リ
と
結
ん
で
身
を
滅
ぼ
す
鳩
の
話
を
す
る
、
二
つ
の
動
物
欝
を
入
れ
て
い
る
。
『
俗
人
の
信
仰
』
が
直
叙
の
詩
で
あ
る
こ
と
は
前
に

言
及
し
た
。
今
や
ド
ラ
イ
デ
ソ
は
宗
教
的
の
疑
惑
も
消
え
て
(
M
y
d
O
u
b
t
s
a
r
e
d
O
n
e
.
)
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
信
者
と
し
て
筆
を
と
っ

て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
特
徴
が
、
儀
式
、
聖
像
、
聖
遺
物
に
も
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
象
徴
を
尊
ぶ
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
が
『
牝
鹿
と
豹
』
の
文
学
形
式
と
し
て
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
に
は
今
ま
で
に
な
か
っ
た
諷
喩
を
選
ば
せ
た

大
き
な
因
子
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
部
で
は
「
格
調
を
高
め
、
英
雄
詩
的
な
荘
重
な
言
い
廻
し
を
す
る
よ
う
に
努
め
た
」
と
ド
ラ
イ
デ

ソ
は
言
っ
た
が
、
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
そ
の
努
力
が
見
ら
れ
る
。
矢
を
「
翼
あ
る
傷
」
(
w
i
n
g
e
d
w
O
u
n
d
s
)
と
原
因
を
結
果
で
表

わ
す
換
喩
を
用
い
、
ま
た
理
性
を
も
っ
て
宗
教
を
は
か
る
も
の
を
沿
岸
航
行
の
帆
船
に
た
と
え
る
。

W
h
y
c
h
u
s
e
w
e
t
h
e
n
】
i
k
e
由
叫
訂
さ
計
3
t
O
C
r
e
e
p

A
-
O
n
g
t
h
e
c
O
a
S
t
Y
P
n
d
-
a
n
d
i
n
S
.
e
W
t
O
k
e
e
p
u

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



W
h
e
n
s
a
訂
H
y
w
e
m
a
叫
-
a
u
ロ
C
h
i
n
t
O
t
h
e
d
e
e
p
～

-
n
t
h
e
s
a
m
e
く
e
S
S
e
H
w
h
i
c
h
O
u
r
S
a
く
i
O
u
r
が
O
r
e

H
i
m
s
e
】
f
t
h
e
p
i
】
O
t
こ
e
t
u
s
-
e
a
く
わ
t
h
e
s
h
O
a
r
u

A
ロ
d
w
i
t
h
a
b
e
t
t
e
r
g
u
i
d
e
a
b
e
t
t
e
r
w
O
r
H
d
e
H
勺
-
O
r
e
.

(
安
全
に
わ
れ
わ
れ
は
大
海
に
の
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
何
故
わ
れ
わ
れ
は
、

わ
ざ
わ
ざ
沿
岸
航
海
の
二
本
マ
ス
ト
帆
走
船
の
よ
う
に
、
海
岸
づ
た
い
で
、

陸
地
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
し
て
、
の
ろ
の
ろ
進
む
の
で
あ
ろ
う
か
。

キ
リ
ス
ト
御
自
身
、
水
先
案
内
人
と
し
て
乗
り
込
ん
だ
そ
の
船
で
、

わ
れ
わ
れ
は
岸
を
離
れ
、
よ
り
よ
き
案
内
人
と
共
に
、

よ
り
よ
き
世
界
を
探
険
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
)

イ

ン

カ

ー

未

イ

シ

ヨ

ン

ト

ラ

ン

ス

サ

ブ

ス

タ

ン

シ

エ

イ

シ

ヨ

ン

カ
ト
リ
ッ
ク
教
的
教
義
で
あ
る
神
の
成
肉
と
化
体
の
秘
蹟
を
表
わ
し
た
次
の
簡
潔
な
表
現
、

C
O
u
-
d
H
e
h
i
s
g
O
d
・
h
e
a
d
く
e
i
H
w
i
t
h
訝
s
h
a
n
d
已
O
u
d

A
n
d
n
O
t
く
e
i
〓
h
e
s
e
a
笥
i
n
t
O
訂
O
u
r
㌻
O
d
叫

H
i
s
g
r
a
c
e
i
n
b
O
t
h
i
s
e
q
u
a
〓
n
e
且
e
n
t
"

T
h
e
P
s
t
a
鞠
O
r
d
s
u
s
H
i
苗
二
h
e
s
e
c
O
n
d
n
O
u
r
i
s
h
m
e
n
t
.

五
四



(
神
は
そ
の
神
性
を
肉
と
血
で
包
む
こ
と
が
で
き
た
の
に
、

そ
の
肉
と
血
を
包
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
の
食
物
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
。

ど
ち
ら
に
お
い
て
も
神
の
恩
寵
は
程
度
は
同
じ
で
あ
る
。

前
者
は
わ
れ
わ
れ
に
生
命
を
与
え
、
後
者
は
わ
れ
わ
れ
に
滋
養
を
与
え
る
。
)

内
乱
の
煽
動
を
妖
精
の
輪
に
た
と
え
た
奇
抜
な
表
現
、

A
s
V
W
h
e
r
e
i
n
F
i
e
l
d
s
t
h
e
f
a
i
r
y
r
O
u
n
d
s
a
r
e
s
e
e
n
-

A
r
a
n
k
s
O
W
イ
h
e
r
b
a
g
e
r
i
s
e
s
O
n
t
h
e
G
r
e
e
n
"

S
O
Y
S
p
r
i
n
g
i
n
g
w
h
e
r
e
t
h
e
s
e
m
i
d
・
n
i
g
h
t
E
T
O
S
a
d
く
a
n
C
e
-

R
e
b
e
-
】
i
O
n
P
r
i
n
t
s
t
h
e
F
0
0
t
女
e
p
s
O
f
t
h
e
D
a
n
c
e
.

(
野
原
の
、
妖
精
の
輪
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、

繁
茂
し
た
、
す
っ
ぱ
い
草
が
は
え
る
の
と
同
じ
く
、

こ
れ
ら
の
深
夜
の
妖
精
が
行
進
す
る
と
こ
ろ
に
、

坂
乱
が
舞
踏
の
足
跡
を
し
る
す
。
)

ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
い
う
太
陽
か
ら
光
を
借
り
て
、
下
界
を
照
ら
す
国
教
会
と
い
う
月
が
、
民
衆
と
い
う
海
を
満
干
の
よ
う

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



に
意
の
如
く
動
か
す
と
い
う
心
に
く
い
ほ
ど
巧
み
な
比
喩
、

T

h

e

n

-

a

S

t

h

e

M

0

0

n

W

h

O

P

s

t

r

e

c

e

i

く

e

t

h

e

】

i

g

h

t

B
y
w
h
i
c
h
s
h
e
m
a
k
e
s
O
u
r
ロ
e
t
h
e
r
r
e
g
i
O
n
S
b
r
i
g
h
t
I

S
O
m
i
g
h
t
s
h
e
s
h
i
n
e
.
r
e
許
c
t
i
n
g
f
r
O
m
p
f
a
H

T
h
e
r
a
y
s
s
h
e
b
O
r
r
O
W
e
d
㌻
O
m
a
b
e
t
t
e
r
S
t
a
r
‥

B
i
g
w
i
t
h
t
h
e
b
e
a
m
s
w
h
i
c
h
f
r
O
m
h
e
r
m
O
t
h
e
r
ま
w

A
n
d
r
e
i
的
ロ
i
n
g
0
1
胃
t
h
e
r
i
s
i
n
g
t
i
d
e
∽
b
e
】
O
W
‥

N
O
W
.
m
i
軋
n
g
w
i
t
h
a
s
巴
く
a
g
e
C
r
O
u
d
.
s
h
e
g
O
e
S
.

(
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
光
を
他
か
ら
も
ら
っ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
下
界
を
明
る
く
す
る
月
の
よ
う
に
、

自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
星
か
ら
借
り
た
光
を

遠
く
か
ら
反
射
し
て
、
母
な
る
星
か
ら
流
れ
て
く
る
光
線
を
身
に
溢
れ
さ
せ
、

下
界
の
盛
り
上
る
潮
を
支
配
し
て
、

国
教
会
は
照
ら
す
の
で
あ
る
。

今
や
国
教
会
は
教
養
の
な
い
群
集
に
混
っ
て
、
進
む
。
)

こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
第
一
部
の
「
格
調
を
高
め
る
」
と
い
う
意
図
に
そ
う
よ
う
に
働
い
て
い
る
。
尚
奇
想
に
撰
す
る
も
の
が
こ



の
詩
に
も
見
ら
れ
る
。
神
の
恩
寵
を
銀
行
に
た
と
え
、
こ
の
銀
行
が
墳
れ
な
い
限
り
、
地
上
に
お
い
て
信
仰
が
救
い
の
道
で
あ
る
こ

と
に
変
り
は
な
い
と
説
く
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
で
あ
る
。

F

a

i

t

h

i

s

t

h

e

b

e

s

t

e

n

s

u

r

e

r

O

h

t

h

y

b

-

i

s

s

い

T
h
e
B
a
n
k
a
b
O
強
の
m
u
S
t
f
a
i
-
b
e
㌻
r
e
t
h
e
扁
n
t
u
r
e
m
i
s
s
.

(
信
仰
は
汝
魂
の
至
福
を
最
も
よ
く
確
保
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

天
上
の
銀
行
が
潰
れ
な
い
限
り
、
企
業
が
失
敗
す
る
こ
と
は
な
い
。
)

『
牝
鹿
と
豹
』
第
二
部
は
、
「
内
容
が
議
論
に
わ
た
る
」
と
ド
ラ
イ
デ
ン
は
言
っ
た
が
、
そ
の
議
論
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る

か
。
彼
は
「
主
と
し
て
、
教
会
の
権
威
に
つ
い
て
」
で
あ
る
と
言
う
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
は
、
統
一
、
無
可
謬
、
清
浄
、

使
徒
起
源
(
a
p
O
S
邑
i
c
O
r
i
軋
n
)
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
に
つ
い
て
、
牝
鹿
は
豹
の
欠
陥
を
つ
い
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
主

た
る
問
題
は
化
体
説
(
t
r
a
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
註
O
n
)
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
豹
に
は
聖
体
に
何
か
が
実
在
す
る
こ
と
を
信
じ
な
が

ら
、
確
固
た
る
信
念
で
は
な
い
こ
と
を
突
か
れ
て
、
自
ら
不
可
謬
で
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
不
可
謬
性
の
存
す
る

場
所
は
、
教
皇
と
宗
教
会
議
(
C
O
u
n
C
i
-
)
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
国
教
会
は
結
局
個
々
の
人
が
自
分
を
指
導
す
る
と
い
う
こ
と
に
落

ち
着
く
。
こ
れ
で
は
各
宗
派
に
よ
っ
て
主
張
も
異
な
り
、
調
和
が
と
れ
な
い
。
異
端
に
走
る
も
の
が
あ
っ
て
も
止
め
よ
う
が
な
い
。

カ
ト
リ
ッ
ク
は
使
徒
起
源
の
伝
統
に
よ
っ
て
信
仰
を
導
い
て
ゆ
く
。
国
教
の
よ
う
に
伝
統
を
聖
書
に
照
ら
し
て
正
邪
を
判
断
す
る
の

で
は
な
く
、
聖
書
の
足
ら
な
い
と
こ
ろ
、
難
解
な
と
こ
ろ
を
伝
統
に
よ
っ
て
補
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
で
む
ず
か
し
い

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



五
八

問
題
は
比
喩
よ
り
も
直
叙
の
方
が
正
確
に
伝
達
さ
れ
る
が
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
ほ
適
当
な
比
喩
を
用
い
て
効
果
を
上
げ
て
い
る
。

B
u
t
y
O
u
W
h
O
h
訂
訂
ま
a
n
d
t
r
a
d
i
t
i
O
n
S
t
a
k
e

A
n
d
g
a
r
b
-
e
s
O
m
e
-
a
n
d
s
O
m
e
q
O
G
q
u
i
t
e
訂
r
s
a
k
e
-

P
r
e
t
e
n
d
i
n
g
c
h
u
r
c
h
a
u
c
t
O
r
-
t
y
t
O
か
8
-

A
n
d
y
e
t
s
O
m
e
g
r
a
i
n
s
O
f
p
r
-
く
a
t
e
S
p
-
r
-
t
m
i
H
-

A
r
e
-
i
k
e
a
旨
ぎ
紆
m
a
d
e
u
p
O
f
d
i
等
r
i
n
g
s
e
e
d
-

A
n
d
t
h
a
t
"
s
t
h
e
r
e
a
s
昌
W
h
y
y
O
u
n
e
く
e
r
b
r
e
e
d
い

A
t
訂
a
s
t
n
O
t
p
T
O
p
a
笥
t
e
y
O
u
T
k
i
n
d
a
b
昌
a
d
I

F
O
H
h
O
m
?
d
i
s
s
e
n
t
e
H
S
a
r
e
b
y
s
t
a
t
u
t
e
s
a
w
声

(
教
会
の
権
威
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
、
教
父
や
伝
統
を
と
り
上
げ
、

あ
る
箇
所
は
改
窺
し
、
あ
る
箇
所
は
全
く
捨
て
て
し
ま
い
、

そ
の
上
幾
分
か
個
人
の
精
神
を
混
入
さ
せ
る
貴
女
は
、

丁
度
色
々
の
種
を
混
ぜ
た
ラ
バ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
貴
女
は
子
を
産
ま
な
い
の
で
す
。

少
く
と
も
外
国
で
は
貴
女
の
種
族
は
乗
殖
し
ま
せ
ん
。

と
い
う
の
は
国
内
で
は
非
国
教
徒
が

法
令
に
よ
っ
て
威
圧
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
)



次
の
イ
メ
ー
ジ
は
第
二
部
の
論
理
的
運
び
に
イ
メ
ー
ジ
が
如
何
に
有
効
に
使
用
さ
れ
う
る
か
の
好
例
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
不

可
謬
性
」
が
何
処
に
存
す
る
か
ほ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
視
る
こ
と
が
光
線
の
発
射
で
あ
る
か
あ
る
い

は
受
容
で
あ
る
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
見
え
る
と
い
う
事
実
は
動
か
せ
な
い
の
と
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

.
れ
S
u
p
p
O
S
e
Y
(
t
h
O
こ
d
i
s
O
W
n
i
t
L
ー
言
a
i
d
t
h
e
H
i
n
d
-

h
h
T
h
e
c
e
r
t
a
i
ロ
m
a
n
S
i
O
n
W
e
r
e
n
O
t
y
e
t
a
S
S
i
的
ロ
ー
d
い

T
h
e
d
O
u
b
t
f
u
こ
の
S
i
d
e
ロ
C
e
n
O
p
r
Q
e
蝿
c
a
n
b
r
i
ロ
g

A
g
a
i
n
s
t
t
h
e
p
】
a
i
n
e
軋
s
t
e
n
c
e
O
f
t
h
e
t
h
i
n
g
.

B
e
c
a
u
s
e
p
h
i
-
O
S
O
p
h
e
r
s
m
a
y
d
i
s
a
g
r
e
e
-

I
f
s
i
g
h
t
b
、
e
m
i
s
s
i
O
n
O
r
r
e
C
e
p
t
i
O
n
b
e
-

S
h
a
-
〓
t
b
e
t
h
e
ロ
C
e
i
n
f
e
r
r
喜
I
d
O
n
O
t
S
e
e
㌢
"

(
牝
鹿
は
言
っ
た
。
「
(
私
は
ま
だ
つ
き
と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
考
え
に
は
反
対
で
あ
り
ま
す
が
)

た
と
え
ま
だ
疑
う
余
地
の
な
い
よ
う
な
居
処
が
つ
き
と
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、

居
処
に
疑
問
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
、

そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
証
拠
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

科
学
者
の
間
で
、
視
力
は
射
出
で
あ
る
か
受
容
で
あ
る
か
、

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



議
論
が
分
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
そ
れ
か
ら
、

私
が
目
が
見
え
な
い
、
と
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
」
と
。
)

第
二
部
も
対
話
で
論
理
を
運
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
抽
象
的
な
論
議
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
及
し
た
。
第
三
部
は
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
言

葉
に
よ
る
と
、
「
家
庭
的
会
話
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
」
の
で
、
「
前
二
者
よ
り
も
、
自
由
で
う
ち
と
け
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
う

ち
と
け
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
」
彼
は
わ
ざ
わ
ざ
第
三
部
の
目
頭
で
動
物
に
対
話
を
さ
せ
る
こ
と
は
前
例
が
あ
る
と
弁
解
し
て
お
り
、

こ
こ
で
は
じ
め
て
対
話
ら
し
い
対
話
が
は
じ
ま
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

対
話
の
中
心
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
二
世
の
庇
護
に
よ
っ
て
、
時
を
得
顔
に
振
舞
う
こ
と
に
対
す
る
国
教
徒
の
嫉

妬
を
鏡
め
ん
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
得
て
い
る
世
俗
的
利
益
が
国
教
徒
に
比
べ
て
如
何
に
小
さ
い
か
を
語
り
、
実
利
を
得
て

い
る
こ
と
が
小
さ
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
利
益
の
た
め
に
ド
ラ
イ
デ
ソ
そ
の
他
が
改
宗
し
た
、
と
の
非
難
が
当
ら
な
い
こ
と
を
主
張

す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
教
徒
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
へ
の
反
感
か
ら
、
清
教
徒
と
結
び
つ
い
て
多
く
の
私
生
児
を
生
ん
で
い
る
が
、
そ
の

中
で
も
自
由
主
義
者
が
一
番
困
っ
た
児
で
あ
る
、
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
は
責
め
る
。
こ
こ
で
国
教
は
燕
の
話
を
出
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク

教
の
不
可
謬
説
の
恐
ろ
し
い
結
果
を
指
摘
す
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
は
、
国
教
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
対
し
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
な
い
と

い
う
が
、
宣
誓
令
と
い
う
香
炉
を
振
り
廻
し
て
、
惑
魔
除
け
を
し
て
い
る
と
非
難
す
る
と
、
国
教
は
こ
と
さ
ら
反
対
せ
ず
、
た
だ
良

心
に
よ
っ
て
宣
誓
令
に
は
反
対
し
な
い
と
自
説
を
守
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
は
良
心
も
利
害
の
別
名
に
過
ぎ
な
い
と
追
及
し
、
ジ
ェ
イ

ム
ス
王
は
国
教
の
友
、
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
グ
ノ
ー
教
徒
を
か
ば
っ
た
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
国
王
の
治
下
で
は
、
宣

誓
令
を
廃
し
て
も
国
教
に
損
害
は
及
ば
な
い
と
説
き
、
国
王
に
同
令
の
廃
止
の
意
志
が
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
。
こ
の
よ
う
に
説

い
て
も
国
教
の
意
志
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
国
教
は
矢
張
り
清
教
徒
と
結
ん
で
い
る
の
で
、
鳩
と
ノ
ス
リ
の
講
に
よ
っ
て
、
清



教
徒
の
た
め
に
害
を
う
け
る
と
警
告
す
る
。
大
筋
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
論
敵
ス
テ
ィ
リ
ノ
グ
フ
リ
ー
ト
に
対
す
る
応
酬
を
交
じ

え
な
が
ら
、
柔
軟
な
屈
折
に
富
ん
だ
運
び
を
し
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
や
や
奇
想
め
い
た
も
の
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

T
w
O
m
a
g
n
e
t
S
.
h
悪
く
ゴ
a
n
d
e
a
r
t
h
V
a
亡
u
r
e
t
O
b
-
i
仇
S
"

T
h
e
-
a
r
g
e
こ
O
a
d
s
t
O
n
e
t
h
a
t
こ
h
e
n
e
a
r
e
H
t
h
i
s
‥

T
h
e
w
e
a
粁
a
t
t
r
a
c
t
i
O
n
O
f
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
㌻
i
-
S
-

W
e
n
O
d
d
a
・
W
h
i
訂
-
b
u
t
n
e
i
g
h
b
O
u
r
h
0
0
d
p
r
e
く
a
i
-
S
‥

B
u
t
w
h
e
n
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
p
r
O
く
e
S
t
h
e
n
e
a
r
e
r
t
O
O
Y

I
w
O
n
d
e
r
m
O
r
e
y
O
u
r
C
O
n
扁
r
t
S
C
O
m
e
S
O
S
-
O
W
.

(
天
と
地
と
二
つ
の
磁
石
が
至
福
へ
と
誘
う
。

大
き
い
磁
石
は
天
で
、
近
い
磁
石
は
地
で
あ
る
。

大
き
い
磁
石
の
弱
い
力
が
利
か
な
く
な
る
と
、

し
ば
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
ぐ
ら
つ
く
が
、
近
い
方
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

し
か
し
大
き
い
磁
石
が
ま
た
近
く
も
あ
る
と
き
に
、

貴
女
の
改
宗
者
が
な
か
な
か
で
な
い
の
が
む
し
ろ
不
思
議
で
あ
る
。
)

カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
味
方
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ス
二
世
の
朝
廷
で
は
、
信
仰
の
至
福
と
現
世
的
栄
達
が
併
せ
得
ら
れ
る
こ
と
を
皮
肉
っ
た

も
の
で
あ
る
。

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



六
二

『
起
っ
た
英
国
』
(
加
温
§
3
計
知
へ
軒
計
ミ
)
は
一
六
八
八
年
六
月
十
日
、
ジ
ェ
イ
ム
ス
二
世
に
王
子
が
生
れ
て
、
王
統
の
断
絶
か

ら
救
わ
れ
た
よ
ろ
こ
び
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
簡
単
な
出
来
事
を
豊
富
な
内
容
に
歌
い
上
げ
て
い
る
こ
と
は
円
熟
の
境
地
を
示

し
て
い
る
。

一
六
八
七
年
十
一
月
二
十
二
日
ド
ラ
イ
デ
ソ
は
音
楽
の
守
護
聖
者
と
し
て
の
セ
シ
サ
ア
に
ソ
ソ
グ
を
捧
げ
た
が
、
や
や
抽
象
に
す

ぎ
、
感
情
の
盛
り
上
が
り
が
足
り
な
い
う
ら
み
が
あ
っ
た
。
今
や
十
年
の
歳
月
を
経
て
、
同
じ
題
目
、
即
ち
、
「
音
楽
は
ど
ん
な
熱

情
と
い
え
ど
も
心
に
呼
び
起
し
、
ま
た
、
鼓
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
を
具
象
的
に
、
情
感
を
こ
め
て
歌
っ
て
い

る
。
場
面
は
、
ペ
ル
シ
ャ
と
の
戦
に
障
っ
て
の
ア
レ
キ
サ
ソ
ダ
大
王
の
祝
宴
で
あ
る
。
バ
ラ
と
テ
ソ
ニ
ソ
カ
の
枝
で
つ
く
っ
た
王
冠

を
つ
け
、
美
姫
ク
イ
ス
を
は
べ
ら
し
て
、
王
は
玉
座
に
つ
い
て
い
る
。
音
楽
隊
長
の
テ
モ
テ
ほ
七
絃
琴
を
奏
で
な
が
ら
、
主
神
ジ
ュ

ピ
タ
が
オ
リ
ノ
。
ヒ
ア
を
恋
し
て
、
竃
に
姿
を
変
え
て
通
う
こ
と
を
款
う
。
並
居
る
人
々
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
ア
レ
キ
サ
ノ
ダ
と
ク
イ

ス
が
ジ
ュ
ピ
タ
と
オ
リ
ソ
ピ
ア
の
再
現
と
感
じ
、
現
人
神
と
歓
呼
す
れ
ば
、
ア
レ
キ
サ
ソ
ダ
も
神
の
よ
う
な
威
厳
を
示
す
。
テ
モ
テ

ほ
次
い
で
酒
神
バ
ッ
カ
ス
に
つ
い
て
歌
う
と
、
そ
の
調
べ
に
浮
か
れ
て
、
心
硫
り
、
過
ぎ
し
戦
役
を
三
度
繰
り
返
し
て
実
演
し
、
三

度
戦
に
繁
れ
た
者
を
斬
り
殺
す
。
余
り
の
興
奮
を
見
て
、
調
子
を
変
え
、
哀
れ
に
も
血
に
塗
れ
て
、
断
末
魔
に
喘
ぐ
ダ
リ
ウ
ス
王
を

歌
う
。
王
は
こ
の
世
の
運
命
の
定
め
な
き
を
思
っ
て
、
落
涙
す
る
。
テ
モ
テ
ほ
、
同
情
は
愛
の
一
歩
手
前
な
る
こ
と
を
悟
り
、
戦
は

徒
労
で
、
名
誉
は
泡
沫
の
如
し
、
享
楽
こ
そ
大
望
側
に
侍
す
タ
イ
ス
と
い
う
神
の
賜
を
忘
れ
る
な
と
歌
う
と
、
王
は
酒
と
愛
に
酔

い
し
れ
て
彼
女
の
胸
に
も
た
れ
か
か
る
。
眠
っ
て
い
る
王
に
向
っ
て
、
テ
モ
テ
は
万
雷
の
と
ど
ろ
く
如
き
大
声
に
て
、
起
き
よ
、
戦

穀
ギ
リ
シ
ャ
兵
の
亡
霊
が
復
讐
を
求
め
て
松
明
を
ふ
り
か
ざ
す
の
を
知
ら
な
い
か
、
と
叱
咤
す
れ
ば
、
王
は
狂
気
の
如
く
松
明
を
と

り
、
タ
イ
ス
に
導
か
れ
て
ペ
ル
シ
ャ
の
都
を
焼
く
。
こ
の
よ
う
に
オ
ル
ガ
ソ
が
で
き
る
ず
っ
と
前
に
、
テ
モ
テ
ほ
笛
と
七
絃
琴
で
人

の
心
を
激
発
し
、
ま
た
や
さ
し
い
愛
情
を
燃
え
立
た
せ
た
が
、
遂
に
セ
シ
リ
ア
が
出
現
し
て
、
音
楽
の
範
囲
を
広
く
し
た
か
ら
、
テ



モ
テ
は
セ
シ
リ
ア
に
兜
を
ぬ
ぐ
か
、
あ
る
い
は
栄
冠
を
共
同
で
戴
く
べ
き
で
あ
る
と
結
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
適
切
な
例
を
ひ
い
て
、

生
き
生
き
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
の
心
に
浮
べ
し
め
、
音
楽
の
力
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
美
し
い
語
調
で
称
え
た
こ
と
は
格
段

の
進
歩
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。

『
ア
ソ
・
キ
リ
グ
ル
ー
夫
人
の
霊
に
捧
ぐ
』
(
一
六
八
六
年
)
は
若
く
し
て
死
ん
だ
、
美
貌
と
詩
才
、
画
才
に
恵
ま
れ
た
才
媛
を
悼

ん
だ
詩
で
、
「
無
双
の
オ
ラ
イ
ソ
ダ
」
(
M
a
t
c
E
e
s
s
O
r
i
n
d
a
)
こ
と
キ
ャ
ザ
リ
ソ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
同
じ
、
「
聖
所
を
醜
く
す
る
」

(
d
e
訂
c
e
t
h
e
S
h
r
i
n
e
)
病
、
即
ち
天
然
痘
で
死
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
の
調
べ
は
、
ペ
ソ
・
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
が
ホ
ー
ソ
ソ
デ
ソ

の
ド
ラ
モ
ソ
ド
に
、
「
そ
れ
ら
の
詩
は
不
敬
で
あ
っ
て
、
神
を
胃
漬
す
る
言
葉
に
満
ち
て
い
る
。
も
し
処
女
マ
リ
ヤ
に
つ
い
て
書
か

れ
た
の
で
あ
れ
ば
大
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
評
し
た
、
ダ
ソ
の
『
周
年
祭
』
に
似
て
い
る
こ
と
は
、
病
が
夫
人
を
た
お
し

た
こ
と
を
、
「
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
二
重
の
冒
漢
」
(
O
d
O
u
b
H
e
S
a
c
r
i
-
e
d
g
e
O
n
t
h
i
n
g
s
D
i
く
i
n
e
)
と
言
っ
て
い
る
の
に
も

察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
詩
で
輪
廻
(
m
e
t
e
m
p
s
y
c
h
O
S
i
s
)
を
扱
っ
て
、
彼
女
の
魂
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ソ
の
桂
冠
詩
宗
の
魂
で
あ

り
、
最
も
近
く
は
女
流
詩
人
サ
フ
ォ
ー
の
魂
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
『
へ
イ
ス
テ
ィ
ソ
グ
ス
卿
』
(
〓
ハ
四
九
年
)
に
お
い
て
も

そ
う
で
あ
っ
た
が
、
他
の
一
連
の
ダ
ソ
を
想
わ
せ
る
要
素
と
一
緒
に
現
わ
れ
て
い
る
が
故
に
、
ダ
ソ
の
『
魂
の
遍
歴
』
を
想
起
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
さ
き
に
『
驚
異
の
年
』
に
お
い
て
、
火
の
手
に
追
わ
れ
る
ロ
ソ
ド
ソ
市
民
を
最
後
の
審
判
の
ラ
ッ
パ

を
聞
い
て
、
あ
わ
て
て
、
肉
体
の
と
こ
ろ
に
急
ぐ
魂
に
た
と
え
て
描
写
し
た
の
が
ダ
ソ
の
『
ポ
ー
リ
・
ソ
ネ
ッ
ト
』
の
第
七
節
を
想

起
せ
し
め
る
と
書
い
た
が
、
同
じ
こ
と
が
こ
の
詩
の

W
h
e
n
i
n
m
i
d
・
A
i
r
t
h
e
G
O
H
d
e
n
T
r
u
m
p
s
h
a
-
-
s
O
u
n
d
-

T

O

r

a

i

s

e

t

h

e

N

a

t

i

O

n

S

u

n

d

e

r

g

r

O

u

n

d

い

ド
ラ
イ
デ
ン
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開



W
h
e
n
i
n
t
h
e
く
a
-
㌃
y
O
鴫
J
e
h
O
S
a
p
h
a
t

T
h
e
l
u
d
g
i
n
g
G
O
d
s
h
a
-
【
C
】
O
S
e
t
h
e
b
0
0
k
O
f
F
a
t
e
"

A
ロ
d
t
h
e
r
e
t
h
e
F
s
t
A
s
s
i
N
e
S
訂
e
p

F

O

H

t

h

O

S

e

W

h

O

W

a

k

e

a

n

d

t

h

O

S

e

W

h

O

S

-

e

e

p

い

W
h
e
n
r
a
t
【
i
n
g
B
O
n
e
S
t
O
g
e
t
h
e
r
晋

F
r
O
m
t
h
e
f
O
u
r
C
O
r
n
e
r
S
O
h
t
h
e
S
k
i
e
-

W
h
e
n
S
i
n
e
w
s
O
g
t
h
e
S
k
e
】
e
t
O
n
S
a
r
e
S
p
H
の
a
d
-

T
h
O
S
e
C
-
O
a
t
h
。
d
w
i
t
h
F
-
e
s
h
-
a
n
d
L
i
訂
i
n
s
p
i
r
e
s
t
h
e
D
e
a
d
.

(
地
下
に
眠
る
無
数
の
人
を
目
覚
ま
せ
る
た
め
に
、

中
空
に
金
の
ラ
ヅ
パ
が
鳴
り
渡
る
と
き
、

ヨ
シ
ャ
パ
テ
の
谷
で
、

審
き
の
神
が
運
命
の
帳
を
閉
じ
、

目
覚
め
る
も
の
、
眠
る
も
の
の
た
め
に

最
後
の
審
判
を
行
う
と
き
、

天
空
の
四
隅
か
ら
カ
タ
カ
タ
鳴
る
骨
が
飛
ん
で
集
ま
る
と
き
、

骸
骨
の
上
に
腱
が
は
ら
れ
、

そ
の
腱
に
は
肉
を
被
せ
、

生
命
は
死
人
に
吹
き
込
ま
れ
る
と
き
。
)

六

四



に
つ
い
て
も
言
え
る
。
即
ち
、
「
カ
タ
カ
タ
と
鳴
る
骨
が
飛
ん
で
集
ま
る
」
と
い
う
表
現
と
、
ダ
ソ
の
「
無
限
に
多
い
魂
よ
、
死
よ

り
自
覚
塑
散
ら
ば
っ
て
い
る
肉
体
に
帰
れ
」
と
い
う
表
現
が
似
て
い
る
が
、
最
も
決
定
的
な
類
似
は
、
た
と
え
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
に

「
わ
れ
四
人
の
御
倭
の
地
の
四
隅
に
立
つ
を
見
た
り
」
と
あ
る
と
は
言
え
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
「
天
空
の
四
隅
か
ら
」
と
、
ダ
ソ
の

「
円
い
地
球
の
想
像
上
の
隅
で
」
の
想
の
構
え
方
の
類
似
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
『
キ
リ
グ
ル
ー
夫
人
の
霊
に
捧
ぐ
』
ほ
ダ
ソ
の

余
響
が
聞
か
れ
る
詩
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、
『
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
』
(
昏
0
3
0
3
)
の
イ
メ
ー
ジ
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
〓
ハ
九
一
年
五
月
三
十
一
日
に
死
ん
だ
ア
ピ
ソ
ド
ソ
伯
夫
人
を
悼
ん
だ
詩
で
あ
る
。

W
a
n
t
p
a
s
s
e
d
㌻
r
M
e
r
i
t
-
a
t
h
e
r
O
p
e
n
d
0
0
r
‥

H
e
a
く
ぎ
s
a
w
一
h
e
s
a
f
e
-
y
m
i
g
h
t
i
n
c
r
e
a
s
e
h
i
s
P
0
0
r
-

A
n
d
t
r
u
s
t
t
h
e
i
r
S
u
s
t
e
n
a
n
c
e
w
i
t
h
h
e
r
s
O
W
e
-
-

A
s
n
O
t
t
O
b
e
a
t
c
h
a
r
的
e
O
蝿
M
i
r
a
c
-
e
.

N
O
n
e
C
O
u
"
d
b
e
n
e
e
d
y
"
w
h
O
m
S
h
e
s
a
w
Y
O
r
k
ロ
e
W
い

A
こ
こ
n
t
h
e
c
O
m
p
a
S
S
O
h
h
e
r
S
p
h
e
a
r
こ
h
e
d
r
e
w
‥

H

e

w

h

O

C

O

G

d

t

O

u

C

h

h

e

r

G

a

r

m

e

ロ

t

I

W

a

S

a

S

S

u

r

e

一

A
s
t
h
e
許
s
t
C
h
r
i
s
t
i
a
n
s
O
f
t
h
-
A
p
O
S
t
-
e
s
c
u
r
e
.

(
彼
女
の
家
の
開
か
れ
た
門
で
は
、
貧
し
さ
が
長
所
と
し
て
通
用
し
た
。

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



神
は
、
貧
乏
人
を
ふ
や
し
て
も
大
丈
夫
だ
、

貧
乏
人
の
暮
ら
し
は
彼
女
に
任
せ
ば
う
ま
く
や
っ
て
く
れ
て
、

わ
ざ
わ
ざ
奇
蹟
を
ほ
ど
こ
す
要
は
な
い
と
見
て
と
っ
た
。

彼
女
が
見
た
り
、
知
り
合
い
に
な
っ
た
人
は
暮
し
に
困
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

総
て
を
、
彼
女
は
、
彼
女
の
領
域
に
引
き
入
れ
た
。
彼
女
の
衣
服
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
人
は
、
最
初
の
キ
リ
ス
ト
信
者
が

使
徒
の
病
気
治
癒
力
を
倍
蔽
し
た
の
と
同
じ
く
、
そ
の
利
益
を
信
じ
て
い
た
。
)

こ
の
茶
化
し
気
分
、
滑
括
感
を
伴
う
誇
張
、
中
世
天
文
学
用
語
の
使
用
は
ド
ラ
イ
デ
ソ
が
説
得
力
を
確
信
し
っ
つ
対
象
に
ゆ
と
り

を
も
っ
て
の
ぞ
ん
だ
老
詩
人
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
(
旨
§
敷
き
コ
へ
)
と
い
う
感
が
あ
る
。

M

u

s

e

"

d

O

W

n

a

g

a

i

n

p

r

e

c

i

p

i

t

a

t

e

t

h

y

P

g

h

t

い

F
O
r
h
O
W
C
旨
M
O
r
邑
E
y
e
s
s
u
s
t
a
i
n
I
m
m
O
r
邑
L
i
町
h
t
一

B
u
t
a
s
t
h
e
S
u
n
i
n
W
a
t
e
r
w
e
c
a
n
b
e
a
r
-

Y
e
t
n
O
t
t
h
e
S
u
n
-
b
u
t
h
i
s
R
e
臼
e
c
t
i
O
n
t
h
e
r
e
-

S
O
】
e
t
u
s
S
.
e
W
h
e
r
h
e
r
e
∵
n
w
h
a
t
s
h
e
w
a
s
、

A
n
d
t
a
k
e
h
e
r
I
m
a
g
e
i
ロ
t
h
i
s
w
a
t
r
y
G
-
a
s
s
.

(
詩
神
よ
、
再
び
急
ぎ
我
が
上
に
下
り
た
ま
え
。
何
と
な
れ
ば
、



ど
う
し
て
人
間
の
眼
が
人
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
光
に
堪
え
得
ま
し
ょ
う
。

水
に
う
つ
る
太
陽
は
見
る
こ
と
が
で
き
て
も
、

太
陽
そ
の
も
の
は
直
視
で
き
ぬ
わ
れ
わ
れ
で
す
。

そ
れ
と
同
じ
く
、
彼
女
が
こ
の
世
に
あ
っ
た
そ
の
彼
女
を
眺
め
、

こ
の
水
鏡
に
う
つ
っ
た
彼
女
の
姿
を
見
た
い
も
の
で
す
。
)

天
上
に
お
け
る
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
を
歌
う
よ
り
も
、
地
上
の
彼
女
の
あ
り
し
日
の
姿
を
歌
い
た
い
と
い
う
意
味
を
、
こ
の
よ
う
な
生

理
的
・
物
理
的
現
象
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
で
表
わ
し
た
の
は
、
科
学
的
合
理
主
義
の
息
吹
き
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

最
後
に
、
『
世
紀
の
仮
面
劇
』
は
十
七
世
紀
を
送
り
、
新
世
紀
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ス
一
世
朝
を
狩
猟
の
女
神
ダ

イ
ア
ナ
で
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
朝
を
戦
争
の
神
マ
ー
ズ
で
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
朝
を
恋
の
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
で
表
わ
し
た
も
の
で
、

十
七
世
紀
後
半
の
代
表
的
詩
人
と
し
て
の
ド
ラ
イ
デ
ソ
こ
そ
は
こ
の
仮
面
劇
を
書
く
に
ふ
さ
わ
し
い
人
で
あ
っ
た
が
、
桂
冠
詩
人
と

し
て
、
ま
た
臭
っ
た
両
を
蔵
し
て
は
い
る
が
、
古
典
主
義
的
風
格
に
お
い
て
共
通
点
の
あ
る
、
先
輩
ペ
ソ
・
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
が
本
格
的

な
も
の
に
仕
上
げ
た
仮
面
劇
を
ド
ラ
イ
デ
ソ
が
試
み
た
こ
と
に
興
味
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

七

ド
ラ
イ
デ
ソ
ほ
『
諷
刺
詩
論
』
で
、
『
も
し
ダ
ソ
が
、
彼
の
用
い
る
語
及
び
韻
律
に
注
意
を
あ
っ
た
ら
、
非
常
に
ウ
イ
ッ
ト
に
富

ん
で
い
る
彼
の
諷
刺
詩
が
も
っ
と
人
を
惹
き
つ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
彼
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
非
常

に
忠
実
に
従
っ
た
の
で
、
必
然
的
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
と
共
に
失
放
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
現
代
に
つ
い
て
私
は
次
の
よ
う

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



六
八

龍
言
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は
ダ
ソ
ほ
ど
に
は
偉
大
な
ウ
イ
ッ
ト
で
は
な
い
が
、
し
か
し
確
か
に
わ
れ
わ

れ
は
よ
り
優
れ
た
詩
人
で
あ
る
、
」
』
と
言
っ
て
い
る
。
「
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
忠
実
に
従
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
前
の
と
こ
ろ
で
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
諷
刺
詩
の
特
性
が
、
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
と
ベ
ル
ツ
ウ
ス
と
違
う
点
と
し
て
、
「
低
俗
な
、
日
常
的
な
言
葉
使
い
」

(
c
O
巳
i
監
i
D
g
i
白
む
-
O
W
計
岩
已
】
i
a
r
w
a
y
O
h
的
p
e
e
c
h
)
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
揖
摘
し
て
い
る
の
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
諷
刺
詩
に
お
い
て
韻
律
の
美
と
比
喩
の
高
雅
(
-
0
註
n
e
s
s
O
鴫
紆
u
完
S
)
を
欠
い
た
が
、

ダ
ソ
が
そ
れ
に
忠
実
に
従
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ダ
ソ
の
諷
刺
詩
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ダ
ソ
の
他
の
詩

に
当
て
は
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
矢
張
り
『
諷
刺
詩
論
』
の
中
で
、
明
か
に
『
ソ
ソ
グ
と
ソ
ネ
ッ
ト
』
に

㊧

も
言
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
、
即
ち
、
恋
愛
詩
で
哲
学
を
こ
ね
廻
わ
す
こ
と
を
非
難
し
た
箇
所
で
も
ダ
ソ
に
「
作
詩
法
」

(
く
e
r
S
i
許
a
t
i
O
n
)
即
ち
、
「
様
式
と
用
語
」
に
欠
陥
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
か
ら
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
は
ダ
ソ
の
詩
一
般
に
韻
律
上
欠

陥
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
韻
律
上
の
欠
陥
と
彼
が
考
え
た
も
の
に
対
し
て
、
範
と
す
べ
き
も
の

に
、
ウ
ォ
ラ
、
デ
ナ
ム
、
ス
ペ
ソ
サ
を
発
見
し
た
こ
と
は
本
稿
で
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
詩
の
二
大
構
成
要
素
と
し
て
の
韻
律
と
イ
メ

ー
ジ
の
中
で
、
ド
ラ
イ
デ
ソ
に
と
っ
て
詩
の
新
時
代
を
も
た
ら
す
に
は
韻
律
の
美
と
い
う
こ
と
が
、
前
時
代
の
欠
陥
を
是
正
す
る
意

味
に
お
い
て
も
、
キ
ー
・
ポ
イ
ソ
ト
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ラ
イ
デ
ソ

は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
ダ
ソ
ほ
ど
に
は
偉
大
な
ウ
イ
ッ
ト
で
な
い
が
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
ウ
イ
ッ
ト
の
概
念
を
ド
ラ
イ
デ
ソ
が
イ

メ
ー
ジ
と
殆
ん
ど
同
じ
意
味
に
使
っ
て
い
る
こ
と
も
既
に
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
ダ
ソ
の
イ
メ
ー
ジ
と
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
イ
メ
ー
ジ
の
間
に
は
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
先
に

ダ
ソ
の
イ
メ
ー
ジ
が
ウ
ェ
ル
ズ
に
よ
っ
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
呼
ば
れ
た
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
喩
義
の
性
質
に
よ
っ
て
そ
う
呼

ば
れ
た
の
で
あ
る
。
喩
義
が
所
謂
詩
的
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
っ
と
根
本
的
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ



の
時
コ
ソ
パ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
例
に
出
し
た
か
ら
、
こ
れ
を
取
上
げ
る
と
、
一
組
の
相
愛
す
る
男
女
を
本
義
と
し
、
こ
れ
を
コ
ソ
パ

ス
に
た
と
え
る
、
つ
ま
り
コ
ソ
。
ハ
ス
を
喩
義
と
す
る
、
そ
こ
に
た
し
か
に
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
る
。
し
か
し
ダ
ソ
の
心
に
は
こ
の
イ
メ

ー
ジ
に
よ
っ
て
表
わ
さ
ん
と
す
る
情
緒
思
想
が
あ
る
。
ダ
ソ
ほ
海
外
に
旅
行
せ
ん
と
す
る
。
愛
人
に
悲
し
む
こ
と
を
や
め
よ
と
言
い

た
い
。
彼
ら
の
愛
は
純
愛
で
あ
っ
て
、
肉
体
が
た
と
い
海
を
隔
て
て
別
か
れ
別
か
れ
に
な
っ
て
い
よ
う
と
も
、
心
は
つ
な
が
っ
て
い

る
。
こ
う
い
う
情
緒
思
憩
を
対
象
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
本
義
と
喩
義
は
、
つ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
は
そ
こ
か
ら
生
れ
る
。
そ
し
て
ダ
ソ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
重
点
は
対
象
よ
り
も
イ
メ
ー
ジ
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
対
象

と
有
機
的
に
融
合
し
て
い
る
。
と
い
う
か
、
イ
メ
ー
ジ
は
た
と
え
知
的
な
、
哲
学
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
対
象
の
情
緒
、
思
想
に

一
体
化
し
て
い
る
。
し
か
し
ダ
ソ
に
お
い
て
は
重
点
が
イ
メ
ー
ジ
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
彼
の
流
れ
を
汲
む
後
輩
詩
人
達
に
お

い
て
、
イ
メ
ー
ジ
に
力
点
が
か
か
り
過
ぎ
て
、
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
に
注
意
を
集
中
し
、
奇
を
て
ら
い
、
対
象
と
の
有
機
的
融
合
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
る
傾
向
を
既
に
大
宗
、
ダ
ソ
に
於
て
、
胚
胎
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
ド
ラ
イ
デ
ソ
に
於
て

は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
形
而
上
詩
の
影
響
下
に
お
い
て
書
い
た
『
へ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
卿
』
の
場
合
は
別
と
し
て
、
『
驚
異
の
年
』

以
後
は
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ
の
概
念
は
、
基
本
的
に
絵
画
と
の
関
連
性
に
基
い
て
、
乾
せ
g
S
こ
斎
旨
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
既
に

言
及
し
た
。
絵
画
は
対
象
を
常
に
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
、
多
少
の
程
度
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
兎

に
角
、
判
断
と
い
う
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
常
に
働
ら
い
て
い
る
。
そ
し
て
ド
ラ
イ
デ
ン
に
お
い
て
、
こ
の
自
分
の
表
現
せ
ん

と
す
る
情
緒
、
思
想
、
即
ち
対
象
が
中
心
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
生
々
と
表
現
す
る
た
め
に
手
段
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
は
散
文
に
近
く
、
対
象
そ
の
も
の
に
直
接
に
迫
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
意
識
的
に
ぬ
ぎ

捨
て
る
こ
と
も
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
例
を
わ
れ
わ
れ
は
『
俗
人
の
信
仰
』
に
お
い
て
、
ま
た
或
程
度
ま
で
、
『
牝
鹿
と
豹
』
第
二

部
に
お
い
て
見
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
対
象
か
ら
の
ず
れ
を
起
し
た
ダ
ソ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
の
陥
っ
た
弊
に
対
す
る
是
正
と
し
て

ド
ラ
イ
デ
ン
の
詩
的
展
開



七
〇

は
、
詩
の
健
全
性
維
持
と
い
う
点
で
、
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
エ
リ
オ
ッ
ト
も
こ
の
点
を
考
え
て
、
「
詩
は
よ
き
散
文
の
性
質
を

も
た
な
け
れ
ば
よ
い
詩
と
は
言
え
な
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
が
『
形
而
上
詩
人
諭
』
で
、
ダ

ソ
に
お
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
経
験
を
む
さ
ぼ
り
食
う
こ
と
の
で
き
た
感
性
の
機
械
装
置
を
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
と
き
、
エ
リ

オ
ッ
ト
は
ダ
ソ
に
於
て
、
対
象
と
イ
メ
ー
ジ
を
融
合
す
る
能
力
、
い
つ
で
も
対
象
と
融
合
す
る
こ
と
の
で
き
る
経
験
を
心
的
機
構
と

し
て
用
意
し
て
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ド
ラ
イ
デ
ソ
に
お
い
て
、
感
性
の
分
離
が
始
ま
っ
た
と
い

う
が
、
絵
画
的
イ
メ
ー
ジ
観
に
立
つ
ド
ラ
イ
デ
ソ
と
し
て
は
、
前
提
条
件
と
し
て
対
象
と
イ
メ
ー
ジ
は
融
合
す
る
も
の
で
は
な
く
、

対
象
を
表
現
す
べ
き
手
段
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
初
め
か
ら
対
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
対
象
を
生
々

と
表
現
す
る
た
め
に
は
、
形
而
上
詩
的
、
本
義
と
喩
義
と
の
不
自
然
な
結
び
付
き
を
も
活
用
し
ょ
ぅ
と
し
、
最
後
ま
で
そ
の
態
度
は

捨
て
な
か
っ
た
。
ダ
ソ
と
そ
の
亜
流
、
及
び
ド
ラ
イ
デ
ソ
の
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
と
し
て
の
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
流
れ
を
多
少
と
も

把
擾
で
き
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
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