
書

許

F
・
テ
l
ケ
イ
著

務
仁
協
子
課

「
中
園
の
悲
歌
の
誕
生
|
|
屈
原
と
そ
の
時
代
」

東
京
・
風
議
祉

一
九
七
二
年
五
月

三
四
八
頁

本
書
は
一
九
七
二
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
二
年
あ
ま

り
経
過
し
た
今
日
、
こ
の
書
物
に
劃
し
て
論
評
を
加
え
る
こ
と
は
、

い
さ
さ
か

H
季
節
は
ず
れ
H

の
感
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。

し
か

し
、
従
来
わ
が
園
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
、
ハ
ン
ガ
リ

ー
の
中
園
研
究
者
フ
ヱ
レ
ン
ツ
・
テ
l
ケ
イ
が
、
本
書
に
お
い
て
、

中
園
の

H
悲
歌
μ

の
流
れ
を
た
ど
ろ
う
と
し
た
果
敢
な
試
み
は
、
二

年
や
そ
こ
ら
の
歳
月
で
た
や
す
く
風
化
す
る
こ
と
な
く
、
中
園
文
事

を
研
究
封
象
と
す
る
も
の
に
向
か
っ
て
、
ー
と
り
わ
け
、
そ
の
論
考

の
す
す
め
方
・
方
法
論
の
面
に
お
い
て
|
、
な
お
ざ
り
に
し
が
た
い

古
く
て
新
し
い
問
い
を
投
げ
か
け
績
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
ま
し
て
本
書
は
、
原
題
を

z
〉
間
百
包
己
恥
何
回
伊
国
N
g
g
広田巾

l
M内
山
口

]
口
但
ロ
含
問
。

E
:
と
い
い
、

一
九
五
九
年
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
初
版

書

評

刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
)

わ
が
園
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
テ
l

ケ
イ
の
著
作
と
し
て
は
、
こ
の

ほ
か
『
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
』
(
未
来
社
・
一
九
七
一
年
十
一
月
)
が
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
羽
仁
協
子
氏
に
よ
っ
て
繭
書
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
テ
I
ケ
イ
が

M
中
園
文
事
μ
を
扱
う
さ
い

に
常
に
ベ

l
ス
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
中
園
濁
自
の

M
社
舎
的
経

済
的
基
礎
構
造
U

と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
彼
は
そ
れ
を
歴
史
的
に

ど
う
把
握
し
て
い
る
か
、
を
知
る
う
え
に
、
多
く
の
手
が
か
り
を
輿

え
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
テ
l
ケ
イ
が
展
開
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
的
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な
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
こ
そ
、

誕
生
』
で
、
悲
歌
を
生
み
だ
し
た
土
壌
、
つ
ま
り
周
代
社
舎
を
、
家

『
中
園
の
悲
歌
の

父
長
的
(
停
統
的
)
な
種
族
共
同
所
有
の
基
礎
の
う
え
に
築
か
れ
た

濁
特
の
過
渡
的
な
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
、
彼
の
理
論
の
根
擦
と

な
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

テ
l
ケ
イ
の
経
歴
や
業
績
に
つ
い
て
は
、
『
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
』

に
付
さ
れ
た
あ
と
が
き
の
中
に
、
羽
仁
氏
の
く
わ
し
い
説
明
が
あ
り
、

私
の
知
識
は
そ
れ
を
で
る
も
の
で
は
な
い
。
羽
仁
氏
に
よ
れ
ば
、
彼

は
一
九
三

O
年
ブ
ダ
ペ
ス
ト
生
ま
れ
、
ブ
ダ
ベ
ス
ト
大
事
の
東
洋
事
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科
で
シ
ナ
翠
を
専
攻
、
古
代
中
園
の
土
地
所
有
形
態
を
研
究
の
中
心

テ
ー
マ
に
選
ぴ
、
研
究
者
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
テ
I
ケ
イ
は
、
こ
う
し
た
中
園
祉
舎
の
構
造

に
劃
す
る
基
礎
的
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
文
皐
に
関
心
を
ふ
り
む
け
、

「
ル
カ

I
チ
の
弟
子
」
の
ひ
と
り
と
し
て
、
中
園
文
事
の
解
明
へ
と

向
か
う
。

右
の
よ
う
な
テ
1
ケ
イ
の
経
歴
は
、

本
書
『
中
園
の
悲
歌
の
誕

生
』
の
構
成
、
ぞ
の
論
旨
の
展
開
方
法
を
み
る
う
え
に
も
、
そ
う
と

う
重
要
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
彼
は
、

H

文
事
U

を
扱
う
さ
い
に

も
、
そ
の
基
本
的
護
想
の
あ
り
方
か
ら
し
て
、
言
葉
じ
た
い
を
手
が

か
り
に
賓
さ
い
の
作
品
を
解
明
し
、
作
品
の
構
造
の
本
質
を
内
在
的

に
探
究
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
外
界
つ
ま

り
作
品
が
成
立
し
た
時
代
や
嘗
時
の
祉
舎
構
造
を
ま
ず
解
き
明
か
し
、

そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た

(
外
界
の
)
法
則
性
を
手
が
か
り
と
し
て
、

賓
さ
い
の
文
皐
作
品
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
最
終
的
に
は
、
作
品
の
中

に
外
界
の
様
相
が
い
か
な
る
形
で
投
影
さ
れ
て
い
る
か
を
透
視
し
ょ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
テ
l
ケ
イ
の
思
考
・
研
究
方
法
は
、
要
す
る

に
徹
頭
徹
尾
H
外
(
祉
舎
・
歴
史
)
か
ら
内
(
文
撃
)
へ
U

方
式
な
の

だ
。
そ
し
て
、
こ
の
方
式
は
、
本
書
の
魅
力
を
生
み
だ
し
て
い
る
と

同
時
に
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
裏
腹
な
疑
念
や
危
倶
を
護
者
に
抱
か

せ
る
も
と
と
も
な
っ
て
い
る
。

『
中
園
の
悲
歌
の
誕
生
』
の
最
大
の
魅
力
、
そ
れ
は
な
ん
と
い
っ

て
も
著
者
た
る
テ
l
ケ
イ
の
抜
群
の
論
理
構
築
力
に
あ
る
。
中
園
文

撃
史
上
に

H
悲
歌
μ

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
設
定
せ
ん
と
し
て
、
彼
は
、

『
穆
天
子
停
』
・
『
老
子
』
・
『
荘
子
』
・
『
詩
樫
』
の
一
部
等
の
作
品
の

底
に
響
く
悲
歌
的
な
調
子
の
一
音
源
を
探
る
操
作
か
ら
始
め
て
、
『
楚

鮮
』
に
お
い
て
こ
の
悲
歌
的
な
調
子
が
高
度
な
ジ
ャ
ン
ル
的
完
成
を
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選
げ
た
と
結
論
づ
け
る
に
い
た
る
ま
で
、
終
始
一
貫
し
て
個
々
の
エ

レ
ジ
l
的
作
品
の
内
容
と
形
式
を
、
枇
舎
的
現
貫
・
祉
舎
構
造
と
劉

臆
さ
せ
つ
つ
分
析
し
て
い
く
作
業
を
、
責
に
根
気
よ
く
績
行
す
る
。

」
う
し
た
努
力
の
果
て
に
現
出
す
る
社
合
同
文
率
、
の
劃
雁
関
係
は
、

ひ
と
に
爽
や
か
な
知
的
快
感
を
興
え
る
ほ
ど
整
然
と
し
て
い
る
。

し

か
し
、
爽
や
か
す
ぎ
る
論
断
と
い
う
も
の
は
、
ま
た
つ
ね
に
疑
惑
、

げ
話
が
で
き
す
ぎ
て
い
る
U

と
い
う
感
じ
、
を
興
え
る
も
の
だ
。

こ
の
感
じ
は
、
た
と
え
ば
、
テ
l

ケ
イ
の
思
考
の
型
さ
え
把
握

で
き
れ
ば
、
!
極
端
な
い
い
方
だ
け
れ
ど
も
|
こ
の
書
物
に
引
用
さ



れ
て
い
る
移
し
い
賓
さ
い
の
作
品
例
を
、
全
部
讃
ま
ず
に
す
っ
飛
ば

つ
ま
り
き
わ
め
て
祉
曾
的
考
察
に
富
む
テ
l

ケ
イ

の
論
述
、
だ
け
を
誼
ん
だ
と
し
て
も
、
中
園
の
悲
歌
は
い
か
に
し
て
誕

生
し
護
展
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
わ
か
つ
て
し
ま
う
と
い
う
貼

で
決
定
的
に
な
る
。
作
品
に
鏑
れ
も
せ
ず
し
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
わ

か
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
文
撃
を
扱
う
論
文
と
し
て
は
、

し
て
、
地
の
文
、

ゆ
ゆ
し
き
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
論
者
の
側
に
前
も

っ
て
あ
る
思
考
の
型
が
あ
り
、
そ
の
型
を
賓
さ
い
の
作
品
に
か
ぶ
せ

た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
・
。
こ
れ
で
は
議
論

の
順
序
が
逆
で
あ
り
、
前
提
が
ひ
つ
く
り
か
え
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

い
わ
ば
テ
l

ケ
イ
は
、
あ
る
思
考
の
型
|
つ
ま
り
マ

ル
ク
ス
主
義
的
な
枇
曾
構
造
に
関
す
る
理
論
、
お
よ
び
そ
れ
と
不
可

分
の
つ
な
が
り
を
持
つ
文
皐
萎
術
に
劃
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
慮

方
婆
ー
を
惇
家
の
賓
万
と
し
て
ふ
り
か
ざ
し
、
世
合
同
構
造
と
の
絡
み

具
合
か
ら
い
っ
て
、

げ
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
H

と
す
る
地
離
か

ら
、
作
品
分
析
を
始
め
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
の
だ
。
こ
う
し
た
や
り
方
で
は
、
テ
l
ケ
イ
が
求
め
て
や
ま
な
い

社
舎
と
文
撃
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
は
、

つ
い
に
護
見
で
き
な
い
の

書

許

で
は
な
か
ろ
う
か
。

具
睦
的
に
検
討
を
す
す
め
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
悲
歌
の
ジ
ヤ

ン
ル
の
中
で
最
高
の
レ
ベ
ル
を
も
っ
と
し
て
、
高
い
許
債
を
興
え
ら

れ
る
『
楚
鮮
』
の
作
品
群
を
分
析
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
テ
l

ケ

イ
は
、
作
品
に
直
接
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
(
と
す
る
)
、
作
者
「
屈

原
」
の
個
人
的
運
命
を
よ
み
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
個

人
屈
原
の
悲
劇
を
生
ん
だ
時
代
・
枇
舎
の
特
殊
性
を
ひ
ろ
い
だ
そ
う

と
す
る
こ
と
に
、
性
急
で
あ
り
す
ぎ
る
。

『
楚
鮮
』
の
作
者
イ
コ
ー
ル
屈
原
と
断
ず
る
停
統
的
解
樟
を
し
り
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ぞ
け
、
そ
れ
を
、
時
代
の
激
動
の
中
に
お
か
れ
た
複
数
の
人
び
と
の

世
界
へ
の
問
い
か
け
、

一
種
の
共
同
幻
想
の
結
晶
で
あ
る
と
す
る
大

謄
な
俵
読
を
提
出
し
た
小
南
一
郎
氏
(
筑
摩
書
房
・
中
園
詩
文
選
六
『
楚

僻
』
・
一
九
七
三
年
七
月
)
と
は
針
照
的
に
、
テ
l

ケ
イ
は
、
王
逸
以
来

の
停
統
的
解
轄
を
踏
襲
し
て
、
大
々
的
に
『
楚
鮮
』
作
者
屈
原
を
前

面
に
押
し
だ
し
て
、
論
陣
を
は
っ
て
い
る
。

『
楚
鮮
』
の
作
者
に
つ

い
て
は
古
来
議
論
も
多
い
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
し
も
嘗
面
の
問
題
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
テ
l

ケ
イ
の
場
合
は
『
楚
僻
』

(
こ
と
に
「
九
歌
」

「
九
章
」

「
離
騒
」
)
が
屈
原
の
作
品
で
な
け
れ
ば
、
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そ
も
そ
も
論
が
成
立
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
作
者
認
定
の

操
作
が
あ
ま
り
に
も
無
造
作
で
あ
り
性
急
に
す
ぎ
る
と
い
え
る
ο

作
者
認
定
の
操
作
は
次
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
。
テ
l
ケ
イ
は
ま

ず
第
二
部
屈
原
の
胃
頭
に
、

「
そ
の
時
代
・
園
・
生
涯
」
と
題
す
る

章
を
設
け
、
そ
こ
で
『
史
記
』
の
屈
原
列
俸
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
つ

っ
、
屈
原
が
零
落
を
齢
儀
な
く
さ
れ
た
生
ま
れ
な
が
ら
の
貴
族
で
あ

る
こ
と
、
政
治
的
に
は
法
家
的
立
場
に
立
た
ん
と
し
て
い
た
こ
と
、

を
述
べ
、
こ
う
し
た
時
代
の
矛
盾
を
一
身
に
ひ
き
う
け
、
典
型
的
位

相
に
立
っ
た
彼
の
出
現
に
よ
っ
て
、
詩
人
と
い
う
も
の
が
始
め
て
、

「
全
古
代
中
園
い
や
さ
ら
に
全
古
代
東
洋
の
護
展
の
悲
劇
の
な
ん
た

る
か
ま
で
を
み
き
わ
め
る
に
い
た
る
」
(
一
三
七
頁
)
と
ぶ
ち
あ
げ
る
。

偉
大
な
る
屈
原
グ

か
く
し
て
前
面
に
押
し
だ
さ
れ
る
屈
原
像
を
紹

封
の
前
提
と
し
て
、
テ
l
ケ
イ
は
『
楚
辞
』
の
作
品
群
の
分
析
に
突

入
す
る
。

『
楚
酔
』
の
分
析
は
「
九
歌
」
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
テ
l
ケ
イ
は
、

か
な
り
の
分
量
の
引
用
を
績
行
し
「
九
歌
」
が
い
か
に
屈
原
の
運
命

と
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
強
調
し
た
あ
げ
く
、
「
『
九
歌
』

の
引
用
に
充
分
の
場
を
割
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
い
か
に
屈
原
の
作

品
で
あ
る
か
を
み
た
い
が
た
め
で
あ
る
」
(
二
ハ
一
頁
)
と
述
べ
、
「
『
九

歌
』
の
賛
歌
的
エ
レ
ジ
ー
は
、
は
か
な
い
望
み
、
火
と
も
え
る
熱
望
、

激
情
の
ほ
と
ば
し
り
、
諦
念
、
夢
想
、
幻
滅
を
、
作
者
の
運
命
と
結

び
つ
い
た
個
性
的
調
子
で
う
た
っ
て
い
る
」
(
一
六
一
頁
)
と
華
麗
な

い
い
ま
わ
し
で
結
論
付
け
る
。
だ
が
、
『
九
歌
』
の
ど
の
く
だ
り
が
、

ど
の
よ
う
に
、
は
か
な
い
望
み
を
、
火
と
も
え
る
熱
望
を
、
個
性
的

な
調
子
で
う
た
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
酷
に
な
る
と
、
具
睡
的
な
指

摘
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
テ
l
ケ
イ
は
、
ベ
ア
ト
リ
l
チ
エ
と

し
て
の
懐
壬
へ
の
思
慕
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
た
だ
屈
原
の
停
記
を
、
無
造
作
に
「
九
歌
」
の
詩
句
に
重
ね
あ
わ
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せ
た
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、

「
九
歌
」
に
お
け
る
屈
原
固
有
の
個

性
的
な
調
子
を
示
す
確
た
る
根
擦
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

テ
l
ケ
イ
の
作
者
認
定
操
作
に
お
け
る
、
か
く
の
ご
と
き
無
造
作

さ
・
性
急
さ
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
、
屈
原
こ
そ
祉
舎
の
矛
盾
を

身
に
ひ
き
う
け
、
典
型
的
な
悲
劇
の
生
涯
を
迭
っ
た
人
物
で
あ
る
と

す
る
前
提
が
強
烈
に
働
き
す
ぎ
た
た
め
に
、
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

「
九
歌
」

(
他
の
『
楚
鮮
』
の
作
品
も
含
め
て
)

は
時
代
の
悲
劇
性

を
も
っ
と
も
感
動
的
に
表
現
し
え
た
大
エ
レ
ジ
ー
で
あ
る
、
こ
の
大



エ
レ
ジ
ー
の
作
者
は
、
典
型
的
人
物
で
あ
る
「
屈
原
」
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
、
と
い
う
ふ
う
に
、
彼
の
論
理
は
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
こ
こ
で
も
、
前
提
と
結
論
が
奇
妙
な
具
合
に
轄
倒
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
賓
さ
い
の
作
品
と
祉
舎
的
現
賓
を
直
接
的
に
封
躍
さ
せ
よ

う
と
す
る
テ
I
ケ
イ
の
性
急
さ
は
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
に
も
見
い

だ
さ
れ
る
。

「
離
騒
」
の
、
霊
気
が
主
人
公
の
遠
逝
を
吉
と
占
う
部
分
に
封
し

て
、
テ
l

ケ
イ
は
こ
う
解
揮
を
興
え
る
。

「
こ
の
一
必
師
は
屈
原
に
、

ほ
か
で
も
な
い
、
楚
の
園
を
捨
て
、
他
園
に
そ
の
理
念
の
理
解
者
を

求
め
る
べ
き
だ
と
忠
告
す
る
。
(
中
略
)
秦
の
法
家
が
屈
原
を
誘
惑
す

る
。
秦
に
赴
か
ね
ば
な
ら
ぬ

l
」
(
一
九
五
頁
)
し
か
し
最
終
的
に
は
、

「
屈
原
」
は
遠
逝
に
終
止
符
を
う
ち
、
も
と
の
地
時
に
民
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
テ
l
ケ
イ
は
い
う
。

「
紳
秘
的
超
自
然
的
力
、
停
説
的
存

在
に
助
け
ら
れ
て
出
護
し
、
西
へ
向
か
う
(
こ
れ
も
ば
あ
い
に
よ
っ

て
は
秦
を
指
し
う
る
/
)
(
中
略
)
屈
原
は
、
な
ぜ
秦
に
行
く
こ
と
が

で
き
な
い
の
か
?
」
(
二

O
O頁
)

「
離
騒
」
の
詩
句
だ
け
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
作
品
世
界
を
凝
視

書

評

、

す
る
時
、
そ
こ
に
は
法
家
も
秦
も
け
っ
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
な

ぃ
。
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
た
だ
、
ミ
ス
テ
ィ
ヅ
ク
な
朕
況
に
お
い

て
、
何
か
名
づ
け
え
ぬ
も
の
を
ひ
た
す
ら
追
求
し
て
訪
僅
を
績
け
る

者
の
、
名
状
し
が
た
い

H
あ
る
心
の
状
態
H

の
み
で
あ
る
。
追
求
の

封
象
と
な
っ
て
い
る
名
づ
け
え
ぬ
も
の
l
作
者
が
む
し
ろ
故
意
に
名

づ
け
よ
う
と
せ
ぬ
も
の
|
に
、
秦
と
か
法
家
と
か
の
名
を
興
え
る
こ

と
に
い
っ
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
性
急
に
枇
曾
的

現
賓
と
詩
的
現
賓
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
詩
的
作
品
を

解
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
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テ
l
ケ
イ
は
さ
ら
に
績
け
て
、

「
屈
原
」
が
秦
に
い
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
は
、
第
一
に
、
彼
が
貴
族
階
級
の
出
身
で
あ
っ
て
最

終
的
に
法
家
に
な
り
き
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
第
二
に
法
家
も

ま
た
結
局
は
中
園
枇
舎
の
本
質
を
認
識
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
た

め
で
あ
る
と
す
る

Q

「
屈
原
」
は
法
家
よ
り
も
は
る
か
に
員
に
進
歩

的
で
あ
っ
た
と
、
テ
l

ケ
イ
は
い
う
の
だ
。

「
屈
原
」
こ
そ
は
天
才

的
洞
察
力
に
よ
っ
て
、

「
周
代
吐
舎
の
最
大
の
矛
盾
、
(
中
略
)
つ
ま

り
、
祉
舎
の
ア
ジ
ア
的
後
進
性
に
気
づ
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」

(二

O
一
頁
)
と
。
テ
l

ケ
イ
が
ど
う
や
ら
熱
烈
な
「
屈
原
」
フ
7

ン



中
園
文
皐
報

第
二
十
四
mm

で
あ
り
、
晶
展
の
引
倒
し
に
傾
く
き
ら
い
が
あ
る
黙
を
割
引
い
て
考

え
た
と
し
て
も
、
こ
の
解
曹
は
う
が
ち
過
ぎ
て
お
り
、
ひ
ど
く
散
文

的
だ
。
そ
し
て
「
離
騒
」
の
詩
的
表
現
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
を

引
き
出
す
の
は
、
お
そ
ら
く
決
定
的
に
不
可
能
で
あ
る
。

ま
た
同
じ
「
離
騒
」
の
見
の
部
分
|
そ
れ
は
ふ
つ
う
「
屈
原
」
の

自
殺
を
暗
示
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
ー
を
と
り
あ
げ
、
テ
l

ケ
イ
は

林
庚
や
ホ
l

ク
ス
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
そ
れ
が
け
っ
し
て
自
殺

議
告
で
は
な
い
と
し
、

「
員
理
の
探
究
は
、

い
か
な
る
ば
あ
い
に
も

あ
き
ら
め
て
は
な
ら
な
い
、
進
歩
の
立
場
は
、
紹
望
的
拭
況
に
あ
っ

て
も
な
お
放
棄
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
結
ぶ

Q

こ
う
し
た
論
の
す

す
め
方
は
、
進
歩
的
貴
族
「
屈
原
」
へ
の
ア
ジ
テ
l
シ
ョ
ン
た
り
え

て
も
、

「
屈
原
」
の
作
品
に
内
在
す
る
方
向
性
を
採
り
あ
て
、
確
認

す
る
こ
と
に
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

私
は
テ
l
ケ
イ
の

H
外
か
ら
内
へ
U

方
式
に
ま
つ
わ
る
疑
念
を
表

明
す
る
こ
と
に
急
で
あ
り
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。

い
い
わ
け
め
い

て
聞
こ
え
て
は
心
外
だ
が
、
こ
う
し
た
疑
問
黙
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
テ
l
ケ
イ
の
こ
の
著
作
に
、
ま
こ
と
に
人
を
ひ
き
つ
け
て
や

ま
な
い

H
イ
ン
タ
レ
ス
ト
U

が
巌
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
ま

た
、
い
わ
ず
も
、
か
な
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
も
う
一
つ

だ
け
疑
念
を
提
出
し
、
結
び
に
か
え
た
い
と
思
う
。

本
書
の
最
終
章
「
エ
レ
ジ
ー
の
理
論
に
つ
い
て
」
で
、
テ
l

ケ
イ

は
悲
歌
に
つ
い
て
の
系
統
だ
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
論
を
展
開
し
て
い
る

Q

こ
こ
で
彼
は
悲
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
を
、
理
論
的
に
は
挫
折
し
た
(
不
完

全
な
)
鉄
事
形
式
描
寓
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
質
的
な

社
曾
的
歴
史
的
闘
連
を
把
握
・
表
現
し
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
中
間

ジ
ャ
ン
ル
(
エ
ピ
コ
・
リ
リ
ッ
ク
)
的
性
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
き
債
値

を
持
つ
ジ
ャ
ン
ル
に
な
り
う
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
本
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書
に
お
い
て
、
中
園
古
代
文
撃
で
は
な
ぜ
エ
ポ
ス
が
成
立
し
な
か
っ

た
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
か
ら
出
護
し
て
、
不
完
全
な
エ
ポ
ス
が

悲
歌
へ
傾
斜
し
て
い
き
、
や
が
て
濁
自
の
債
値
を
も
っ
悲
歌
ジ
ャ
ン

ル
が
成
立
し
て
い
く
過
程
を
、
克
明
に
た
ど
っ
た
テ
l
ケ
イ
の
立
場

を
端
的
に
表
明
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
彼
は
悲
歌
の
持

た
ね
ば
な
ら
ぬ
形
式
・
内
容
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
一
定
の
長
さ

が
あ
る
こ
と
(
て
た
の
妓
事
的
庚
さ
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
)
、
第

二
に
、
深
い
思
考
的
内
容
を
盛
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
、
を
あ
げ
る
。

し
か
し
、
こ
の
理
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
形
式
と
内
容
を
規
定



し
、
悲
歌
な
る
ジ
ャ
ン
ル
を
設
定
し
て
、
文
事
史
上
の
作
品
を
選
別

し
区
分
け
す
る
こ
と
が
そ
ん
な
に
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
私
に

は
と
て
も
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。
形
式
が
ど
う
で
あ
れ
|
そ
れ
、
が

長
か
ろ
う
が
短
か
か
ろ
う
が
ー
ま
た
般
事
的
で
あ
ろ
う
が
行
情
的
で

あ
ろ
う
が
エ
ピ
コ
・
リ
リ
カ
ル
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
紋
述
が
す
で
に

失
わ
れ
た
至
一
幅
(
個
人
的
な
場
合
・
一
砿
舎
的
な
場
合
を
含
め
て
)
の
時
を
ひ

そ
や
か
に
追
い
求
め
、
深
い
悲
哀
の
相
を
帯
び
て
い
る
な
ら
、
そ
れ

エ

ν
・ノー

ら
の
作
品
は
す
べ
て
悲
歌
的
だ
と
い
え
、
だ
か
ら
こ
と
さ
ら
に
げ
悲

メ

I歌
H

と
い
う
賞
瞳
の
な
い
概
念
を
、
個
々
の
作
品
に
か
ぶ
せ
て
分
類

し
て
み
て
も
、
つ
い
に
文
撃
の
本
質
に
は
迫
り
え
な
い
の
で
は
な
い
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か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
だ
。

羽
仁
協
子
氏
の
苦
心
の
融
課
は
日
本
語
と
し
て
も
よ
く
こ
な
れ
て

、i

》
0

・L
V
d
d
q

た
だ
、
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ

l
ム
、
た
と
え
ば
悲
歌
ー
ー
ー
エ
レ

ジ
l
、
紋
事
詩
|
|
エ
ポ
ス
、
護
教
諭
l
l
1
ア
ポ
ロ
ジ

l
等
々
が
ま

ち
ま
ち
に
使
わ
れ
て
お
り
、
い
ま
少
し
法
則
性
が
あ
れ
ば
、
と
望
ま

れ
た
。

(
京
都
大
事

井
波
律
子
)

書

評




