
詩

の

進

歩

と

進

歩

の

詩

蜂

谷

昭

雄

「
詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩
」
と
は
な
は
だ
漠
た
る
標
題
で
す
が
、
こ
れ
を
英
語
に
戻
し
て
、
.
T
h
e
P
r
O
g
r
e
S
S
O
f
P
O
e
t
r
y
a
已
P
r
?

g
r
e
s
s
p
O
e
m
S
.
と
で
も
す
れ
ば
、
英
文
学
に
精
し
い
方
に
は
、
十
八
世
紀
英
文
学
の
一
つ
の
ト
ポ
ス
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
だ
け

る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
「
進
歩
」
と
い
う
日
本
語
が
適
切
か
ど
う
か
問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
福
原
麟
太
郎
氏
も
ト
マ
ス
・
グ

レ
イ
の
例
の
オ
ー
ド
を
「
詩
歌
の
進
歩
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
一
応
「
進
歩
」
と
い
う
語
を
あ
て
て
お
き
ま
す
。
と
い
い

ま
す
の
は
、
十
八
世
紀
に
な
っ
て
孤
著
に
現
わ
れ
る
「
進
歩
」
の
観
念
と
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
無
縁
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

す
。
曽
O
g
r
e
S
S
-
を
題
名
に
冠
す
る
文
学
、
あ
る
い
は
芸
術
作
品
と
し
て
は
、
十
七
世
紀
の
バ
ニ
ャ
ン
の
芸
T
h
e
P
i
-
g
r
i
m
㌦
P
r
品
r
e
S
S
。

(
『
天
路
歴
程
』
)
や
、
十
八
世
紀
で
は
ホ
ー
ガ
ー
ス
の
風
刺
画
適
作
j
h
e
R
a
k
e
-
s
P
r
O
g
r
e
S
S
-
二
『
蕩
児
一
代
記
』
)
等
が
有
名
で
す

が
、
も
う
少
し
比
喩
的
な
用
例
で
は
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
に
.
れ
T
h
e
S
e
c
O
n
d
A
n
n
i
く
e
r
S
a
r
y
"
O
f
t
h
e
P
r
O
g
r
e
S
S
O
f
昏
e
S
O
u
-
。
(
『
第
三
回

忌
-
魂
の
巡
幸
に
つ
い
て
』
)
と
題
さ
れ
る
追
悼
詩
が
あ
り
、
十
八
世
紀
で
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ビ
ー
チ
ィ
の
j
h
e
M
i
n
s
t
r
e
-
.
一
r

昏
e
P
r
O
g
r
e
S
S
O
鴫
G
e
n
i
u
s
。
(
『
吟
遊
詩
人
、
ま
た
は
天
才
の
巡
歴
』
)
と
適
す
る
長
詩
も
あ
り
ま
す
。
グ
レ
イ
の
有
名
な
ピ
ン
ダ
リ
ッ

ク
・
オ
ー
ド
↓
h
e
P
r
O
g
r
e
S
S
O
叫
P
O
e
S
y
-
も
そ
れ
ら
と
同
じ
く
、
詩
の
女
神
の
遍
歴
の
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
の
で
「
詩
神
の
巡
幸
」

と
も
訳
せ
ま
し
ょ
う
。
単
純
に
「
進
歩
」
と
い
う
の
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
と
も
か
く
十
八
世
紀
中
葉
と
い
う
グ
レ
イ
の
時
代
に
身

詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩



詩

の

進

歩

と

進

歩

の

詩

二

を
お
い
て
、
そ
の
歴
史
意
識
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
グ
レ
イ
が
晩
年
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
新
設
の
近
代
史
及
び
近
代
諸

語
担
当
講
座
の
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
別
と
し
ま
し
て
も
、
一
見
穏
か
な
そ
の
時
代
が
歴
史
の
潮
流
の
逆
転
を
は
ら
ん
だ
不
安

な
静
か
さ
で
あ
り
、
し
か
も
グ
レ
イ
自
身
は
英
詩
の
歴
史
の
著
述
を
思
い
立
っ
た
最
初
の
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
遠
大
な
構
想
の
た
め

に
、
北
欧
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
古
詩
の
渉
猟
か
ら
着
手
し
た
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
「
詩
の
進
歩
」
と
い
う
オ
ー
ド
は
、
そ
の
姉
妹
篇

な
る
↓
h
e
B
a
r
d
二
「
詩
仙
」
)
と
と
も
に
、
彼
の
幻
の
英
詩
史
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
我
々
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
必
ず

し
も
楽
天
的
な
ら
ぬ
歴
史
意
識
に
貫
か
れ
た
も
の
と
い
え
そ
う
で
す
。
つ
い
で
で
す
が
、
英
詩
史
の
た
め
の
資
料
は
の
ち
に
、
グ
レ

イ
の
友
人
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
教
授
・
詩
人
で
あ
っ
た
ト
マ
ス
・
ウ
ォ
ー
ト
ン
に
譲
り
渡
さ
れ
て
、
大
著
j
h
e
H
i
s
t
O
r
y
O
【

E
n
g
-
i
浄
P
O
e
t
r
y
。
三
巻
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
も
グ
レ
イ
同
様
、
英
詩
の
現
状
に
関
し
て
は
悲
観
的
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。さ

て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
状
況
に
立
っ
た
グ
レ
イ
が
、
詩
の
「
進
歩
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
は
い
う
ま
で
も
な
い

よ
う
で
す
が
、
と
も
か
く
も
詩
歌
は
先
ず
ギ
リ
シ
ャ
に
興
る
。

ギ
リ
シ
ャ
の
災
い
の
時
に
、
悲
し
み
の
九
神
は

故
郷
パ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
を
棄
て
て
ラ
テ
ィ
ウ
ム
の
野
に
赴
く
…
…

ラ
テ
ィ
ウ
ム
が
そ
の
高
遠
の
精
神
を
失
っ
た
と
き
、

女
神
ら
は
次
に
、
お
お
ア
ル
ビ
オ
ン
よ
、
海
に
抱
か
れ
た
汝
の
岸
辺
を
求
め
た
の
だ
。

(
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T
h
e
y
s
O
u
g
h
t
.
〇
h
A
-
b
i
O
n
一
n
e
已
t
h
y
s
e
a
l
e
n
C
i
r
c
-
e
d
c
O
a
S
t
.
)
(
コ
も
一
∞
T
N
)

こ
こ
で
は
中
世
が
素
通
り
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
グ
レ
イ
は
自
注
の
中
で
中
世
詩
へ
の
注
意
を
促
し
て
い
ま
す
。
要
す

る
に
東
か
ら
西
ぺ
、
南
か
ら
北
へ
、
と
い
う
経
路
を
経
て
、
詩
歌
は
イ
ギ
リ
ス
に
安
住
の
地
を
見
出
だ
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
ト
ロ
イ
の
王
子
ア
イ
ネ
イ
ア
ス
が
落
ち
の
び
て
、
イ
タ
リ
ア
の
地
に
新
た
に
建
国
し
、
そ
の
曽
孫
プ
ル
ー
ト
ゥ
ス
(
ブ
リ
ク
ニ

ア
の
語
原
と
結
び
つ
け
て
解
さ
れ
ま
す
)
が
さ
ら
に
自
由
の
地
を
求
め
て
酉
に
航
海
し
て
、
ブ
リ
テ
ン
島
に
王
国
を
築
く
の
と
同
じ

図
式
で
す
が
、
要
す
る
に
詩
と
は
人
間
精
神
の
解
放
の
営
み
で
あ
っ
て
、
グ
レ
イ
の
同
時
代
人
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ト
ム
ソ
ン
が
元
u
訂

B
r
i
t
a
n
n
i
a
.
で
歌
っ
た
よ
う
に
、

.
T
h
e
M
u
s
e
s
s
t
i
-
】
w
i
t
h
f
r
e
e
d
O
m
f
O
u
n
d

S
h
a
u
t
O
t
h
y
h
a
p
p
y
c
O
a
S
t
r
e
p
a
i
r
.

(
常
に
自
由
と
と
も
に
あ
る
ミ
ュ
ー
ズ
た
ち
は
、
汝
の
幸
い
な
る
岸
辺
に
集
う
で
あ
ろ
う
)

で
あ
り
ま
す
。
『
四
季
』
(
.
↓
h
e
S
e
a
s
O
n
S
J
の
作
者
と
し
て
有
名
な
こ
の
詩
人
は
、
の
ち
に
『
自
由
』
(
声
i
b
e
ユ
y
J
な
る
六
巻
の
長

詩
を
も
の
し
、
同
じ
く
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
ロ
ー
マ
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
の
自
由
の
歩
み
を
た
た
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
詩
人
に
あ
る
ま
じ
く
よ
く
肥
え
て
い
た
」
(
ぎ
O
r
e
f
a
t
t
h
a
n
b
a
r
d
b
e
s
e
e
m
〇
ト
ム
ソ
ン
は
「
白
い
黒
胆
汁
」
(
.
各
i
t
e
M
e
-
a
n
註
○
-
y
J

を
友
と
し
た
グ
レ
イ
よ
り
も
単
純
で
楽
天
的
な
の
は
止
む
を
え
ま
せ
ん
が
、
彼
の
図
式
で
は
中
世
の
間
、
「
自
由
」
は
天
上
に
帰
っ

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ハ
ー
ト
マ
ン
が
「
ブ
レ
イ
ク
と
詩
の
進
歩
」
と
題
す
る
論
文
で
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
少

詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩



詩

の

進

歩

と

進

歩

の

詩

四

年
時
代
の
作
品
集
で
あ
る
『
詩
的
素
描
』
(
竜
O
e
t
i
c
a
-
S
k
e
t
註
e
s
J
の
巻
頭
を
飾
る
「
春
に
」
(
↓
O
S
p
r
i
n
g
J
以
下
、
四
季
に
寄
せ

る
四
第
の
短
詩
は
、
季
節
よ
り
は
詩
の
精
神
そ
の
も
の
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、
一
連
の
ゴ
O
g
r
e
S
S
p
O
e
m
S
l
ま
た
は
む
し
ろ
ア
イ

ロ
ニ
ッ
ク
な
手
法
に
よ
る
「
進
歩
の
詩
」
の
超
克
と
し
て
読
ま
れ
ま
す
。
春
夏
秋
冬
が
そ
れ
ぞ
れ
東
西
南
北
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る
点

は
、
中
国
の
五
行
説
と
同
じ
で
す
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
詩
に
即
し
て
は
多
少
強
引
と
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
「
秋
に
」
で
は
西
方

と
か
入
日
を
思
わ
せ
る
言
葉
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
春
か
ら
秋
ま
で
の
経
過
を
総
括
す
る
役
割
を
持
た
さ
れ
て
い
る
一
第
で
す
。
少

年
時
代
の
ブ
レ
イ
ク
に
後
年
の
よ
う
な
深
遠
で
複
雑
な
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
や
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
読
み
込
む
の
が
近
頃
の
傾
向
で
す
が
、
そ

の
当
否
は
と
も
か
く
、
ハ
ー
ト
マ
ン
の
論
は
「
詩
の
進
歩
」
の
観
念
の
進
歩
に
つ
い
て
有
益
な
手
懸
り
と
な
る
も
の
で
す
が
、
ト
ム

ソ
ン
は
さ
て
お
き
、
グ
レ
イ
の
詩
の
進
歩
観
は
偏
狭
に
愛
国
的
で
も
な
け
れ
ば
軽
薄
に
楽
天
的
で
も
な
く
、
む
し
ろ
ハ
ー
ト
マ
ン
が

ブ
レ
イ
ク
に
認
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
一
段
高
い
認
識
が
読
み
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
詩
神
の
巡
幸
と
は
む
し
ろ
そ

の
さ
す
ら
い
、
追
放
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
(
ブ
レ
イ
ク
自
身
の
「
詩
神
に
寄
せ
る
」
j
O
t
h
e
M
u
s
e
s
-
参
照
)
、
ま
た
詩
歌
の
賜
は
民

族
と
時
代
を
超
え
た
恩
寵
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
す
。
こ
こ
で
引
用
す
る
に
は
長
大
す
ぎ
る
そ
の
オ
ー
ド
は
同
時
代
人
に
と
っ
て
は
、

さ
し
ず
め
現
代
な
ら
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
の
よ
う
に
、
難
解
さ
で
も
っ
て
と
ま
ど
わ
せ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
グ
レ

イ
自
身
、
再
版
に
際
し
て
は
し
ぶ
し
ぶ
詳
細
な
注
を
付
し
、
初
版
で
は
「
読
者
諸
賢
の
理
解
力
を
尊
重
し
て
(
注
を
つ
け
る
よ
う
な
)

失
礼
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
」
と
皮
肉
っ
ぼ
い
言
い
訳
を
し
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
第
二
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
要
旨
に
は
「
現
実
あ
る

い
は
想
像
上
の
、
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
の
災
い
を
償
う
べ
く
、
詩
神
が
人
類
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
「
夜
」
の
問
と
恐
怖
を
明
る
い
現

わ
れ
に
よ
っ
て
追
い
払
う
べ
く
「
日
」
を
遣
わ
さ
れ
た
、
そ
の
同
じ
天
意
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
第
二
ア
ン
テ

ジ

ー

一

【

7

ス

ィ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
に
対
し
て
は
、
「
最
果
て
の
最
も
未
開
の
民
族
に
及
ぼ
す
詩
的
精
神
の
遍
き
影
響
。
自
由
及
び
自
ず
か
ら
そ
れ
に

伴
う
諸
徳
と
そ
れ
と
の
関
係
。
ゲ
ー
ル
語
、
ノ
ー
ス
語
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
の
断
章
及
び
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
や
ア
メ
リ
カ
の
歌
を
参
照
せ



よ
」
と
注
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
オ
シ
ア
ン
や
『
カ
レ
ワ
ラ
』
や
イ
ン
カ
の
詩
ま
で
が
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
グ
レ
イ

は
と
り
わ
け
ゲ
ル
マ
ン
や
ケ
ル
ト
の
中
世
詩
に
関
心
を
寄
せ
、
『
古
エ
ッ
ダ
』
中
の
一
第
「
バ
ル
ド
ル
の
夢
(
虚
a
】
d
r
s
d
r
a
u
m
a
r
.
)
を

「
オ
ー
デ
ィ
ン
の
黄
泉
下
り
」
(
.
T
h
e
D
e
s
c
e
n
t
O
f
O
d
i
n
J
と
し
て
訳
し
て
お
り
、
『
ニ
ャ
ー
ル
の
サ
ガ
』
(
j
Z
j
訝
S
a
g
a
J
中
に
含

ま
れ
る
ワ
ル
キ
ュ
ー
レ
た
ち
(
く
a
-
k
y
r
i
u
r
)
の
歌
を
「
運
命
の
女
神
た
ち
」
(
.
T
h
e
謬
t
a
-
S
i
s
t
e
r
s
J
と
し
て
訳
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、

中
世
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
か
ら
も
七
世
紀
の
詩
人
ア
ナ
イ
リ
ン
(
A
n
e
u
r
i
n
)
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
長
詩
『
ゴ
ド
ー
ジ
ン
』
(
d
O
d
O
d
d
i
㌔
)

の
一
節
な
ど
を
訳
出
し
て
い
ま
す
。
ラ
テ
ン
語
の
散
文
訳
の
助
け
を
借
り
て
訳
し
て
い
ま
す
が
、
原
詩
の
リ
ズ
ム
を
伝
え
よ
う
と
す

る
努
力
が
う
か
が
え
ま
す
。
グ
レ
イ
は
南
方
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
と
北
方
の
中
世
ケ
ル
ト
・
ゲ
ル
マ
ン
の
統
一
の
上
に
立
つ

詩
作
品
の
出
現
を
夢
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
計
画
倒
れ
の
英
詩
史
も
、
二
篇
の
ピ
ン
ダ
リ
ッ
ク
・
オ
ー
ド
も
そ
の
た
め
の
試
み

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
グ
レ
イ
に
親
近
感
を
抱
い
た
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
が
百
年
後
に
試
み
た
課
題
は
す

べ
て
グ
レ
イ
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
グ
レ
イ
が
神
の
賜
物
と
し
て
の
詩
精
神
の
遍
在
を
歌
っ
た
と
き
、
も
は
や
詩

の
進
歩
と
い
う
主
題
を
裏
切
っ
て
い
た
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
こ
と
に
こ
そ
ハ
ー
ト
マ
ン
が
ブ
レ
イ
ク
に
見
出
し
た
の
と
同

種
の
解
決
が
あ
る
の
で
す
。
曾
n
i
u
s
-
O
C
i
二
土
地
の
霊
)
と
は
他
で
も
な
い
、
g
e
n
i
u
s
(
天
才
)
で
あ
り
、
詩
的
天
才
ま
た
は
詩
精
神

(
P
O
e
t
i
c
G
e
已
u
s
-
こ
れ
は
グ
レ
イ
の
言
葉
を
ブ
レ
イ
ク
が
借
り
た
も
の
で
す
)
の
存
す
る
と
こ
ろ
が
す
な
わ
ち
「
東
」
な
の
だ
、

と
ハ
ー
ト
マ
ン
は
要
約
し
ま
す
が
、
グ
レ
イ
の
立
場
が
歴
史
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
ブ
レ
イ
ク
は
超
歴
史
的
(
t
r
a
n
s
と
S
百
i
c
a
-
)
で

あ
り
、
ム
ネ
ー
モ
シ
ュ
ネ
ー
(
「
記
憶
」
)
の
娘
た
ち
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
、
、
、
ユ
ー
ズ
を
信
じ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
東
と
は

ギ
リ
シ
ャ
で
な
く
て
、
予
言
者
と
イ
エ
ス
の
故
郷
イ
ス
ラ
エ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
故
ブ
レ
イ
ク
が
「
春
に
」
で
語
る
言
葉
は
『
詩
篇
』

や
『
雅
歌
』
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
ブ
レ
イ
ク
に
と
っ
て
は
「
時
代
の
精
神
」
(
宮
n
i
u
s
a
e
蔓
と
い
え
ま
し
ょ
う
か
)
も
天
才
以
外

に
は
な
く
、
す
べ
て
の
詩
人
の
住
む
「
時
」
は
永
遠
に
お
い
て
同
時
的
(
c
O
n
t
e
m
p
O
r
a
n
8
u
S
)
で
あ
っ
た
の
で
す
。

詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩

五
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六

一
方
グ
レ
イ
の
「
詩
の
進
歩
」
の
ロ
マ
ー
ン
主
義
的
発
展
の
系
譜
を
尋
ね
て
い
く
と
一
見
意
外
な
例
と
し
て
、
シ
ェ
リ
ー
の
「
エ
ウ

ガ
ネ
イ
連
山
に
て
詠
め
る
」
(
亡
n
e
s
W
r
i
t
t
e
n
A
⇒
5
n
g
昏
e
E
u
望
n
e
a
n
H
i
-
抗
)
に
行
き
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
は
従
来
デ
ナ
ム
や
ポ
ー

プ
の
系
統
に
属
す
る
叙
景
詩
と
見
な
さ
れ
て
い
た
詩
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
そ
の
基
本
的
構
造
と
し
て
厳
格
な
ど
ン
ダ
リ
ッ
ク
・
オ

ー
ド
の
形
を
内
在
さ
せ
て
お
り
、
全
篇
が
詩
神
・
太
陽
神
ア
ポ
ロ
ン
へ
の
讃
歌
(
P
a
e
a
n
)
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

論
証
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
(
京
大
教
養
部
『
英
文
学
評
論
』
第
三
十
九
集
)
が
、
グ
レ
イ
の
オ
ー
ド
に
も
詩
神
と
し
て
の
太
陽
神

の
礼
讃
が
読
み
取
れ
ま
す
。
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ハ
イ
エ
ッ
ト
は
近
代
に
お
け
る
最
も
ピ
ン
ダ
ロ
ス
的
な
抒
情
詩
と
し
て
、
シ
ェ
リ
ー
の

「
西
風
へ
の
オ
ー
ド
」
を
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
シ
ェ
リ
ー
と
並
ん
で
最
も
ピ
ン
ダ
ロ
ス
的
な
近
代
詩
人
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
で
あ
り
、
そ
の
後
期
讃
歌
(
貞
y
m
n
e
n
J
が
ピ
ン
ダ
ロ
ス
的
三
部
形
式
的
進
行
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
も

近
時
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
と
こ
ろ
で
ハ
ー
ト
マ
ン
は
上
述
の
論
文
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
東
か
ら
酉
へ
の
詩
精
神
の
歩
み
を
説

い
て
い
る
例
と
し
て
、
「
ゲ
ル
マ
ニ
ア
」
(
d
e
r
m
a
n
i
e
n
J
に
お
け
る
鷺
の
イ
ン
ド
か
ら
ド
イ
ツ
へ
の
飛
翔
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
人
類
の
故
郷
と
し
て
の
東
方
は
重
要
で
す
が
、
東
と
西
の
関
係
は
し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
場
合
も
、
も
っ

と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
弁
証
法
的
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
例
え
ば
「
ラ
イ
ン
河
」
(
.
D
e
r
R
h
e
i
n
。
)
で
は
、
最
初
ラ
イ
ン
河
は
ア
ル
プ

ス
山
中
に
発
し
て
東
を
指
し
て
流
れ
、
岩
山
に
阻
ま
れ
て
方
向
を
転
じ
て
、
西
の
地
を
潤
す
べ
く
向
か
う
の
を
、

u
i
毒
e
d
u
-
d
i
g
i
h
n

N
a
c
h
A
s
i
a
t
r
i
e
b
d
i
e
k
g
i
g
-
i
c
h
e
S
e
e
訂
(
崇
∴
ヨ

(
王
者
の
如
き
魂
が
ひ
た
す
ら
ラ
イ
ン
を
ア
ジ
ア
の
方
へ
と
駆
り
立
て
た
)

と
述
べ
て
い
ま
す
。
逆
に
、
同
じ
ア
ル
プ
ス
に
発
し
て
東
に
向
か
う
イ
ス
タ
ー
河
(
ド
ナ
ウ
河
)
に
対
し
て
は
、
・
D
e
ニ
s
t
e
r
l
の
中
で



D
e
r
s
c
h
e
i
n
e
t
a
b
e
r
訂
s
t

R
ロ
c
k
w
賢
t
s
N
u
g
e
h
e
n
u
n
d

:
c
h
m
e
i
n
.
e
r
m
口
許
k
O
m
ヨ
e
n

<
O
m
O
s
t
e
n
.
(
舎
l
監
)

(
し
か
し
イ
ス
タ
ー
は
殆
ど
運
行
し
て
、
東
方
か
ら
来
る
に
違
い
な
い
と
私
に
は
思
え
る
の
だ
。
)

と
語
り
ま
す
。
あ
ま
り
に
も
豊
か
に
、
悠
々
と
流
れ
る
イ
ス
タ
ー
河
は
、
そ
の
静
か
な
底
に
逆
の
流
れ
を
は
ら
ん
で
い
る
か
の
よ
う

で
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
追
想
」
(
へ
A
n
d
e
n
k
e
n
J
に
お
い
て
は
、

D
e
r
N
O
r
d
O
S
t
W
e
h
e
t

D
e
r
-
i
e
b
s
t
e
u
n
t
e
r
d
e
n
W
i
n
d
e
n

M

i

r

:

‥

(

T

U

)

(
北
東
風
が
吹
く
ー
私
に
は
風
の
う
ち
で
最
も
な
つ
か
し
い
も
の
。
)

と
歌
い
、
か
つ
て
家
庭
教
師
と
し
て
滞
在
し
て
、
故
郷
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
か
ら
の
風
を
な
つ
か
し
ん
だ
ボ
ル
ド
ー
で
の
日
々
を
想
い
出

し
て
は
、
ボ
ル
ド
1
に
挨
拶
を
送
り
ま
す
。
こ
の
風
も
ま
た
、
東
の
方
に
魂
の
故
郷
イ
ン
ド
を
求
め
て
の
、
惹
な
き
航
海
を
舟
人
に

約
束
す
る
晴
朗
の
気
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
人
は
故
郷
を
求
め
る
故
に
さ
す
ら
い
の
旅
に
出
る
と
い
う
精
神
の
遍
歴
が
言

い
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
一
般
に
北
東
と
い
う
方
位
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
比
較
神
話
的
な
考
察
が
成
り

立
つ
の
か
ど
う
か
、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
北
欧
神
話
で
は
人
間
界
で
あ
る
ミ
ズ
ガ
ル
ズ
(
中
つ
国
・
M
i
爵
a
r
S
を

詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩

七
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八

中
心
に
九
つ
の
世
界
に
分
か
れ
、
そ
の
東
北
の
方
角
に
巨
人
国
イ
ェ
ト
ウ
ン
へ
イ
ム
(
l
巴
u
罫
e
i
m
)
が
位
置
し
ま
す
が
、
巨
人
た
ち

が
こ
こ
か
ら
襲
来
す
る
の
は
「
神
々
の
た
そ
が
れ
」
(
R
a
g
n
a
r
算
)
と
呼
ば
れ
る
、
神
々
の
没
落
の
時
で
す
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は

「
巨
人
の
戦
い
」
(
㌣
へ
T
等
童
貞
里
に
お
い
て
、
タ
イ
タ
ン
た
ち
は
新
し
い
オ
リ
ン
ボ
ス
の
神
々
に
放
れ
て
、
タ
ル
ク
ロ
ス
に
突
き
落

と
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
新
し
い
体
制
の
到
来
を
も
意
味
す
る
わ
け
で
す
が
、
ひ
と
り
ゼ
ウ
ス
の
協
力
者
で
あ
っ
た
タ
イ
タ

ン
・
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
今
度
は
人
類
に
火
を
も
た
ら
し
た
廉
に
よ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
北
東
に
当
た
り
ま
す
コ
ー
カ
サ
ス
の
山
頂
に

繋
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
三
万
年
の
ち
の
ゼ
ウ
ス
の
没
落
の
運
命
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
の
は
彼
だ
け
で
す
。
の
ち
に

シ
ェ
リ
ー
が
詩
劇
『
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
解
縛
』
を
書
い
た
と
き
、
彼
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
失
わ
れ
た
劇
を
回
復
し
よ
う
と
努
め
た

の
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
三
千
年
の
の
ち
に
ゼ
ウ
ス
の
没
落
に
よ
り
、
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
三

万
年
の
刑
期
を
三
千
年
に
し
た
の
は
、
シ
ェ
リ
ー
が
人
間
精
神
の
解
放
の
始
ま
り
と
見
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
ま
で
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の

時
代
か
ら
三
千
年
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
変
更
は
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
な
い
ゼ
ウ
ス
の
没
落
と
い

う
点
で
す
。
し
か
も
こ
れ
は
内
面
的
な
意
味
の
も
の
な
の
で
す
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
憎
し
み
と
い
う
ゼ
ウ
ス
的
原
理
「
内
な
る
ゼ
ウ

ス
」
に
対
し
て
発
し
た
呪
い
を
自
覚
し
た
と
き
、
ゼ
ウ
ス
の
幻
影
は
消
え
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
、
追
放
さ
れ
て
い
た
恋
人
ア
ジ
ア
と

の
結
婚
が
成
就
し
ま
す
。
こ
れ
は
ブ
レ
イ
ク
に
お
け
る
分
裂
せ
る
巨
人
ア
ル
ビ
オ
ン
と
そ
の
分
身
イ
エ
ル
サ
レ
ム
の
合
体
と
同
じ
意

味
を
持
つ
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ー
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
、
ゲ
ー
テ
や
バ
イ
ロ
ン
の
挑
戦
的
タ
イ
タ
ニ
ズ
ム
と
異
る
思
想

を
現
代
の
神
話
に
加
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
シ
ェ
リ
ー
自
身
に
よ
っ
て
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
を
予
兆

す
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
が
、
北
欧
の
古
エ
ッ
ダ
の
一
篇
ゴ
賢
a
ヨ
巴
-
(
「
至
高
者
オ
ー
デ
ィ
ン
の
言
葉
」
)
に
現
わ
れ
る
オ
ー
デ
ィ
ン

の
自
己
犠
牲
の
姿
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち



く
e
i
t
e
c
-
a
t
e
C
h
e
c
c

く
i
n
d
g
a
m
e
i
①
i
甘

n
乳
r
a
-
F
r
n
i
〇
.

g
e
-
r
i
u
n
d
a
晋
O
C
g
e
旨
n
曾
n
i
-

S
邑
f
r
s
i
巴
訂
m
ヨ
平

掛
苫
i
m
m
e
i
ぎ
e
r
m
a
n
g
l
く
e
i
t
.

h
く
e
r
S
h
a
n
n
a
f
r
賢
O
m
r
e
n
P

(
私
は
知
っ
て
い
る
、
ま
る
九
夜
の
間
、
風
に
曝
さ
れ
た
木
に
懸
か
り
、
槍
に
傷
つ
き
、
自
ら
わ
れ
自
身
に
、
オ
ー
ジ
ン
に
捧
げ
ら
れ
て
い
た
の

だ
。
誰
も
そ
れ
が
ど
ん
な
根
か
ら
生
じ
て
い
る
か
を
知
ら
ぬ
木
に
。
)

こ
の
十
字
架
を
思
わ
せ
る
木
は
「
ユ
グ
ド
ラ
シ
ル
」
(
Y
g
g
d
r
a
s
i
ロ
)
と
呼
ば
れ
て
、
「
恐
る
べ
き
神
オ
ー
デ
ィ
ン
の
馬
」
を
意
味
す
る

世
界
樹
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
で
の
自
己
犠
牲
と
は
、
単
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
の
で
な
く
て
、
自
己
へ
の
犠
牲
に
な
る
と
い
う
意

味
が
加
わ
り
ま
す
。
オ
ー
デ
ィ
ン
は
こ
の
よ
う
に
し
て
ル
ー
ン
文
字
(
r
旨
a
r
=
神
秘
)
を
知
り
、
知
恵
あ
る
神
と
な
る
の
で
す
が
、

こ
の
北
欧
の
主
神
は
W
・
P
・
ケ
ア
も
い
う
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
主
神
ゼ
ウ
ス
よ
り
は
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
に
似
て
い
ま
す
。
と
も
か

く
自
己
へ
の
迷
妄
か
ら
覚
め
た
シ
ェ
リ
ー
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
新
し
い
千
年
王
国
(
m
i
】
】
e
n
i
已
m
)
は
全
く
黙
示

的
(
a
p
O
C
a
-
y
p
t
i
c
)
な
幻
想
で
あ
っ
て
、
「
神
々
の
た
そ
が
れ
」
の
終
末
論
的
(
e
s
註
a
t
0
-
O
g
i
c
a
-
)
な
の
と
は
異
り
ま
す
が
、
こ
の
追
放

や
幽
閉
、
あ
る
い
は
一
転
し
て
黙
示
的
な
方
位
と
し
て
の
北
東
、
と
い
う
こ
と
が
何
か
の
根
拠
を
も
っ
て
主
張
で
き
る
か
ど
う
か
は

う
し
と
ら

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
わ
が
国
の
金
光
教
や
大
本
教
で
い
う
艮
の
金
神
が
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
偶
然
な
ら
ず
似
て
い
る
よ
う
で
す
。
金
神

は
崇
り
神
と
し
て
艮
(
つ
ま
り
鬼
門
)
の
方
角
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
伝
承
に
対
し
、
出
口
な
お
は
悪
と
災
の
は
び
こ
る

現
実
世
界
の
切
実
な
体
験
を
も
と
に
、
大
胆
な
価
値
転
換
を
行
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
金
神
は
本
来
人
類
に
福
を
施
す
世
界
の
主
宰

神
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
我
に
し
く
じ
っ
て
」
他
の
神
々
に
よ
り
艮
の
方
角
(
綾
部
か
ら
見
て
北
東
に
当
た
る
舞
鶴
湾
の
孤
島
)
に
押

詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩

九



詩
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進

歩
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詩

一

〇

し
込
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
悪
が
践
屈
す
る
世
の
中
と
な
っ
て
よ
り
三
千
年
、
今
や
世
直
し
の
時
は
来
た
と
説
か
れ
る
点
、
プ
ロ
メ
テ

ヽ

ヽ

ヽ

ウ
ス
の
慢
心
、
三
千
年
の
幽
閉
、
そ
し
て
黙
示
的
な
み
ろ
く
の
千
年
王
国
の
到
来
に
至
る
ま
で
、
酷
似
し
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
が
比
較
神
話
学
的
に
も
、
何
か
意
味
を
持
ち
え
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
か
ら
霧
の
中
へ
は
い
る
よ
う
な
話
の
ま
ま
終
わ
っ
て
申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

(
本
稿
は
昭
和
五
十
六
年
二
月
二
十
一
日
に
京
都
イ
タ
リ
ア
会
館
で
行
な
わ
れ
た
阪
倉
篤
義
教
授
停
年
退
官
記
念
講
演
会
で
の
発
表
に
も
と
づ
く
。
)

覚
え
書
き
-
追
補
と
し
て

ブ
レ
イ
ク
の
こ
れ
ら
四
季
の
詩
が
サ
イ
ク
ル
を
な
す
意
味
を
つ
き
と
め
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
「
冬
」
だ
け
が
異
賓
で
あ
っ

て
、
ど
の
論
者
も
納
得
の
い
く
位
置
づ
け
を
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ハ
ー
ト
マ
ン
が
「
春
」
か
ら
「
秋
」
ま
で
の
(
ギ
リ
シ
ャ

ト
H
二
P
ジ
ー

悲
劇
的
)
三
部
作
に
つ
づ
い
て
、
「
冬
」
は
パ
ロ
デ
ィ
的
性
格
の
サ
テ
ユ
ロ
ス
劇
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
気
の
利
い
た
喩
え
で
し
か

な
い
。
ま
た
四
季
を
四
方
位
に
対
比
さ
せ
る
の
も
、
秋
の
場
合
無
理
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
先
に
ふ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
終
わ

り
の
三
行

T
h
u
s
s
a
n
g
t
h
e
j
〇
号
A
u
t
u
m
n
a
s
訂
S
昇

T
h
e
n
r
O
S
e
、
g
i
r
d
e
d
h
i
m
s
e
-
叫
I
a
n
d
O
♂
r
t
h
e
b
訂
a
k

H
i
】
-
S
君
d
昔
○
ヨ
O
u
r
S
i
g
h
t
"
b
u
t
E
t
h
i
s
g
O
E
e
n
】
O
a
d
ニ
ー
㌣
㍍
)

(
秋
は
木
蔭
に
坐
し
て
こ
の
よ
う
に
歌
っ
た
。
つ
い
で
立
ち
上
が
る
と
帯
を
引
き
し
め
、
荒
涼
た
る
丘
を
越
え
て
消
え
て
行
っ
た
。
だ
が
黄
金
の

実
り
を
残
し
た
。
)



を
ミ
ル
ト
ン
の
「
リ
シ
ダ
ス
」
の
末
尾
と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
西
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
見
え
ぬ
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
や
は
り
秋
が

ヽ

ヽ

ヽ

酉
か
ら
や
っ
て
来
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
各
欝
を
順
次
見
な
お
す
と
、

T
O
S
P
R
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h
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u

.

W

i
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d
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【
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h
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T
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〇
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n
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O
W
S
O
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h
e
ヨ
O
r
n
i
n
g
‥
t
u
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T
h
i
n
e
a
品
e
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e
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u
p
O
n
O
u
r
W
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e
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i
s
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e
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W
h
i
c
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i
n
f
u
に
c
h
O
i
r
h
a
ニ
s
t
h
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a
p
p
r
O
a
C
h
l
O
S
p
r
i
n
g
一

T
h
e
h
i
ロ
s
t
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-
e
a
c
h
O
t
h
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i
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O
u
r
F
n
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U
p
t
O
t
言
b
r
i
g
h
t
p
a
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O
n
S
‥
i
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s
u
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O
r
t
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A
-
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訂
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t
h
y
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O
マ
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e
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i
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i
t
O
u
r
C
-
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C
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u
r
W
i
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K
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h
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e
r
f
u
ヨ
e
d
g
a
r
m
e
n
t
s
二
e
t
u
s
t
a
s
t
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T
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b
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p
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詩
の
進
歩
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歩
の
詩
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r

b

O

S

O

m

‥

a

n

d

p
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T
h
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c
r
O
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h
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d
h
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.

W

h

O

S

e

m

O
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t

t

r
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e

s
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e

r

e

b

O

u

n

d

u

p

f

O

r

t

h

e

e

一

(
春
に

お
お
汝
、
朝
露
に
髪
を
濡
ら
し
て
、
爽
や
か
な
朝
の
窓
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
春
よ
、
天
使
の
如
き
汝
の
眼
を
わ
れ
ら
が
西
の
島
に
向
け
給
え
。

わ
れ
ら
は
こ
ぞ
っ
て
唱
和
し
て
、
汝
の
訪
れ
を
歓
呼
す
る
の
だ
。

丘
は
か
た
み
に
語
り
か
わ
し
、
谷
々
は
耳
傾
け
て
聴
き
入
る
。
わ
れ
ら
の
眼
は
な
べ
て
あ
こ
が
れ
て
、
輝
く
汝
の
幕
屋
を
振
り
仰
ぐ
。
出
で
来
給

え
、
汝
の
聖
な
る
み
足
も
て
わ
れ
ら
の
国
を
訪
ね
給
え
。

東
の
丘
を
越
え
来
給
え
。
わ
れ
ら
が
風
を
し
て
汝
の
香
ぐ
わ
し
き
裳
す
そ
に
口
づ
け
さ
せ
給
え
。
汝
の
朝
と
夕
べ
の
息
吹
き
を
味
わ
わ
せ
給
え
。

汝
を
求
め
て
欺
き
つ
つ
恋
に
悩
め
る
わ
れ
ら
が
国
土
に
汝
の
真
珠
を
撒
き
散
ら
し
給
え
。

お
お
、
彼
女
を
汝
の
う
る
わ
し
き
指
に
て
装
わ
せ
、
彼
女
の
胸
に
や
さ
し
き
ロ
づ
け
を
注
ぎ
給
え
。
汝
ゆ
え
に
つ
つ
ま
し
き
髪
を
結
わ
え
た
る
そ

の
気
だ
る
き
額
に
、
汝
の
黄
金
の
冠
を
授
け
給
え
。
)

こ
れ
は
殆
ん
ど
全
篇
が
命
令
文
か
ら
成
る
春
へ
の
i
n
く
O
C
a
t
i
O
n
で
あ
り
、
求
愛
の
歌
で
あ
る
が
、
春
が
男
性
で
あ
り
、
ケ
ル
ブ
の
よ

ぅ
な
美
少
年
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
詩
人
は
国
土
に
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
代
弁
す
る
c
O
m
m
u
邑
(
原
始
共
同
体
的
)
な
性

格
を
保
持
し
て
い
て
、
決
し
て
自
分
を
単
数
代
名
詞
で
は
呼
ば
な
い
。

夏
の
姿
は
よ
り
這
し
く
、
ア
ポ
ロ
ン
神
の
よ
う
な
青
年
に
成
長
し
て
い
る
。
十
二
行
目
ま
で
で
i
n
く
O
C
a
t
i
O
n
は
終
わ
り
、
十
三
行

目
か
ら
夏
は
三
人
称
に
転
ず
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
も
「
恋
に
悩
め
る
国
土
」
と
夏
と
の
間
に
今
や
成
り
立
っ
た
婚
姻
の
成
就
を
確
言



す
る
も
の
の
よ
う
に
自
信
に
み
ち
て
い
る
。

‥

.

i

n
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E

e

s

I

O

n
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O
m
e
b
a
コ
k
b
e
s
i
d
e
a
r
i
く
e
r
C
】
e
彗
二
h
r
O
W
t
h
y

S
i
-
k
d
r
a
p
e
r
i
e
s
O
躁
忘
n
d
r
u
s
h
i
n
t
O
t
h
e
s
t
r
e
U
m
‥

O
u
r
く
ロ
ー
詳
S
-
○
く
e
t
h
e
S
u
m
m
e
r
i
n
h
i
s
p
r
i
d
e
.
(
-
?
-
〕
)

(
わ
れ
ら
の
苔
む
す
谷
合
い
の
、
澄
ん
だ
小
川
の
ほ
と
り
に
親
の
衣
を
脱
ぎ
捨
て
て
、
流
れ
の
中
に
飛
び
込
み
給
え
。
わ
れ
ら
の
谷
は
そ
の
盛
り

な
る
夏
を
愛
す
る
の
だ
。
)

秋
へ
の
i
n
く
O
C
a
t
i
O
n
は
六
行
目
の

S
i
n
g
n
O
W
t
h
e
l
u
s
t
y
s
O
n
g
O
〓
r
u
i
t
s
a
n
d
哲
w
e
r
s
.

(
今
こ
そ
果
実
と
花
の
楽
し
き
歌
を
う
た
え
。
)

で
終
わ
り
、
以
下
九
行
は
そ
れ
に
応
え
て
秋
(
=
歓
び
)
が
春
(
=
花
)
か
ら
秋
(
=
果
実
)
へ
の
歩
み
を
総
括
す
る
歌
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
は
一
年
の
サ
イ
ク
ル
は
こ
こ
に
完
成
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
殊
に
ハ
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
に
、
「
黄
金
の
実
り
」
を
詩

の
贈
物
と
し
て
見
る
と
き
、
も
ち
ろ
ん
春
、
夏
、
秋
は
三
つ
の
別
個
の
神
格
で
は
な
く
て
、
恋
人
、
花
む
こ
、
父
と
し
て
成
長
し

て
、
詩
を
残
し
て
去
る
一
箇
の
詩
的
精
神
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
冬
」
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
ど
う
い
う
関
係
に
立
つ
の
か
。

T
O
W
I
N
T
E
R

詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩
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(
冬
に

お
お
冬
よ
・
汝
の
不
壊
の
扉
を
閉
ざ
せ
。
汝
の
国
は
北
だ
。
そ
こ
に
汝
は
暗
く
て
、
深
く
礎
を
お
く
住
ま
い
(
=
洞
穴
)
を
建
て
て
い
る
で
は
な

い
か
。
鉄
の
戦
車
に
て
汝
の
屋
根
を
ゆ
る
が
す
こ
と
な
か
れ
。
汝
の
柱
を
損
め
る
こ
と
な
か
れ
。

冬
は
わ
が
声
を
聞
か
ず
、
大
き
く
ロ
を
開
い
た
深
淵
を
渡
っ
て
重
々
し
く
駆
け
る
。
彼
の
嵐
は
鎖
を
解
か
れ
た
の
だ
。
う
ね
な
す
鋼
(
=
氷
?
)

に
す
っ
ぽ
り
包
ま
れ
て
、
私
は
目
を
見
上
げ
る
こ
と
も
な
ら
ぬ
。
冬
が
全
世
界
に
高
々
と
王
筍
を
揮
っ
た
の
だ
か
ら
。

見
よ
・
頑
丈
な
骨
に
皮
の
ま
と
い
つ
い
た
恐
る
べ
き
魔
物
は
今
や
叩
く
岩
々
を
大
跨
ぎ
す
る
。
冬
は
す
べ
て
を
沈
黙
の
う
ち
に
凍
ら
せ
、
そ
の
手

は
大
地
の
衣
を
剥
ぎ
と
り
、
か
弱
い
命
を
凍
り
つ
か
せ
る
。

冬
が
崖
の
上
に
腰
を
抱
え
、
舟
乗
り
は
空
し
く
助
け
を
求
め
る
。
嵐
を
相
手
の
哀
れ
な
、
ち
っ
ぽ
け
な
人
間
よ
。
や
が
て
天
が
は
は
笑
む
と
き
が

来
て
、
魔
物
は
わ
め
き
つ
つ
、
ヘ
ク
ラ
の
山
す
そ
の
洞
穴
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
の
だ
。
)

こ
の
詩
が
他
の
三
第
と
最
も
異
る
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
来
た
れ
」
と
い
う
旨
O
C
a
g
n
で
な
く
て
、
「
来
な
い
で
く
れ
」
と
い
う

d
e
p
r
e
c
a
t
i
O
n
も
わ
ず
か
四
行
で
終
わ
り
、
以
下
、
対
話
は
不
成
立
の
ま
ま
、
冬
は
三
人
称
で
扱
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ま
で
詩
人
は

常
に
「
わ
れ
ら
」
(
w
e
)
と
し
て
、
c
O
m
m
u
n
a
-
な
職
能
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
秋
」
の
三
、
五
行
で
の
「
わ
が
」
(
m
y
)
と

い
う
単
数
形
も
、
詩
人
と
秋
の
殆
ど
個
人
的
な
親
密
さ
を
思
わ
せ
る
呼
び
か
け
の
中
に
あ
っ
た
し
、
疎
外
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な

い
。
「
秋
」
で
も
最
後
の
行
で
は
「
わ
れ
ら
」
に
返
る
。
し
か
し
「
冬
」
で
は
詩
人
が
一
人
称
単
数
に
終
始
す
る
の
は
、
共
同
的
な

詩
人
の
立
場
を
も
失
い
、
か
つ
自
然
の
サ
イ
ク
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
冬
を
も
拒
否
し
て
孤
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
冬
」
は
の

ち
の
予
言
書
に
お
け
る
ユ
ー
リ
ゼ
ン
(
U
r
i
N
e
n
)
の
原
型
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
な
く
、
ユ
ー
リ
ゼ
ン
的
な
冬
は
反
詩
人
的

な
詩
人
の
投
影
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
考
察
を
進
め
る
前
に
テ
キ
ス
ト
上
の
疑
点
を
晴
ら
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
六
-
七
行
目

の
句
読
点
に
か
か
わ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
坂
を
初
め
、
現
行
の
諸
版
は
殆
ど
み
な
、

詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩

一
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R
i
d
e
s
h
e
a
く
y
…
h
i
s
s
t
O
r
m
S
a
r
e
u
n
C
h
a
i
n
声
s
h
e
芝
h
e
d

h
r
i
b
b
e
d
s
t
e
e
ご
I
d
a
r
e
n
O
〓
i
f
t
ヨ
i
n
e
e
y
e
s
三
.

(
重
々
し
く
駆
け
る
。
そ
の
嵐
は
鎖
を
解
か
れ
、
う
ね
な
す
鋼
を
よ
ろ
っ
て
い
る
。
私
は
目
を
見
上
げ
る
こ
と
も
え
せ
ぬ
。
)

と
な
っ
て
、
コ
ン
マ
と
セ
ミ
コ
ロ
ン
が
入
れ
替
わ
っ
て
、
意
味
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
パ
ー
ド
の
校
訂
改

に
始
ま
る
ら
し
く
、
そ
の
後
エ
リ
ス
、
イ
ェ
イ
ツ
、
サ
ン
プ
ソ
ン
、
ケ
イ
ン
ズ
ら
は
み
な
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
最
近
に
な
っ

て
初
版
の
句
読
点
に
帰
る
動
き
が
エ
ア
ド
マ
ン
、
オ
ス
ト
リ
カ
ー
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
、
ベ
ン
ト
リ
ー
の
諸
版
に
見
ら
れ
る
が
、

0
・
E
・
T
・
の
ベ
ン
ト
リ
ー
で
さ
え
、
一
応
元
の
読
み
を
掲
げ
た
上
で
、
「
多
分
、
∴
.
u
n
註
a
i
n
d
I
診
e
a
t
h
e
d
＼
l
n
r
i
b
b
e
d
浄
e
-
"

l
d
a
r
e
n
O
t
…
-
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
」
と
注
し
て
い
る
。
態
度
の
最
も
明
快
な
の
は
ロ
ン
グ
マ
ン
版
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
で
、
そ

れ
の
本
文
校
訂
に
は
エ
ア
ド
マ
ン
と
多
分
ベ
イ
ト
ソ
ン
が
協
力
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
は
っ
き
り
と

R
i
d
e
s
h
e
a
く
y
‥
h
i
s
s
t
O
r
m
S
a
r
e
u
n
C
h
a
i
n
e
d
.
S
h
e
a
t
h
e
d

I
n
r
i
b
b
e
d
s
t
e
e
-
二
d
a
r
e
n
O
t
≡
t
m
i
n
e
e
y
e
s
∵
‥

と
あ
る
。
た
だ
し
注
が
欠
け
て
い
て
、
そ
の
意
図
は
分
か
ら
な
い
。
一
体
『
詩
的
素
描
集
』
の
初
版
は
ブ
レ
イ
ク
が
友
人
に
配
布
し

た
私
家
版
で
あ
っ
て
、
そ
の
何
部
か
で
は
、
「
冬
」
の
十
一
行
目
の
ぎ
d
i
n
h
i
s
h
a
n
d
"
が
ブ
レ
イ
ク
自
身
の
手
で
ぎ
d
h
i
s
h
a
n
d
-

と
訂
正
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
、
六
、
七
行
目
の
句
読
点
に
誤
り
が
あ
る
な
ら
、
ブ
レ
イ
ク
が
無
関
心
で
い
た
と
は
思
え
な
い
。

そ
れ
な
ら
元
の
ま
ま
の
句
読
点
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。

ブ
レ
イ
ク
は
晩
年
ダ
ン
テ
に
没
頭
し
て
イ
タ
リ
ア
語
の
勉
強
を
始
め
、
『
神
曲
』
の
た
め
に
百
薬
に
余
る
挿
画
を
残
し
て
い
る
が
、



『
神
曲
』
の
完
全
な
英
訳
と
な
る
と
意
外
に
も
十
九
世
紀
の
ボ
イ
ド
訳
と
ケ
ア
リ
ー
訳
ま
で
な
く
、
後
者
の
『
地
獄
篇
』
が
ひ
と

先
ず
出
た
の
が
一
八
〇
五
年
で
あ
る
。
一
七
八
五
年
に
出
た
ボ
イ
ド
の
『
地
獄
篇
』
の
訳
に
は
ブ
レ
イ
ク
が
乾
す
よ
う
な
書
き
込
み

を
し
て
い
て
、
と
て
も
感
銘
を
与
え
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
従
っ
て
ブ
レ
イ
ク
が
『
詩
的
素
描
集
』
を
書
い
た
一
七
七
八
年
ま
で

に
ダ
ン
テ
に
親
し
ん
で
い
た
可
能
性
は
少
な
い
が
、
そ
れ
と
か
か
わ
り
な
く
解
釈
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
さ
て
、
奈
落
の
底
も
近

い
「
地
獄
篇
」
第
三
十
二
歌
に
対
し
て
、
ブ
レ
イ
ク
は
印
象
的
な
挿
画
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
地
獄
の
第
九
圏
、
反
逆
者
た
ち
が

氷
の
湖
コ
チ
ー
ト
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
彼
ら
は
蛙
の
よ
う
に
首
だ
け
を
だ
し
て
氷
漬
け
に
な
っ
て
い
る
。

O
g
n
u
n
a
i
n
g
i
p
t
e
n
e
a
く
○
-
t
a
【
a
f
a
c
c
i
a
‥

d
a
b
O
C
C
a
i
-
f
r
e
d
d
O
.
e
d
a
E
O
C
C
h
i
i
-
c
O
r
t
r
i
s
t
O

t
r
a
-
O
r
t
e
S
t
i
m
O
n
i
a
n
N
a
S
i
p
r
O
C
a
C
C
i
a
.
(
山
下
∽
)

(
お
の
が
じ
し
顔
を
傭
せ
て
は
い
た
が
、
口
か
ら
は
凍
え
が
、
限
か
ら
は
心
の
悲
し
み
が
、
互
い
に
証
拠
を
立
て
て
い
る
。
)

e
p
O
i
c
h
.
e
b
b
e
r
-
i
く
i
s
i
a
m
e
e
r
e
t
t
i
-

-
i
O
C
C
h
二
〇
r
-
C
h
.
e
r
a
n
p
r
i
a
p
u
r
d
e
n
t
r
O
m
O
≡
-

g
O
C
C
i
a
r
s
u
p
e
二
e
-
a
b
b
r
a
.
e
J
g
e
-
O
S
t
r
i
n
s
e

-
e
訂
c
r
i
m
e
t
r
も
e
S
S
i
e
r
i
s
e
r
r
O
E
.
(
合
一
∽
)

(
そ
し
て
彼
ら
が
私
の
方
に
顔
を
仰
向
け
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
は
内
側
だ
け
が
濡
れ
て
い
た
目
が
唇
(
=
目
蓋
)
ま
で
溢
れ
て
涙
は
氷
に
閉
ざ
さ

れ
、
再
び
締
め
つ
け
ら
れ
た
。
)

詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩



詩

の

進

歩

と

進

歩

の

詩

l

八

ブ
レ
イ
ク
の
挿
画
は
ダ
ン
テ
の
原
文
ど
お
り
で
は
な
く
、
他
の
囚
人
た
ち
が
氷
の
湖
か
ら
首
だ
け
を
出
し
て
い
る
中
で
、
二
人
は

湖
上
に
立
っ
て
全
身
を
す
っ
ぽ
り
と
氷
の
山
に
う
す
く
包
ま
れ
て
い
る
。
「
う
ね
な
す
鋼
に
包
ま
れ
て
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
状

態
で
あ
る
。
氷
を
鋼
と
い
い
切
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
だ
が
、
シ
ェ
リ
ー
の
次
の
一
節
を
参
照
で
き
る
。

F
O
r
W
i
n
t
e
r
c
a
ヨ
e
l
t
h
e
w
i
n
d
w
a
s
h
i
s
w
h
i
p
-

O

n

e

c

h

O

p

p

y

P

n

g

e

r

w

a

s

O

n

h

i

s

l

i

p

‥

ロ
e
h
a
d
t
O
r
n
t
h
e
c
a
t
a
r
a
c
t
s
f
r
O
m
t
h
e
h
i
一
-
s

A
n
d
t
h
e
y
c
-
a
n
k
e
d
a
t
h
i
s
g
i
r
d
-
e
-
i
k
e
ヨ
a
n
a
C
l
e
s
‥

H
i
s
b
r
e
a
t
h
w
a
s
a
c
h
a
i
n
w
h
i
c
h
w
i
t
h
O
u
t
a
S
O
u
n
d

T

h

e

e

a

r

t

h

a

n

d

t

h

e

a

i

r

a

n

d

t

h

e

w

a

t

e

r

b

O

u

n

d

‥

H
e
c
a
m
e
l
許
r
c
e
マ
d
r
i
く
e
n
L
n
h
i
s
C
h
a
r
i
O
T
t
h
r
O
n
e

B
y
t
h
e
t
e
n
f
O
-
d
b
】
a
s
t
s
O
f
t
h
e
a
r
c
t
i
c
N
O
n
e
.

(
.
T
h
e
S
e
n
s
i
t
i
く
e
P
-
a
n
t
.
I
く
ー
∞
㌣
害
)

(
冬
が
来
た
の
だ
ー
風
を
鞭
と
し
て
。
あ
か
切
れ
の
指
一
本
を
唇
に
当
て
な
が
ら
。
彼
は
丘
か
ら
滝
を
も
ぎ
取
っ
て
、
手
伽
の
よ
う
に
腰
帯
の

と
こ
ろ
で
が
ち
ゃ
つ
か
せ
て
い
た
。

彼
の
息
は
、
音
一
つ
立
て
さ
せ
ず
大
地
と
大
気
と
水
を
し
ぼ
る
鎖
だ
っ
た
。
彼
は
戦
車
の
王
座
に
坐
り
、
北
極
帯
の
十
重
の
突
風
に
荒
々
し
く
追

い
立
て
ら
れ
て
や
っ
て
来
た
。
)

ダ
ン
テ
は
人
間
の
罪
の
う
ち
、
裏
切
り
を
最
も
重
く
見
て
、
こ
れ
を
地
獄
の
底
近
く
に
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ロ
ス



ト
は
短
詩
「
火
と
氷
」
で
氷
を
憎
し
み
の
象
徴
と
し
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
「
冬
」
は
、
冬
が
ユ
ー
リ
ゼ
ン
で
あ
る
よ
り
も
、
詩
人

(
ブ
レ
イ
ク
で
は
な
い
)
が
冬
を
拒
否
す
る
こ
と
で
自
然
や
人
間
と
の
連
帯
を
絶
ち
切
っ
た
ア
ル
ロ
ー
(
⊆
r
O
)
の
地
獄
に
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
冬
が
崖
の
上
に
腰
を
据
え
、
舟
乗
り
は
空
し
く
助
け
を
求
め
る
。
哀
れ
な
、
ち
っ
ぽ
け
な
人
間
よ
」
と
傍
観

し
て
い
る
の
は
、
冬
よ
り
も
詩
人
自
身
で
あ
る
。

S
u
a
く
e
.
m
a
r
i
m
a
g
n
O
t
u
r
b
a
n
t
i
b
u
s
a
e
q
u
O
r
a
く
e
コ
t
i
s
一

e
t
e
r
r
a
m
a
g
n
u
∃
a
冨
ユ
u
s
s
p
e
c
t
a
r
e
-
a
b
O
r
e
ヨ
‥
‥

(Lucretius二I-TN)

(
大
海
原
に
風
が
波
を
騒
が
せ
て
い
る
と
き
、
陸
上
に
あ
っ
て
他
人
の
大
い
な
る
難
儀
を
眺
め
る
こ
と
の
快
さ
よ
ー
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
)

す
な
わ
ち
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
詩
人
の
亡
霊
な
る
影
(
S
p
e
c
冨
)
で
あ
っ
た
。

詩
の
進
歩
と
進
歩
の
詩


