
モ
，
ー
リ
，
ス
・
グ
・
ラ
モ
ン

「
ア
ラ
ジ
ス
詩
句
論
」
に
つ
い
て

ー
フ
，
ラ
ン
ス
詩
観
嘗
一
の
一
つ
の
工
猛
場
1

本
　
　
　
田
　
　
　
　
烈

　
す
こ
し
で
も
諸
芸
術
の
発
生
や
休
系
に
興
味
を
も
つ
ひ
と
に
と
つ
て
は
、
無
　
・
　
に
つ
い
て
は
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
す
ら
知
ら
な
い
の
で
あ
る
L
と
い
つ
て
い
み
、

視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
　
　
ち
な
み
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
詩
句
論
」
初
版
は
一
九
＝
二
年
（
「
音
声
学
」
は
一

か
の
面
に
だ
け
専
念
す
る
態
度
の
う
ち
に
、
ま
た
は
謙
譲
な
個
人
的
口
実
、
さ
　
　
　
九
五
〇
年
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
後
者
臓
、
グ
ラ
モ
ン
の
こ
と
ば
で
は
あ
る
　
　
鴛

ら
に
は
民
族
的
口
実
の
う
ち
に
、
ひ
と
が
し
ぼ
し
ば
無
頓
着
さ
を
も
つ
て
迎
え
　
　
が
、
専
門
家
で
な
い
私
な
ど
に
は
と
て
も
読
み
と
お
す
根
気
は
な
い
。
濠
っ
t

る
こ
と
．
．
そ
れ
は
、
、
あ
る
作
品
の
か
た
ち
が
韻
文
で
あ
る
場
合
は
、
た
と
え
ど
　
、
く
精
密
な
音
声
の
分
析
を
も
と
と
し
た
、
多
く
の
グ
ラ
ブ
を
含
む
大
著
で
あ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
ひ
と
が
そ
の
作
品
を
観
賞
、
研
究
す
，
る
に
せ
よ
、
そ
の
韻
　
　
　
る
。
さ
て
、
こ
の
グ
ラ
モ
ン
の
嘆
き
を
そ
つ
く
り
い
ま
私
が
聞
題
と
し
て
い
る

文
の
音
体
系
へ
の
注
意
が
平
行
し
て
、
同
時
に
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
じ
　
　
’
こ
と
に
あ
て
は
め
る
の
は
不
当
だ
ろ
う
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
一
ワ
ツ
は
十
二
音
綴

・
君
と
だ
。
音
体
系
と
は
、
音
韻
と
か
律
動
と
か
格
調
と
か
好
音
調
と
か
、
二
　
で
、
ま
ん
申
に
句
切
れ
の
あ
る
の
が
た
て
ま
え
だ
、
と
い
う
を
マ
ら
い
は
み

向
に
用
語
の
婁
、
ら
な
い
作
婁
蟻
借
響
上
の
諸
要
奮
・
蕊
濡
な
知
つ
て
い
る
し
じ
．
だ
、
立
日
声
学
の
方
は
自
然
科
学
に
辱
福
が
大
き
い

づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
フ
ラ
ン
ス
詩
句
論
」
の
著
者
、
モ
ー
リ
ス
・
グ
ラ
モ
　
　
　
の
だ
か
ら
．
、
そ
れ
に
し
て
も
、
同
じ
グ
ラ
モ
ン
の
著
に
な
る
「
ク
ラ
ン
ス
詩
句

シ
は
、
「
音
声
学
」
の
序
文
で
、
「
音
声
学
の
名
は
こ
ん
に
ち
少
し
で
も
教
育
　
　
　
輪
」
一
巻
が
h
フ
ラ
ソ
ス
の
文
学
作
品
を
読
む
ひ
と
た
ち
に
、
よ
め
一
層
ひ
ろ

の
あ
る
ひ
と
な
ら
だ
れ
に
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名
が
軽
蔑
の
感
情
よ
　
゜
」
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
、
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン

リ
繁
の
も
の
を
ひ
と
び
ど
に
よ
び
起
こ
す
こ
と
は
ま
れ
だ
。
つ
ま
り
、
か
乏
　
ス
人
に
ょ
る
、
7
フ
ン
ス
め
詩
の
立
日
体
系
に
つ
い
て
の
．
業
羅
の
ぞ
れ

が
多
少
と
も
正
確
に
歴
史
と
い
う
も
の
、
文
学
と
い
う
も
の
、
数
学
と
い
曳
も
　
　
．
た
も
の
で
あ
る
。
，
詰
の
観
賞
の
た
め
の
親
切
な
る
ア
シ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
。
知

の
也
知
つ
て
，
い
て
も
、
専
門
家
を
σ
ぞ
い
て
は
、
だ
れ
も
音
声
学
と
い
5
も
の
　
　
魂
洋
才
に
終
始
も
よ
ケ
と
い
う
ぴ
と
に
と
つ
て
も
一
和
魂
和
才
に
戻
ろ
う
と
い



う
ひ
と
に
・
ち
返
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
声
学
L
に
お
い
π
の
よ
う
些
般
的
藝
一
暴
學
に
探
つ
券
で
寒
．
峯
作

，
嶺
文
の
発
ち
の
作
品
を
研
究
す
る
髪
・
翁
外
的
な
鷺
士
ヴ
ラ
モ
ン
　
・
m
の
な
か
に
馨
、
老
の
潔
を
組
辛
よ
う
と
し
た
を
う
に
「
4
フ
ン
ス
ー

な
ど
の
観
点
ー
つ
ま
り
、
音
韻
な
ど
の
音
体
系
そ
の
も
の
が
対
象
と
し
て
研
．
，
詩
句
論
」
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
だ
。
後
者
の
立
場
は
不
毛
で
あ
つ
た
か
・
与

究
さ
れ
る
と
き
は
、
ま
た
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
大
切
な
こ
と
が
・
与
が
あ
　
　
　
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
の
書
を
高
く
評
価
す
、
る
学
者
が
内
外
に
多
い
こ
と
は
、
「

る
。
つ
ま
り
、
『
詩
」
の
観
賞
、
研
究
に
は
△
ほ
か
に
い
ろ
い
ろ
な
観
点
が
あ
　
　
恣
意
的
だ
と
い
う
批
判
を
し
り
ぞ
け
て
余
か
あ
る
だ
ろ
う
。
－

る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
常
に
想
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
篇
、
　
　
本
書
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
詩
句
、
そ
の
表
現
手
段
、
そ
の
階
調
」
ど
い
う
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ト
ウ
ム

の
詩
の
な
か
に
、
革
命
思
想
の
反
映
を
ち
か
ら
強
く
浮
き
ぼ
り
に
す
る
観
点
も
　
　
　
く
わ
し
い
書
名
で
、
・
「
表
現
手
段
と
し
で
の
律
動
」
に
百
九
十
頁
、
「
表
現
手

∴
あ
れ
ぼ
、
ふ
し
だ
ら
な
私
生
活
を
垣
間
み
る
観
点
も
あ
り
、
心
像
や
隠
喩
に
専
　
　
　
段
と
レ
て
の
剖
已
に
百
八
十
頁
・
「
プ
一
フ
ン
ス
詩
句
の
翫
モ
齢
に
七
十
頁
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

、
h
光
を
あ
て
る
立
場
も
あ
る
。
何
よ
り
も
一
詩
の
意
味
内
容
を
北
ど
る
と
い
う
　
　
，
て
ら
れ
、
三
十
頁
の
結
論
が
つ
い
て
い
る
α
．
各
章
を
要
約
し
た
り
す
る
こ
と
は

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
も
ひ
と
つ
の
観
点
に
か
ぞ
え
る
、
と
い
え
ば
ひ
と
は
笑
う
　
　
避
け
た
い
。
実
例
、
証
拠
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
詩
句
を
と
り
の
ぞ
け
ば
、
r

か
も
レ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
ま
か
い
吟
味
の
過
程
で
そ
れ
が
し
ら
ず
し
ら
ず
　
　
　
こ
の
よ
う
な
研
究
は
絶
対
に
無
意
味
だ
か
鋭
。
あ
わ
て
た
読
者
が
い
て
、
詩
句

の
う
ち
に
忘
れ
ら
れ
た
り
、
研
究
意
図
の
冒
頭
に
あ
つ
て
そ
れ
に
関
し
て
誤
算
　
　
　
の
引
用
を
ど
ば
し
て
活
字
の
大
き
い
本
文
だ
け
を
走
り
読
み
す
る
と
き
、
，
彼
は

き
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
。
「
フ
ラ
ン
ス
詩
旬
論
」
に
あ
つ
て
も
、
　
　
土
演
中
の
劇
場
の
ロ
ビ
ー
で
時
を
過
ご
す
一
観
客
の
よ
う
な
も
の
だ
。
さ
て
、
、
㌧
霞

そ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
声
を
大
き
く
レ
で
強
調
し
て
い
る
し
、
全
巻
を
通
じ
　
　
　
音
韻
論
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
て
、
音
声
学
、
史
的
音
韻
論
、
衰
現
的
音
韻
論

て
そ
の
心
が
ま
え
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
こ
　
　
　
な
ど
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
書
ば
表
現
的
音
韻
論
だ
と
み
な
し
う
る
。
多
か
れ

の
書
が
主
観
的
、
恣
意
的
な
も
の
だ
と
す
る
非
難
が
な
《
は
な
《
、
私
た
ち
を
、
　
少
な
か
れ
私
た
ち
の
本
能
に
根
ざ
し
て
、
感
情
と
、
言
語
活
動
か
ら
生
じ
る
感
覚

も
そ
の
非
難
者
の
側
に
ま
わ
そ
う
と
す
る
ペ
ー
ジ
も
あ
る
。
・
音
韻
や
韻
律
の
学
　
　
　
的
な
効
果
と
の
間
に
あ
る
対
応
を
し
ら
べ
る
、
と
い
う
や
り
方
で
あ
惹
ゆ
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ト
ウ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ン

周
を
真
の
科
学
と
み
な
し
て
確
立
す
る
に
は
、
あ
る
個
人
に
↑
鳳
る
詩
の
朗
訥
、
　
　
　
は
律
動
に
対
し
て
も
、
音
に
対
し
て
も
、
最
後
に
は
同
時
に
両
者
に
対
し
て
む

お
よ
び
そ
の
探
究
だ
け
を
頼
り
と
す
る
の
で
は
充
分
で
は
な
炉
、
．
と
い
う
の
が
　
　
な
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
グ
ラ
モ
ン
は
、
律
動
に
関
ル
て
慮
、
い
く
分
て
こ
ず
つ

け
だ
，
レ
そ
の
非
難
の
根
拠
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
’
　
，
　
　
　
　
　
　
　
：
ジ
　
て
い
る
手
ぶ
り
を
私
た
ち
に
見
せ
て
い
る
。
働
え
ば
、
詩
句
の
あ
る
分
節
申
の

　
し
の
こ
と
は
、
古
典
語
や
英
、
独
、
露
な
ど
各
国
語
の
韻
律
学
で
、
．
長
短
格
　
　
．
時
聞
の
持
続
が
固
定
さ
れ
て
い
て
「
音
綴
数
が
か
わ
る
と
き
は
、
口
調
は
音
綴

と
か
短
長
格
を
、
音
楽
に
み
た
て
て
音
符
に
し
た
り
、
磁
流
震
動
計
で
は
か
う
、
・
　
数
の
多
い
と
き
は
早
く
な
つ
て
急
速
な
動
き
の
効
果
を
生
じ
、
少
な
い
と
き
は

た
り
す
る
場
合
に
も
あ
て
は
ま
つ
て
し
ま
が
だ
ろ
う
。
・
そ
れ
ら
の
方
法
か
ら
、
　
・
遅
く
な
つ
て
緩
慢
な
動
き
の
効
果
を
生
じ
る
l
I
音
綴
数
の
等
し
い
分
師
が
反

楓
人
の
朗
話
と
い
う
条
件
を
と
り
の
ぞ
け
ば
、
一
切
が
乙
か
れ
て
し
ま
う
。
だ
　
’
覆
さ
れ
れ
ば
規
則
的
な
動
き
を
あ
ら
わ
し
う
る
（
さ
ら
に
そ
の
動
ぎ
は
感
情
の

．
が
ら
こ
の
非
難
は
塩
り
戊
べ
き
も
の
だ
。
し
か
し
鉱
臼
と
奮
脚
と
い
う
問
題
を
、
「
音
　
一
、
動
港
を
も
あ
ら
わ
し
、
固
執
の
感
情
、
焦
燥
の
感
情
を
あ
ち
わ
す
）
一
－
之
い



う
の
だ
が
、
朗
桶
の
し
か
た
に
よ
つ
て
は
そ
の
よ
う
な
緩
急
感
は
失
わ
れ
る
こ
　
　
点
で
グ
ラ
モ
ン
は
、
充
分
な
説
得
力
を
も
つ
て
い
ろ
い
ろ
な
詩
句
に
即
し
て
律

と
も
あ
る
、
と
は
誰
で
も
気
づ
く
し
、
著
者
も
そ
の
点
で
は
用
心
ぶ
か
く
述
べ
　
　
動
の
多
様
性
を
私
た
ち
に
描
い
て
く
れ
る
。
論
中
、
従
来
の
古
典
的
韻
律
学
で

て
い
る
。
先
に
触
れ
た
、
一
個
人
の
朗
論
と
い
う
こ
と
の
不
便
は
、
律
動
の
分
　
　
　
用
い
る
イ
ア
ン
ブ
、
ト
ゥ
ロ
シ
ェ
ー
、
ア
ナ
ペ
ス
ト
な
ど
と
い
う
分
類
を
避
け

「
析
に
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
で
生
前
、
自
作
　
　
　
て
意
味
を
た
ど
り
つ
つ
読
む
う
え
で
捉
え
ら
れ
る
音
綴
群
の
単
位
（
ム
ジ
．
1

の
詩
を
読
ん
で
レ
コ
ー
ド
に
吹
込
ん
だ
の
を
聞
い
て
、
ま
つ
た
く
失
望
す
る
、
　
　
　
ル
ま
た
は
ペ
リ
ォ
ド
を
参
照
さ
れ
た
い
）
を
、
二
音
綴
も
の
、
三
音
綴
も
の
、

と
い
う
事
情
す
ら
生
じ
る
の
だ
。
グ
ラ
モ
ン
は
、
－
律
動
に
つ
い
て
の
補
足
的
記
．
　
四
音
綴
も
の
な
ど
と
す
る
こ
と
を
新
た
に
採
り
い
れ
て
い
る
点
は
、
フ
ラ
ン
ス

述
が
大
部
分
を
占
め
る
結
論
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
詩
を
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
　
　
　
詩
に
よ
く
即
し
た
、
賢
明
な
処
躍
で
あ
り
、
私
た
ち
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
る

け
、
．
今
後
ひ
と
が
詩
を
作
る
な
ら
ば
そ
の
ど
ち
ら
か
塞
い
て
し
か
作
れ
ま
い
　
こ
と
で
は
は
か
り
し
れ
臓
ン
い
。

と
い
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
・
一
・
ラ
シ
ー
ヌ
、
ユ
ー
ゴ
、
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
　
　
　
表
現
手
段
と
し
て
の
音
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
の
著
書
の
な
か
で
最
も
秀

　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

（
「
寓
話
」
の
）
の
よ
う
な
，
音
綴
激
を
も
と
と
し
た
詩
句
（
ヴ
ェ
ー
ル
・
シ
　
　
で
た
も
の
だ
と
私
は
思
う
。
一
般
に
、
音
は
あ
る
点
で
そ
の
音
が
あ
ら
わ
す
物

ヴ
ビ
ッ
ク
）
と
、
二
、
固
定
し
た
か
た
ち
に
律
動
を
き
ざ
む
詩
（
ヴ
ゴ
ー
ル
・
　
　
と
符
合
す
べ
き
だ
と
い
う
、
古
く
、
か
つ
神
秘
的
な
考
え
に
私
た
ち
は
さ
か
の

リ
ト
ゥ
メ
゜
ア
゜
フ
ォ
ル
ム
・
フ
ィ
ッ
ク
ス
）
、
ど
り
わ
け
、
自
由
な
か
た
ち
　
　
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
素
朴
性
を
少
し
剥
げ
ば
、
自
然
界
の
音
を
現
実

に
律
動
を
き
ざ
む
詩
（
ヴ
・
ル
・
リ
ト
ゥ
メ
．
ア
．
フ
ォ
ル
ム
・
リ
し
フ
　
に
模
写
し
た
場
A
口
、
と
い
・
つ
ふ
・
り
噸
徒
で
襟
㌶
ツ
知
わ
ゆ
る
オ
’
％
セ
よ
5
4

ル
）
と
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
律
動
の
表
現
価
を
極
め
て
妥
当
に
探
索
し
て
き
　
　
　
ー
（
擬
声
語
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
郭
公
鳥
、
か
ち
か
ち
い
う
音
、
蛙
が
鳴
く
。

た
帰
結
が
・
こ
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
は
、
読
者
は
、
こ
み
い
つ
た
小
み
ち
の
楽
　
　
　
グ
ラ
モ
ン
の
音
の
表
現
価
の
探
索
は
、
ど
の
音
を
扱
う
に
も
、
す
べ
て
こ
の

し
い
散
歩
を
お
え
て
出
て
き
た
の
が
、
広
い
ば
か
り
の
原
つ
ぱ
で
あ
つ
た
、
と
　
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
ー
か
ら
説
き
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
は
お
お
い
に
注
目
す
べ
き
長

い
う
印
象
を
受
け
か
ね
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、
何
が
律
動
の
基
礎
と
な
る
　
　
　
所
で
あ
る
。
説
き
は
じ
め
て
い
る
、
と
は
す
な
わ
ち
沸
彼
は
そ
こ
か
ら
、
音
．
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

要
素
で
あ
る
か
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
、
他
の
国
語
な
ど
に
お
い
て
の
よ
う
に
　
　
徴
ま
た
は
音
．
磐
喩
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
段
階
に
説
き
す
す
ん
で
い
る
の
で
あ

母
音
量
や
高
さ
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
は
な
く
、
強
さ
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
シ
ラ
ビ
ス
　
　
る
。
彼
の
著
煮
閲
で
は
、
モ
．
エ
ク
ス
ヅ
レ
ッ
シ
フ
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
例

ム
だ
、
と
い
－
総
括
的
な
こ
と
を
、
詩
に
あ
て
は
め
た
の
に
す
ぎ
な
い
の
が
こ
　
．
譲
暗
い
署
。
拶
．
ア
・
㌃
ン
．
ソ
ン
。
フ
ル
）
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
、
↓
ま

の
結
語
だ
と
い
え
な
い
だ
う
つ
か
。
し
か
し
、
表
現
的
立
日
韻
論
は
、
結
論
的
分
　
ず
猫
の
喉
を
鳴
良
9
蒲
碧
霧
環
ど
の
難
に
は
い
る
語
を
詩
句
の
な

類
に
お
い
て
よ
り
も
、
点
検
の
過
程
に
お
い
て
こ
そ
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
　
　
　
か
に
求
め
、
そ
こ
か
ら
暗
い
、
か
　
げ
、
な
ど
の
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
重

る
。
律
動
に
関
し
て
は
、
一
行
の
詩
句
の
な
か
で
の
句
の
分
割
が
と
く
に
ツ
フ
　
た
い
感
情
を
表
現
す
る
の
に
暗
い
鼻
母
立
日
を
含
む
語
は
モ
．
エ
ク
ス
プ
レ
。
シ

ン
ス
詩
に
あ
っ
て
は
問
題
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
句
の
分
割
は
、
韻
文
　
　
　
フ
で
あ
る
、
と
く
に
他
の
明
る
い
母
音
と
の
対
比
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
、

の
意
味
に
し
た
し
ん
で
は
じ
め
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
　
　
　
と
説
く
。
　
　
　
．
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
－



慰
懸
町
僚
罵
栂
ぶ
・
譲
鐵
甑
財
讐
ト
を
．
空
ー
ゴ
）
L
で
・
　
は
あ
こ
と
ば
で
大
部
分
が
説
か
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
グ
ラ

「
荒
鷲
」
の
い
い
、
「
太
陽
」
の
な
に
く
ら
べ
て
・
「
禿
鷹
」
の
い
・
い
か
　
モ
ン
の
詩
句
引
用
の
大
半
は
こ
の
手
段
を
明
か
す
た
め
の
も
確
の
で
あ
る
。
」

墓
」
の
い
い
ン
の
暗
さ
・
そ
し
て
私
た
ち
も
気
・
つ
く
の
だ
が
・
オ
ノ
マ
ト
ペ
　
「
物
そ
の
も
の
の
立
日
」
か
ら
「
音
．
象
徴
」
ま
で
の
段
階
－
詩
は
、
そ
の
い

芝
、
モ
三
ク
ス
プ
レ
・
シ
フ
の
間
に
・
明
警
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
で
　
ず
れ
か
を
高
級
、
低
級
ど
わ
り
つ
け
る
こ
と
を
私
た
ち
に
強
い
な
い
！
を
彼

き
な
い
、
と
い
う
指
摘
は
正
当
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
・
そ
れ
ど
こ
ろ
か
・
　
は
読
者
繰
わ
わ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
r
　
　
　
ζ

そ
の
分
類
の
あ
い
ま
い
を
蕩
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
両
者
の
間
を
著
者
が
　
モ
「
費
潔
花
が
使
い
、
グ
一
フ
モ
ン
も
使
つ
て
い
る
詩
法
上
の
用
語
に
、
覆

意
識
的
に
、
あ
る
い
は
意
識
せ
ず
に
か
も
し
れ
な
い
、
分
類
の
た
め
に
行
つ
た
　
　
，
轍
の
譜
調
」
叱
い
う
の
が
あ
る
が
、
私
た
ち
は
「
講
調
」
と
い
う
語
で
、

り
戻
つ
た
り
し
て
い
る
、
そ
の
と
き
の
み
や
げ
も
の
が
私
た
ち
読
者
に
は
こ
の
　
　
　
美
を
こ
そ
思
え
、
醜
は
思
わ
ぬ
。
し
か
る
に
い
ろ
い
ろ
な
詩
人
や
学
者
が
使
つ

上
な
く
楽
し
い
の
で
あ
る
。
先
に
掲
げ
た
「
暗
い
母
音
」
の
詩
の
例
に
関
し
て
　
　
て
い
る
意
昧
を
考
え
あ
わ
す
と
「
模
倣
の
階
調
」
は
醜
を
含
み
う
る
ら
し
い
。

「
精
神
的
に
暗
い
も
の
は
、
物
質
的
に
暗
い
も
の
と
同
じ
や
り
方
で
え
が
か
れ
　
　
美
し
さ
を
評
価
す
る
基
準
と
は
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
、
こ
の
語
の
成
立
ち

る
」
と
彼
は
い
う
。
一
見
無
謀
に
み
え
る
こ
の
考
え
が
、
私
た
ち
に
詩
の
持
つ
魅
　
　
　
そ
の
も
の
が
厳
密
に
い
え
ば
不
合
理
な
こ
と
か
ら
く
る
混
乱
だ
。
あ
る
詩
や
あ

力
の
一
面
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
い
う
、
「
一
抽
象
的
観
　
　
る
詩
句
が
譜
調
を
持
つ
て
い
る
と
ひ
と
は
い
う
。
ま
た
、
あ
る
詩
句
や
語
が
模

　
　
ソ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ン

念
の
音
と
は
P
一
感
情
の
音
と
は
P
…
…
…
こ
の
質
問
そ
の
も
の
が
バ
カ
げ
て
　
　
倣
的
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
あ
る
詩
句
が
模
倣
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
　
　
5
5

み
え
る
が
、
じ
つ
は
そ
う
で
な
い
」
と
。
多
く
の
言
語
学
者
や
音
韻
学
者
が
し
ば
　
　
　
だ
け
そ
の
詩
句
は
譜
調
を
失
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
あ
る
詩
人
は
い
う
か

し
ば
こ
の
よ
う
な
自
問
自
答
を
し
て
い
る
の
を
私
た
ち
は
見
う
け
る
。
否
定
的
　
　
　
も
し
れ
な
い
、
私
は
模
倣
的
な
と
こ
ろ
を
こ
そ
ね
ら
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
譜

な
考
え
に
落
着
く
も
あ
れ
ば
肯
定
的
な
考
え
に
到
る
も
あ
る
。
グ
ラ
モ
ン
の
場
　
　
　
調
を
失
う
こ
と
は
覚
悟
の
う
え
だ
、
と
。
ま
た
他
の
詩
人
は
い
う
か
も
し
れ
な

合
、
何
ゆ
え
に
バ
カ
げ
て
み
え
な
い
の
か
。
こ
の
書
そ
の
も
の
が
そ
の
解
答
だ
　
　
い
。
模
倣
的
で
あ
り
、
か
つ
藷
調
を
保
つ
て
い
る
、
そ
の
均
衡
を
私
は
ね
ら
つ

と
い
え
ば
簡
単
だ
が
、
幸
便
に
、
著
者
自
身
が
ベ
ッ
ク
・
ド
・
フ
キ
ェ
ー
ル
と
　
　
て
い
る
の
だ
、
と
。
ま
た
彼
は
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
、
模
倣
の
譜
調
と
は
こ

い
う
ひ
と
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
い
て
、
そ
れ
が
い
ま
非
常
に
役
立
つ
。
「
し
　
　
　
の
均
衡
を
い
う
の
だ
、
と
。
こ
の
用
語
の
本
来
の
意
味
と
か
、
そ
の
変
澄
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

ば
し
ば
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
観
念
を
生
む
語
が
、
そ
の
語
の
持
つ
音
要
　
　
　
に
私
は
く
わ
し
く
な
い
の
だ
が
、
後
者
の
言
い
分
の
意
味
を
確
立
あ
る
い
は
奪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

素
に
よ
つ
て
、
詩
句
の
音
の
生
み
手
と
な
り
、
す
べ
て
の
副
次
的
な
語
を
音
の
　
　
回
す
る
こ
と
を
私
た
ち
は
の
ぞ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
…
…
こ
こ
に
い
ま
、
私
が
問

棄
と
し
て
従
え
、
お
伴
を
さ
せ
る
」
（
傍
点
小
生
）
と
い
　
の
だ
。
馨
暑
　
題
と
し
よ
　
と
し
て
い
る
の
は
・
鶉
（
あ
る
い
は
鷺
財
諏
と
鯉
．
部
認

自
身
は
も
と
よ
り
、
引
臆
者
す
ら
、
こ
の
こ
と
ば
の
重
要
性
に
充
分
気
が
つ
い
　
　
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
漠
然
と
、
あ
る
詩
句
が
ア
ル
モ
ニ
ユ
ー
だ
と
か
、
そ
う

て
い
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
で
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
や
さ
し
い
が
、
何
が
そ
の
感
じ
の
も
と
で
あ
る
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
じ
つ
は
、
音
・
象
徴
と
い
う
、
極
め
て
高
度
な
表
現
手
段
は
、
詩
に
関
し
て
　
　
評
価
の
基
準
で
あ
る
か
は
説
明
し
に
く
い
。
個
人
差
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
グ
ラ



モ
マ
は
そ
の
基
準
を
、
び
ろ
く
ア
ル
モ
ニ
訟
ド
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
へ
主
と
　
　
　
ろ
う
し
、
意
煉
内
容
に
ま
つ
て
は
好
音
調
の
連
続
寮
あ
べ
こ
べ
に
悪
音
調
と
も

し
て
フ
ラ
ン
ス
本
国
で
あ
ろ
う
）
詩
旬
を
い
く
つ
か
並
べ
る
、
と
い
う
暗
黙
a
　
　
　
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
ピ
り
、
、
悪
音
調
の
群
が
好
音
調
に
な
る
こ
と
は
な
い
ど

ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
て
な
か
、
、
そ
れ
ら
の
詩
句
に
共
通
す
る
要
素
に
、
求
め
た
。
　
　
　
し
て
も
。
詩
句
の
美
の
尺
度
と
し
て
譜
調
、
好
音
調
と
い
う
観
念
を
採
用
す
ゐ

私
た
あ
」
ば
こ
の
方
法
を
是
認
で
き
で
も
反
駁
は
で
き
な
い
。
そ
の
要
素
と
は
、
　
　
こ
と
自
休
を
吟
味
し
な
お
し
て
み
て
は
、
と
い
い
た
く
も
な
る
が
、
と
ん
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

耳
に
感
じ
る
次
，
の
二
「
つ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
母
音
群
と
、
そ
の
母
音
群
ど
う
し
　
　
な
い
方
向
に
足
を
す
べ
ら
す
軽
挙
は
や
ら
な
い
で
お
こ
う
ー
譜
調
は
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
比
較
、
と
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
肉
づ
け
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
ラ
シ
ー
　
　
ち
調
和
な
の
だ
か
ら
。
　
巻
末
に
、
グ
ラ
モ
ン
は
、
ポ
ワ
ロ
ー
、
ユ
ト
ゴ
、
，
ξ
ユ

ヌ
の
有
名
な
一
句
《
…
…
紆
O
鋸
巴
。
鋤
日
o
母
℃
お
。
。
臥
ρ
＜
o
霧
B
o
霞
彗
9
9
信
　
　
ツ
セ
、
ラ
マ
ル
手
ー
ヌ
、
ル
コ
ン
ト
・
ド
・
リ
ト
ル
そ
し
て
ラ
シ
ー
ヌ
の
六
詩

宮
乙
呂
く
。
翻
聲
2
巨
。
・
。
・
ひ
。
回
》
（
勺
げ
σ
瓢
憎
0
）
　
陶
O
け
゜
H
）
と
い
う
、
．
ア
リ
ア
ヌ
　
　
人
に
ヴ
い
て
、
あ
を
限
定
さ
れ
た
分
量
の
詩
句
を
対
象
と
し
て
、
譜
調
の
多
寡

姉
に
呼
び
か
け
る
フ
ェ
ー
ド
ル
の
悶
え
を
想
起
さ
れ
た
い
。
そ
し
て
、
あ
の
句
　
　
の
比
較
を
お
こ
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
は
あ
く
ま
で
参
考
事
項
で
し
か
な

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

の
、
ウ
・
ウ
・
三
と
い
う
母
音
群
と
そ
の
二
つ
の
対
の
か
た
ち
を
。
こ
れ
な
ど
　
　
　
い
だ
ろ
う
。
著
者
も
、
　
「
詣
調
と
い
う
観
点
に
お
い
て
」
順
位
を
並
べ
る
に
す

ば
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
つ
て
、
著
者
み
ず
か
ら
い
う
よ
う
に
、
細
分
さ
　
　
ぎ
ぬ
と
断
つ
て
は
い
る
が
。
そ
し
て
、
あ
る
詩
人
が
年
老
い
て
詩
情
は
し
ぼ

れ
て
ゆ
く
ほ
ど
、
母
音
群
は
捉
え
に
く
く
な
る
。
・
な
ぜ
こ
ん
な
句
が
、
と
思
え
　
　
　
み
、
こ
と
ば
や
リ
ズ
ム
が
柔
軟
性
を
失
つ
て
，
も
、
そ
の
た
め
に
諮
調
が
増
す
、

．
る
例
句
に
も
ぶ
う
か
つ
て
、
サ
ジ
を
投
げ
る
仕
儀
と
も
な
る
。
と
も
か
く
、
音
　
　
　
と
い
う
事
情
な
ど
を
考
え
れ
ば
（
こ
れ
も
著
者
自
身
の
指
摘
だ
）
彼
の
示
し
た
　
　
5
6

韻
、
律
動
両
者
を
ふ
ま
え
て
こ
の
よ
う
な
基
準
を
定
め
た
こ
と
は
、
著
者
の
ひ
　
　
　
順
位
は
私
た
ち
に
さ
ほ
ど
多
ぐ
の
℃
止
は
語
つ
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
し
か

と
り
ょ
が
り
と
は
決
し
て
い
え
な
い
、
み
な
が
漠
然
と
思
つ
て
い
た
こ
と
の
見
　
　
　
し
、
先
に
述
べ
た
模
倣
の
譜
稠
を
め
ぐ
つ
て
、
注
目
す
べ
き
面
が
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ン

事
な
、
的
を
射
た
決
め
手
と
む
し
ろ
い
い
た
い
。
だ
が
、
本
書
の
な
か
で
講
調
を
　
　
　
は
、
グ
ラ
モ
ン
の
音
に
関
す
る
研
究
の
う
ち
に
私
た
ち
が
み
た
、
音
・
象
徴
の

扱
う
記
述
で
は
、
詩
句
の
意
味
と
の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
読
者
に
知
ら
さ
れ
て
い
　
　
す
ぐ
れ
た
分
類
が
、
譜
調
の
研
究
、
分
類
に
参
与
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
普

な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
読
者
を
信
用
し
す
ぎ
た
の
か
。
た
と
え
ば
先
の
ラ
シ
　
　
遍
性
を
も
つ
た
結
果
を
生
ん
で
い
る
こ
と
だ
。
音
・
象
徴
は
音
・
模
倣
と
ば
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ー
，

k
の
句
の
場
含
、
あ
の
場
の
フ
ェ
ー
ド
ル
の
感
情
と
あ
の
句
の
譜
調
と
は
ど
　
　
が
う
。
い
わ
ば
、
著
者
は
、
音
・
模
倣
的
譜
調
か
ら
、
音
．
象
徴
的
諾
調
に
説

‘
う
い
う
点
で
見
事
な
出
会
い
で
あ
り
、
ま
た
は
ど
う
い
う
点
で
ふ
さ
わ
し
く
な
　
　
ぎ
歩
ん
だ
の
だ
が
、
そ
の
両
方
と
も
ど
も
に
関
聯
し
、
商
方
に
ま
た
が
つ
て
、

い
か
。
も
つ
と
も
、
先
行
す
る
二
つ
の
章
で
述
べ
ら
れ
だ
こ
と
が
こ
こ
に
当
然
　
　
　
好
音
調
と
悪
音
調
と
の
詩
句
内
に
お
け
る
均
衡
を
見
出
そ
う
と
す
る
足
跡
を
、

活
か
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
説
明
の
重
複
を
避
け
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
。
し
　
　
　
グ
ナ
モ
ン
は
そ
う
と
は
い
わ
ず
に
ぐ
の
書
に
印
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
美
し
い

か
し
私
は
次
の
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
，
　
　
　
．
－
．
　
詩
句
と
は
他
と
ち
が
つ
て
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
の
輪
廓
を
知
歪
は
、
私
た

・
意
味
内
容
に
ょ
つ
て
は
、
グ
ラ
モ
ン
め
い
か
好
音
調
嫉
か
な
飼
ず
レ
も
理
に
　
　
ち
は
彼
0
あ
と
に
つ
い
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
’

は
好
い
と
は
感
じ
ら
れ
ず
、
ま
た
好
音
調
だ
と
老
え
る
必
要
も
な
い
と
き
も
あ
　
　
　
’
私
た
ち
日
本
人
は
プ
ラ
ン
ス
語
で
詩
を
作
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
私
は



リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

作
詩
法
と
し
て
で
な
く
、
読
詩
法
と
し
て
、
グ
ヲ
モ
ン
の
「
フ
ラ
ン
ス
詩
句

論
」
を
読
ん
で
き
た
。
ま
た
、
私
は
科
学
的
で
な
ざ
す
ぎ
る
読
み
方
を
披
露
し

て
し
ま
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
著
者
の
罪
に
あ
ら
ず
「
ひ
と
え
に
私
の

罪
で
あ
る
。
著
者
が
、
律
動
の
分
類
も
音
韻
の
分
類
も
、
そ
し
て
講
調
の
探
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

も
、
絶
え
ず
、
極
く
詳
細
な
こ
と
が
ら
か
ら
大
き
い
問
題
に
い
た
る
ま
で
、
対

へ照
と
い
う
概
念
の
な
か
で
お
こ
な
つ
て
い
る
点
は
、
領
重
な
態
度
と
し
て
、
よ

く
認
識
し
て
お
て
う
。
そ
し
て
私
た
ち
は
安
心
し
て
詩
の
魅
力
の
一
端
の
案
内

を
彼
に
乞
お
う
。
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