
『

C
-
W伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』

と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

ー
ー
ー
リ
ル
ケ
の
中
期
か
ら
晩
年
へ
の
詩
境
の
展
開

(
そ
の
一
ニ
)
1
1
1

稲

田

伊

久

穂

時
間

(
N
S)
を
め
ぐ
っ
て

前
稿
(
そ
の
ニ
)

で、

フ
ィ
グ
1
ル
の
問
題
を
検
討
し
た
と
き

こ
の
詩
集
を
も
含
め
た
晩
年
の
フ
ィ
グ
!
ル
の
特
質
に
は
、

な

か
で
も
星
座
の
フ
ィ
グ
l
ル
に
は
、
高
次
の
時
間
性
の
問
題
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
、

フ
ィ
グ
|
ル
の
側
か
ら
そ
の
都
度

必
要
と
思
わ
れ
る
程
度
の
考
察
を
し
て
き
た
。
ま
た
、
前
稿
の
中
心
テ
1
7
と
の
関
連
で
言
及
し
た
「
世
界
内
部
空
間
」
も
、
空
間

的
な
特
質
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
的
な
特
質
を
も
持
っ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
詩
集
『
C
-
W
伯
爵

の
遺
稿
よ
り
』
を
全
体
か
ら
見
る
と
、
時
閣
の
問
題
を
と
り
扱
っ
た
詩
は
、
前
稿
で
触
れ
た
こ
篇
の
他
に
、

後
の
詩
『
な
ん
と
奇
妙
な
言
葉
よ
:
:
:
』
(者

5
号
壬
与
ま
巧
O
円同:)、

:
・
』
(
。

2
L
2
岡
山

Z
「

)

、

な
か
で
も
、
第
一
部
最

第
二
部
第
七
の
詩

『
お
お

は
る
を
つ
げ
る
鳴
き
声
が

第
二
部
最
後
の
詩
『
と
き
と
し
て
苗
床
を
お
お
う
ガ
ラ
ス
屋
根
に
:
:
:
』
(
。
P
5
辛
口

M
E
E
E与

「
c
・W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

-'-ノ、



六
四

円
凶

2
2
E
2
}内
丹
市
ロ
回

2
5:
})
の
三
篇
が
あ
り
、

数
か
ら
言
っ
て
も
総
数
二
十
一
篇
の
な
か
の
五
篤
と
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い

る
と
と
も
に
、
後
者
の
三
篇
は
時
閣
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
と
り
組
ん
で
お
り
、

こ
う
し
た
こ
と
だ
け
か
ら
で
も
ベ
ル
ク
の
館
の
リ

リ
ル
ケ
の
晩
年

の
全
詩
作
は
、
高
次
の
時
間
概
念
の
問
題
性
を
詩
的
手
段
を
用
い
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
壮
大
な
試
み
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、

ル
ケ
に
は
時
間
の
問
題
が
い
か
に
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
か
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ベ
l
ダ
・
ア
レ
マ
ン
は
、

リ
ル
ケ
の
よ
う
に
人
間
存
在
の
不
安
を
認
識
し
、

そ
れ
を
お
の
れ
の
生
涯
の
詩
業
を
か
け
て
克
服
し
よ
う
と
し
た
詩
人
に
は
、
無
常

な
る
存
在
を
絶
え
ず
支
配
し
て
い
る
時
閣
の
問
題
か
ら
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
人
間
存
在
の
問
題
は
リ
ケ
ル
に
と
っ
て
、

そ
の
根
底
で
は
時
間
性

(
N
Z
z
n
y
r
S
)
の
問
題
で
あフ
る官リ
L.Y I 

とド
述リ
<<ヒ
て・
いボ
る Jレ
カ~ J 
、ウ

こも
れ、

は
哲
学
の
側
か
ら
リ
ル
ケ
に
お
し
つ
け
た
も
の
で
は
な
く
、
リ
ル
ケ
の
詩
作
に
即
し
た
彼
の
研
究
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
り
、

こ
う
し
た
リ
ル
ケ
の
問
題
を
的
確
に
と
ら
え
た
洞
察
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
リ
ル
ケ
の
場
合
、
時
閣
の
問
題
は
そ
の
問
題
だ
け
に
終

わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
詩
作
の
年
輪
を
重
ね
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、

と
く
に
中
期
あ
た
り
か
ら
、
我
々
地
上
な
る
存
在
が
さ
ら
さ

れ
て
い
る
時
間
へ
の
意
識
あ
る
い
は
認
識
の
仕
方
と
、

そ
れ
へ
の
詩
人
の
対
応
の
方
向
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
彼
の
詩
作

態
度
の
恨
底
に
お
お
き
く
作
用
し
て
ゆ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

乙
の
小
論
で
は
、

『

C
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
」
を
中
心
に
し
て
、

そ
れ
に
先
駆
す
る
中
期
と
後
続
す
る
時
期
を
も
見
な
が
ら
、

時
聞
に
た
い
す
る
リ
ル
ケ
の
思
想
と
、

そ
れ
と
の
詩
作
の
関
連
と
を
追
究
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

リ
ル
ケ
の
詩
の
世
界
が
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
時
閣
の
側
か
ら
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

乙
れ
に
よ
っ
て
、

リ
ル
ケ
の
中
期
・
後
期
の
存
在
の
問
題
を
核

と
す
る
詩
の
世
界
が
多
少
な
り
と
も
解
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、

そ
の
中
に
お
け
る
ベ
ル
ク
の
館
で
の
リ
ル
ケ
の
位
置
を
明
ら
か
に
す

る
何
ら
か
の
資
料
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



そ
れ
で
は
、
リ
ル
ケ
の
晩
年
を
特
色
づ
け
る
時
間
概
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
。
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
図
式

化
し
て
捕
え
る
と
、

そ
れ
は
、

刻
々
と
過
去
へ
と

「
流
れ
去
る
時
間
」
(
企
巾
伊

Z
E『

g
母

NS)、
我
々
地
上
な
る
存
在
が
さ
ら

さ
れ
て
い
る
「
無
常
の
時
間
」
(
企
巾

2
昌
吉
岡
-
E
5
N
2
C、

い
わ
ゆ
る
時
計
や
カ
レ
ン
、ダ
l
で
「
数
え
ら
れ
る
時
間
」
と
、

も
は

や
区
分
し
て
数
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

過
去
・
現
在

・
未
来
が
不
可
分
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
一
局
次
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
(
丘
巾

2
1pfZ丹
市

N
S同
)

「全
数
の
時
間
」
(
企
巾
〈
o
-
-
NP
Y--m
な
N
岳
)
と
の
両
極
性
を
も
っ

て
い
る
。

前
者
は
日
常
の
時
間
意
識
か
ら
な
り

た
っ
て
い
る
も
の
で
、

と
く
に
リ
ル
ケ
の
場
合
地
上
な
る
存
在
の
有
限
性
(
無
常
)

へ
の
認
識
と
つ
よ
く
結
び
つ
い
て
意
識
さ
れ
て

い
る
普
通
一
般
の
時
間
概
念
で
あ
る
。
後
者
は
、
詩
作
に
お
け
る
前
者
へ
の
克
服
と
い
う
と
と
ろ
か
ら
晩
年
に
お
い
て
到
達
し
た
高

次
の
時
閣
の
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
と
こ
で
は
、

ま
ず
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
く
と
と
だ
け
に
と
ど
め
、

『

C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ

り
』
の
詩
を
検
討
す
る
前
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ζ

の
よ
う
な
時
間
思
想
へ

と
到
達
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
見
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

乙
の
時
代
に
先
駆
す
る
中
期
で
は
、

リ
ル
ケ
の
時
間
意
識
、

そ
れ
へ
の
詩
人
と
し
て
の
対
応
の
方
向
、

そ
こ

か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
新
し
い
時
間
思
想
な
ど
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
晩
年
の
一
局
次
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
概
念

と
の
関
連
に
お
い
て
素
通
り
す
る
ζ

と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
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乙
の
黄
色
に
咲
く
パ

ラ
を

昨
日
あ
の
少
年
が
ぼ
く
に
く
れ
た
、

今
日
ぼ
く
は
こ
の
同
じ
パ
ラ
を

少
年
の
新
し
い
墓
へ
捧
げ
に
ゆ
く
。

ど
ら
ん
、
葉
に
は
ま
だ
小
さ
な
雫
が

輝
き
な
が
ら
か
か
っ
て
い
る
。

そ
れ
も
今
日
は
涙
の
し
づ
く
ー
ー
ー

昨
日
は
露
で
あ
っ
た
の
に
・
:

乙
の
詩
は
、
ど
く
初
期
の
一
八
九
四
年
故
郷
の
プ
ラ
l
ク
で
書
か
れ
た
詩
で
あ
る
。

乙
の
詩
で
は
「
時
間
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ

「
昨
日
」
と
「
今
日
」
と
い
う
時
の
経
過
の
う
ち
に
、
う
い
う
い
し
い
生
か
ら
死
へ
と
転
ず
る
は
か
な
さ
が
印

れ
て
は
い
な
い
が
、

象
風
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

ζ

こ
で
は
、
存
在
や
時
間
そ
の
も
の
が
深
い
意
識
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
流
れ
去
る
時
間
へ
の

意
識
が
生
の
は
か
な
さ
と
い
う
内
容
で
と
ら
え
ら
れ
、
時
間
は
否
定
的
に
感
じ
と
ら
れ
て
い
る
。
乙
う
し
た
「
流
れ
去
る
時
間
」
を

ま
っ
た
く
否
定
的
に
と
ら
え
る
思
想
の
基
調
は
、
ベ
ル
ク
の
館
ま
で
続
い
て
い
る
が
、

『
時
待
詩
集
』
あ
た
り
に
な
る
と
よ
り
強
く



現
わ
れ
、
次
い
で
中
期
の
パ
リ
時
代
に
ば
、
存
在
の
不
安
へ
の
認
識
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、

そ
れ
へ
の
克
服
が
問
題
と
な
り
、

そ

れ
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
時
間
へ
の
対
応
が
問
題
と
な
り
始
め
て
く
る
。

パ
リ
時
代
で
は
、

「
流
れ
去
る
時
間
」
へ
の
意
識
は
、

明
確
な
認
識
に
ま
で
深
ま
っ
て
い
る
。

『
マ
ル
テ
の
手
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
隣
人
ニ
コ
ラ
イ
・
ク
ス
ミ
ッ
チ
の
時
間
体
験
の
話
が

記
さ
れ
て
い
る
。

「
し
か
し
そ
の
と
き
妙
な
こ
と
が
起
と
っ
た
。
と
つ
ぜ
ん
彼
の
顔
に
風
の
よ
う
に
吹
き
よ
せ
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
、
彼
の
耳
を

な
で
て
は
吹
き
す
ぎ
て
い
っ
た
、
手
に
も
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
た
。
彼
は
目
を
大
き
く
み
ひ
ら
い
て
み
た
。
窓
は
か
た
く
閉
じ
て
い
た
。

そ
乙
で
彼
は
暗
い
部
屋
の
な
か
で
大
き
く
目
を
み
ひ
ら
い
て
坐
っ
て
い
る
と
、
分
か
り
は
じ
め
て
き
た
。

い
ま
感
じ
と
っ
て
い
る
の

が
、
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
現
実
の
時
間
企
ぽ
き
『
E
月

Z
N
2
)
な
の
だ
と
。

彼
は
時
閣
の
形
態
を
認
識
し
た
の
だ

一
秒
一
秒
ど
れ

も
お
な
じ
よ
う
に
生
温
か
く
、
次
々
と
お
な
じ
よ
う
に
じ
つ
に
速
く
、

じ
つ
に
す
速
く
過
ぎ
去
る
の
を
。
;
:
:
〔
中
略
〕

:
:
:
ζ
う

し
て
じ
っ
と
部
屋
に
坐
っ
て
い
て
も
、
時
閣
の
方
は
た
え
ず
こ
の
よ
う
に
吹
き
過
ぎ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
、

く
」
。
し
か
し
、

一
生
の
あ
い
だ
休
み
も
な

一一
コ
ラ
イ
・
ク
ス
ミ
ッ
チ
の
時
間
体
験
は
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
立
ち
上
が
っ
た
彼
の
足
の
裏
に
も
、

な
に
か
交
錯
し
あ
っ
て
揺
れ
る
運
動
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
地
球
の
運
動
で
あ
っ
た
。
過
敏
に
な
っ
た
彼
の
感
覚

に
は
も
は
や
立
っ
た
ま
ま
で
耐
え
る
と
と
が
で
き
な
く
な
り
、

そ
れ
以
来
彼
は
じ
っ
と
寝
た
き
り
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、

我
慢
で
き
る
ほ
ど
揺
れ
の
少
な
い
白
に
は
、
彼
は
詩
を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。

「
こ
ん
な
ふ
う
に
詩
を
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
ゆ
く
、

ど
の

脚
韻
に
も
一
様
な
ア
ク
セ
ン
ト
を
お
き
な
が
ら
口
ず
さ
ん
で
ゆ
く
と
、

な
に
か
不
動
の
も
の

(
2
=
E
ω
g
z
g日
)
が
生
ま
れ
て
き
て
、

そ
れ
を
じ
っ
と
見
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
」
。

ニ
コ
ラ
イ
・
ク
ス
ミ
ッ
チ
の
時
間

む
ろ
ん
心
の
内
で
分
か
る
こ
と
で
あ
る
が

体
験
は
乙
の
よ
う
な
と
と
ろ
に
ゆ
き
つ
い
て
い
る
。

『
c
・
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
く
っ
て

六
七



六
八

彼
が
足
の
裏
に
感
じ
た
地
球
の
運
動
と
は
、

乙
の
話
全
体
の
筋
か
ら
見
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
時
間
そ
の
も
の
を
感
覚
で
は
捕
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
風
の
流
動
と
お
な
じ
く
時
間
の
表
象
化
で
あ
る
。
も
と
も
と
時
間
そ
の
も
の
は
、
我
々
の
す
べ
て
の
感

覚
を
動
員
し
て
も
捕
え
る
と
と
も
、
計
る
乙
と
も
で
き
ず
、
も
っ
ぱ
ら
時
聞
が
そ
れ
に
か
か
わ
る
運
動
や
変
化
に
お
い
て
し
か
捕
え

る
乙
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
は
、

マ
ル
テ
を
し
て
、

乙
の
ニ
コ
ラ
イ
・
ク
ス
ミ
ッ
チ
を
「
好
ま
し
い
隣
人
」
と
呼
ば

せ
て
強
い
親
近
感
を
寄
せ
て
い
る
と
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

リ
ル
ケ
が
乙
れ
と
そ
っ
く
り
の
体
験
を
し
た
の
で
は
な
い
と
し
て

も
、
そ
乙
に
は
や
は
り
リ
ル
ケ
自
身
の
「
流
れ
去
る
時
間
」
へ
の
痛
切
な
認
識
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
注
目
す
ベ

き
と
と
は
、

乙
の
話
の
最
後
の
所
て
、
詩
を
読
む
乙
と
に
よ
っ
て
「
不
動
の
も
の
」
を
得
る
と
い
う
、
流
れ
去
る
時
間
へ
の
一
つ
の

対
応
策
が
で
て
き
て
い
る
ζ

と
で
あ
る
。
詩
人
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
詩
の
創
作
で
あ
る
。
そ
ζ

に
は
、
流
れ
去
る
時
間
へ
の
対
抗
あ

る
い
は
超
克
を
詩
そ
の
も
の
の
な
か
に
求
め
よ
う
と
す
る
詩
人
リ
ル
ケ
の
志
向
を
も
見
て
と
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。
事
実
、
中
期
の

一
方
で
は
日
常
の
流
れ
去
る
時
間
と
は
別
の
時
間
、

ゆ
く
一
局
次
の
時
間
と
、
他
方
で
は
時
聞
を
超
越
し
た
永
遠
と
い
っ
た
、

つ
ま
り
晩
年
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
概
念
に
つ
な
が
っ
て

リ
ル
ケ
に
は

「
流
れ
去
る
時
間
」
に
対
抗
す
る
こ
つ
の
思
想
が
生
ま
れ
て

乙
乙
で
、
前
者
の
一
局
次
の
時
聞
が
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、

げ
ら
れ
た
『
日
時
計
の
天
使
』
(
H
¥
〉
口
明
門
吉
冨
昨
江
門
出

g)
を
歌
っ
た
詩
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

『
新
詩
集
』
の
な
か
か
ら
、

シ
ャ
ル
ト
ル
の
大
聖
堂
に
掲

き
て
い
る
。

ソ
ネ
ッ
ト
形
式
で
書
か
れ
た
乙

の
詩
の
第
二
節
第
三
行
以
後
の
引
用
で
あ
る
。
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h
w
Z『
【
同
市
同
仏
巾
mw
叶
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市

M
m伊
ロ

N
m
N和
町
H
-
N
C
m明
日

2
n
y

区
内
』
円

F
3吋
E
-円
}MW
師
同
巾

Z
E
Z
A
M『
巾

自

の

]

民

円

y
m巾
三
円
宮
市
暗

色
明
者

bPRロ
と
-
巾
∞
宮
口
門
戸
市
ロ
吋

2
『

C
B乱

B
F円

}
M

・

ぜ
〈

2
4
3
E
E
"
∞同
2
5
5
F
4
0ロ戸
E
R
E
F
-
H
M
V

あ
な
た
は
ま
る
で
気
づ
い
て
は
い
な
い
、
あ
な
た
の
満
ち
み
ち
た
日
時
計
か
ら

ぼ
く
た
ち
の
時
聞
が
ど
ん
な
に
は
か
な
く
滑
り
落
ち
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

日
時
計
の
う
え
で
は
一
日
の
す
べ
て
の
数
が
同
時
に

同
じ
よ
う
に
真
実
に
、

深
い
均
衡
の
う
ち
に
留
ま
っ
て
い
る
、

あ
た
か
も
す
べ
て
の
時
聞
が
豊
か
に
熟
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
。

あ
な
た
は
、
石
の
天
使
よ
、

ぼ
く
た
ち
の
存
在
に
つ
い
て
何
を
知
っ
て
い
よ
う
?

我
々
の
住
む
世
界
の
時
間
は

「
満
ち
み
ち
た
日
時
計
」
の
面
に
は
留
ま
る
と
と
が
で
き
ず
、

は
か
な
く
「
滑
り
落
ち
て
ゆ
く
」

(pσ
市立

2
Zロ
)
の
で
あ
る
。

天
使
の
掲
げ
て
い
る
日
時
計
の
時
間
は
、

我
々
の
流
れ
去
る
時
間
で
は
計
る
と
と
の
で
き
な
い
領
域
の

ご
日
の
す
べ
て
の
数
〔
時
間
数
〕
が
同
時
に
」
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
真
実
に
「
留
ま
っ
て

時
間
で
あ
る
。
し
か
も
乙
の
時
聞
は
、

い
る
」
(
印
S
Z
)
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
、
我
々
の
時
閣
の
領
域
に
属
さ
な
い
と
は
言
え
、
時
間
性
を
脱
却
し
た
永
遠
で
は
な
く
、

過
去
・
現
在
・
未
来
の
す
べ
て
の
時
閣
が
集
ま
っ
た
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
、
「
全
数
の
時
間
」
の
範
ち
ゅ
う
に
入
る
高
次
の
時
間
で

『

C
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

〕、L
】

'''
E寸，
，，



七
O 

あ
る
と
言
え
る
。
む
ろ
ん
ζ

乙
で
は
、
詩
人
の
意
識
の
な
か
で
は
晩
年
の
よ
う
な
無
常
の
時
間
へ
の
克
服
と
い
う
内
容
を
も
っ
た
高

次
の
時
間
概
念
に
ま
で
ま
だ
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
無
常
の
人
間
存
在
と
い
う
も
の
も
時
間
と
の
関
係
の
な
か
に

入
り
始
め
て
い
て
、
晩
年
の
高
次
の
時
間
概
念
へ
と
深
ま
っ
て
ゆ
く
そ
の
原
初
的
な
高
次
の
時
間
概
念
の
思
想
を
見
る
乙
と
が
で
き

マ:

'" z 乙
EトF っ
こ~ l_J し

Tこ

る

と
い
っ

た
高
次
の
時
間
概
念
の
方
向
を
指
す
時
聞
は
、

(日
v

『
独
身
の
男
』
(
ロ
2
T
E
お
2
司
ニ
司)
、
『
海
の
歌
」
(
己
主
〈
O
ヨ
冨
2
ご
な
ど
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
。

と
の
中
期
の
リ
ル
ケ
を
も
っ
と
強
く
と
ら
え
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
時
間
と
い
う
も
の
を
離
脱
し
た
永
遠
の
思
想
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
時
代
の
不
安
を
世
界
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
露
呈
し
て
い
た
パ
リ
の
な
か
で
、
存
在
の
不
安
を
深
く
感
じ

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」

『
新
詩
集
』
の

『
日
時
計
』
(りな

し
か
し
、

と
り
、
そ
れ
を
明
確
に
認
識
し
た
り
ル
ケ
は

ロ
ダ
ン
の
造
形
芸
術
の
影
響
を
も
受
け
な
が
ら
、
堅
固
で
永
続
す
る
「
芸
術
の
物
」

(
仏
軒
以

岡
山

Z
コ
ネ
ロ
5
∞
)
を
目
差
す
詩
作
へ
と
転
進
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

流
れ
去
る
時
閣
の
支
配
か
ら
脱
し
た
永
遠
の
芸
術
作

品
を
志
向
す
る
詩
作
で
あ
っ
た
。
お
の
れ
の
存
在
へ
の
不
安
を
「
芸
術
の
物
」
の
不
動
性
、
永
遠
性
の
な
か
で
克
服
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
は
お
の
れ
の
目
指
す
「
芸
術
の
物
」
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
物
は
明
確
で
す
、

し
か
し
芸
術
の
物
は

な
お
い
っ
そ
う
明
確
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
切
の
偶
然
か
ら
離
れ
、
あ
ら
ゆ
る
暖
昧
さ
か
ら
遠
ざ
か
り
、
時
聞
か
ら
解
放
さ

れ
て

2
2
N岳

g吾
o
Zロ
)
空
聞
に
委
ね
ら
れ
、

そ
う
し
て
物
は
持
続
す
る

(
E
5
5門
戸
)
も
の
と
な
り
、
永
遠
に
生
き
え
る

(
P玄
関

モ
デ
ル
は
見
せ
か
け
で
す
が
、
芸
術
の
物
は
存
在
し
て
い
る
の
で
す
」
。
乙
れ
は
、
な
に

N
戸
同
一
切
玄
関

w
g
c
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。

も
芸
術
の
物
と
時
間
の
関
係
だ
け
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
こ
に
は
や
は
り
中
期
リ
ル
ケ
の
無
常
の
時
間
へ
の
対
応
方
向
が

端
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
先
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
概
念
の
範
ち
ゅ
う
に
入
る
時
間
と
は
異
な

っ
た
思
想
で
あ
る
。

「
芸
術
の
物
」
は
「
時
聞
か
ら
解
放
さ
れ
る
」
乙
と
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
時
聞
か
ら
の
離
脱
、
無
時
間
性
に
よ



っ
て
、
永
続
す
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
時
〉

『
レ
i
ス
』
(
り
ぽ
∞
同
)
H
H
N

巾
)
と
い
う
詩
で
は

一
個
の
「
芸
術
の
物
」
に
ま
で
高
ま
っ

た
レ

l
ス
を
前
に
し
て
、

「
運
命
の
裂
け
目
、
隙
聞
を
と
お
し
て
、

お
ま
え
は
/
お
ま
え
の
魂
を
お
ま
え
の
時
聞
か
ら
引
き
は
な
し

た
の
だ
」

(
U
Z
R
Y
包
ロ
巾
コ
列
5

5二
山
内
『
ニ
巧
ケ
三
二
一
コ
弓
H
L
C
門
}
去
す
Z
N
C
m
L
門
吉
弘
2
ロ
内
∞
2
一
司
品
企
口
市
円

N
2円
一
)
と
言
い
、

そ
の
魂
が

今
レ

1
ス
の
中
で
生
き
て
い
る
の
を
歌
っ
て
い
る
。

乙
の
「
芸
術
の
物
」

(レ

l
ス
)

は
、
作
者
の
時
間
を
離
れ
た
永
遠
の
魂
に
よ

っ
て
、
永
遠
の
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
、
芸
術
作
品
の
永
遠
性
は
な
に
も
新
し
い
言
葉
で
は
な
い
。
す
で
に
古
い
昔
か
ら
言
い
旧
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
リ

ル
ケ
の
永
遠
と
い
う
思
想
は
、
二
十
世
紀
の
ど
く
初
頭
に
お
い
て
詩
人
と
し
て
い
ち
早
く
存
在
の
不
安
を
認
識
し
、
そ
れ
を
日
常
の

時
聞
か
ら
の
脱
却
と
い
っ
た
内
容
で
、

お
の
が
詩
の
な
か
で
流
れ
去
る
時
聞
を
克
服
し
、

詩
そ
の
も
の
を
無
常
な
存
在
を
克
服
す

る
場
と
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
新
し
い
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

前
稿
で
と
り
あ
げ
た

(
〉
円
忌
包
ω
n
Y
2
H，O
可
印

O

〉
℃
コ
=
。
る
な
ど
を
見
て
も
、
な
る
ほ
ど
気
分
や
感
情
や
怒
意
と
い
っ
た
暖
昧
な
移
ろ
い
や
す
い
も
の
が
一
切

(
ロ
宮
市
町
市
川
市
内
同
庁
宮
市
)
は

『ロ

1
7
の
噴
水
』

~ 
0' 

fち

司

..，.. 
C 
ロ

丸事
- ，~ の

や詩
作
を
特
色
つ
け
る

と
こ
ろ
が

「
物
象
詩
」

『
古
代
ア
ポ
ロ
の
ト
ル
ソ
ー
』

排
除
さ
れ
、
詩
の
フ
ォ
ル
ム
も
彫
刻
の
よ
う
に
堅
牢
で
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
「
ま
っ
た
く
お
の
れ
自
身
に
の
み
か
か
わ
っ
て

い
る
存
在
」
と
し
て
そ
れ
自
身
で
完
結
し
た
一
個
の
ゆ
る
ぎ
な
い
存
在
へ
と
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、
そ
の
詩
の
世
界
(
あ
る

い
は
詩
の
言
葉
に
転
化
し
た
対
象
)
は
、
外
の
世
界
、
流
れ
去
る
時
間
の
世
界
に
住
む
他
の
存
在
と
は
ほ
と
ん
ど
繋
が
り
の
な
い
孤
立

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ζ

れ
は
、
前
稿
で
見
た
事
物
の
世
界
の
空
間
的
な
孤
立
化
が
、
時
閣
の
面
で
も
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
時
聞
を
た
だ
単
に
は
か
な
く
過
去
へ
と
流
れ
去
る
も
の
、
た
だ
無
常
の
も
の
と
し
て
ま
っ
た
く
否
定
的
に
の
み
捕
え
、
そ
の
時

聞
か
ら
永
遠
と
い
っ
た
無
時
間
的
な
孤
立
化
の
世
界
へ
と
逃
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
は
、
本
当
に
時
間
の
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い

「
c
-w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

P七



七

し
、
無
常
の
存
在
を
最
終
的
に
救
う
と
と
に
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
と
と
ろ
に
、
中
期
以
後
永
遠
と
い
う
思
想
が
退
い
て
ゆ
き
、

き
た
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か。

こ
う
し
た
時
間
恩
想
の
推
移
は
、

フ
ィ
グ
l
ル
や
世
界
内
部
空
間
と
い
っ
た
晩
年
の
聞
か
れ
た
「
関
連
の
世
界
」
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
そ
の
道
程
と
軌
を
一
に
す
る
も

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
と
い
う
時
間
思
想
が
無
常
の
流
れ
去
る
時
閣
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
、
次
第
に
前
面
に
浮
か
び
あ
が
っ
て

「芸
術
の
物
」
を
目
差
す
中
期
の
閉
ざ
さ
れ
た
詩
の
世
界
が
、

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
晩
年
に
見
ら
れ
る
時
間
思
想
を
具
体
的
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

乙
乙
で
も
、

『
C
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
に
入

る
ま
え
に
、
一
局
次
の
時
間
概
念
が

「
全
数
の
時
間
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
し
か
も
流
れ
去
る
時
閣
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
大

き
く
前
面
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
詩
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
晩
年
の
初
頭
に
あ
た
る
一
九
一
二
年
に
書
か
れ
た
『
真
珠

(
初
〉

玉
が
と
ぽ
れ
散
る
:
:
:
』
の
詩
で
あ
る
。

H
V
何
回

F
開

Z
巾
一
口
同
H
・
o
z
mロ
・
t
J「巾一
F
U
円山

P
巾
』
口
市
門
同
巾
吋
∞
円
ゲ
ロ
位
吋
向
山
V

〉

σ貨
当

宮

町

三

『

冊

目

v
S
F
-
n
y
回
目
巾
者
一
巾
円
山
内
同
一
色

c
p
E
2
5
F

凶

H
E
H
-
W叩
∞
門
町
民
何
回
ク
内
出
町
印
円
巾
司
市
同
町
一
司
】
丹
市

w

。
巾
]
ぽ
げ
丹
市
・

真
珠
玉
が
こ
ぼ
れ
散
る
。
あ
あ
、
紐
の
一
つ
が
切
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

だ
が
そ
れ
ら
を
よ
せ
並
べ
た
と
て
、
な
ん
の
役
に
た
と
う
、
恋
人
よ
、

そ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
と
め
る
強
い
留
め
金
の
お
ま
え
が
い
な
け
れ
ば
。

(
第
一
節
)
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七
回

詩
作
が
始
ま
っ
た
年
と
言
え
よ
う
。
真
珠
玉
を

一
つ
に
つ
な
ぎ
留
め
て
い
た
紐
が
切
れ
て
、
真
珠
玉
は
ば
ら
ば
ら
に
乙
ぼ
れ
散
っ
て

ゆ
く
。

し
か
し
そ
れ
ら
を
よ
せ
並
べ
た
と
て
、

な
ん
の
役
に
も
た
た
な
い
。

そ
れ
ら
を
一
つ
に
つ
な
ぎ
留
め
る
「
強
い
留
め
金
」
の

恋
人
が
や
っ
て
来
な
け
れ
ば
、

ま
た
と
ぼ
れ
散
っ
て
ゆ
く
だ
け
で
あ
る
。

乙
の
一
つ
一
つ
と
ぽ
れ
散
っ
て
ゆ
く
真
珠
玉
と
は
、
何
を

表
わ
す
の
だ
ろ
う
か
。

真
珠
玉
の
乙
と
は
、

第
一
節
以
後
ひ
と
言
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
が

そ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
留
め
る

ー「

恋

人
」
と
そ
の
恋
人
が
い
る
「
全
数
の
時
間
」
と
の
関
係
か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
人
の
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
「
恋
人
」
は
、

「
未
来
の
充
溢
」
、

「
全
数
の
時
間
」
の
な
か
に
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
時
聞
が
乙
ち
ら
に
動
い
て
ζ

な
け
れ
ば
僅
か
な
こ

と
も
起
乙
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
真
珠
玉
を
も
一
つ
に
つ
な
ぎ
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

乙
ぼ
れ
散
っ
て
ゆ
く
真

珠
玉
と
は
、
詩
人
の
貴
重
な
体
験
や
経
験
な
ど
を
含
み
な
が
ら
一
刻
一
刻
過
去
へ
と
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
時
聞
を
表
わ
し
て
い
る
も
の

と
言
え
よ
う
。
こ
の
詩
で
は
、

こ
ぼ
れ
散
っ
て
ゆ
く
「
真
珠
玉
」
と
と
ち
ら
へ
動
い
て
く
る
「
全
数
の
時
間
」
と
が
明
ら
か
に
対
置

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
「
未
来
の
充
溢
」

「
全
数
の
時
間
」
と
言
わ
れ
る
時
間
は
、

ど
の
よ
う
な
内
容
の
時
間
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
節
で
は
同
じ
よ
う
な
内
容
を
表
わ
す
比
喰
の
文
が
三
つ
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
舗
道
の
割
れ
目
も
、

そ
の
下
で
萌
え
で
よ
う
と
す

る
草
の
芽
を
地
上
へ
と
生
長
さ
せ
、

乙
の
世
に
存
在
さ
せ
る
た
め
に
は

「
み
す
ぼ
ら
し
い
」
割
れ
目
の
僅
か
な
土
、
春
の
一
部
分

で
は
な
く
、
大
き
な
大
地
の
春
、

「
春
全
体
」

を
必
要
と
す
る
。

ま
た
夜
、

月
が
地
上
の
池
に
映
し
だ
さ
れ
る
に
は
、

「
ほ
か
の

天
体
の
お
お
き
な
現
象
」
、

つ
ま
り
太
陽
の
大
き
な
光
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

乙
う
し
た
陳
述
を
締
め
括
る
よ
う
に
し

て
出
て
く
る
の
が
、

「
未
来
の
充
滋
」
、
「
全
数
の
時
間
」
で
あ
る
。
乙
の
時
間
は
、
先
行
す
る
こ
つ
の
比
織
で
も
見
ら
る
よ
う
に
、

過
去
と
現
在
と
未
来
と
に
区
分
さ
れ
て

(
あ
る
い
は
時

・
分
・
秒
に
細
分
化
さ
れ
て
)
そ
の
現
在
の
一
瞬
一
瞬
の
み
に
し
か
我
々
の

か
か
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
な
い
個
別
的
な
、
部
分
の
時
間
で
は
な
く
、
言
葉
ど
お
り
時
間
全
体
で
あ
り
、
さ
ら
に
と
の
時
閣
の



な
か
に
住
む
「
恋
人
」
に
よ
っ
て
乙
ほ
れ
散
る
真
珠
玉

(
流
れ
去
る
時
間
)
が
一
つ
に
つ
な
ぎ
留
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
永

遠
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
る
全
時
聞
が
現
在
に
お
い
て
一
つ
に
集
ま
っ
た
高
次
の
包
括
的

な
時
間
で
あ
る
。
過
去
も
未
来
も
現
在
の
な
か
に
止
湯
さ
れ
、

「
時
聞
の
充
溢
」
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
へ
と
高
ま
っ
て
い
る
も
の

と
言
え
よ
う
。
流
れ
去
る
時
間
で
は
な
く
、

こ
の
一局
次
の
時
聞
が
、
個
々
の
事
象
に
か
か
わ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て

(
草
の
芽

や
夜
の
月
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
)
個
々
の
も
の
は
よ
り
大
き
な
全
体
の
な
か
へ
と
組
み
入
れ
ら
れ
て
、

そ
れ
本
来
の
存
在
を
全
う
す

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
は
創
造
に
か
か
わ
る
時
間
で
あ
る
と
も
雪
守
え
よ
う
。

「
未
来
の
充
溢
」
が
、

「全

数
の
時
間
」
が
こ
ち
ら
に
動
い
て
と
な
け
れ
ば
、

ろ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
僅
か
な
こ
と
も
起
乙
り
え
な
い
、
と
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
と
こ

乙
の
詩
で
は
、
恋
人
の
到
来
を
待
ち
焦
が
れ
る
と
い
う
テ
!
?
で
貫
か
れ
て
い
る
の
で
、

「
充
た
さ

れ
た
時
間
」
は
「
未
来
の
充
溢
」
と
い
う
ふ
う
に
未
来
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、

こ
の
一局
次
の
時
間
は
、
欠
け
る
こ
と
の
な
い

過
去
を
も
包
摂
す
る
時
間
で
あ
る
。
前
稿
で
と
り
あ
げ
た
『
そ
っ
と
あ
な
た
の
日

〈
引
)

記
を
め
く
ら
せ
て
お
く
れ
:::』

(
?
5
5
E
;
E
P
E
門
戸
市
三
円
吉
叶
長
与
号
一
元

σ一戸円
Z
E
・
)
の
詩
で
は
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」

そ
の
内
容
上
過
去
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
単
に
過
去
だ
け
を
指
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
心

「
全
数
の
時
間
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

の
描
写
は
、

と
こ
ろ
で
、
先
の
中
期
の
『
日
時
計
の
天
使
」
で
も
一
局
次
の
時
間
が
見
ら
れ
た
が
、
流
れ
去
る
時
間
と
の
聞
に
は
な
ん
の
関
わ
り

も
な
く
、
こ
の
地
上
の
存
在
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
隔
絶
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
晩
年
の
初
頭
に
立
つ
詩
で
は
、
一
局
次

の
時
間
と
流
れ
去
る
時
間
と
の
聞
に
橋
を
か
け
よ
う
と
し
、
前
者
は
後
者
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
大
き
く
前
面
に
浮
か
び
あ
が
っ

て
き
て
お
り
、

そ
こ
に
は
リ
ル
ケ
の
時
間
思
想
の
進
展
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
(
込
山
丹
市
広
三
宮

N
2
C
を
指
す
「
時
閣
の
充
溢
」
(
去
巾
出
乙
写
会

e

吋

N
2
)
と
い
う
言
葉
は
、
す
で
に

『
c
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
く
っ
て

七
五



七
六

で
使
用
し
て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
と
、
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お

い
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
軸
を
な
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
新
た
に
し
て
き
た
概
念
が
時
閣
の
充
溢
で
あ
る
、
し
か
し
と
の
時
閣
の
充

溢
と
は
永
遠
的
な
る
も
の
と
し
て
の
瞬
間

2
2
〉

z
m
g
Z片

目

内

相

H
U
E-肌
明
言
問
主
で
あ
り
、
し
か
も
乙
の
永
遠
的
な
る
も
の
は
同
時

内

nv

に
未
来
的
な
る
も
の
で
あ
り
過
去
的
な
る
も
の
で
あ
る
」
、
と
し
て
い
る
(
傍
点
筆
者
三
瞬
間
に
お
い
て
、
時
間
と
永
遠
と
が
互
い

(
川
品
〉

に
触
れ
あ
い
、
時
間
は
た
え
ず
永
遠
を
遮
断
し
、
永
遠
は
た
え
ず
時
聞
に
浸
透
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
考
え
る
「
時
間
の
充
溢
」
と

キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
が
そ
の
著
『
不
安
の
概
念
』
(
一

八
四
四
年
)

は
、
時
間
と
永
遠
と
が
互
い
に
合
流
し
あ
っ
た
瞬
間
、

い
わ
ば
永
遠
へ
と
止
揚
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
乙
れ
は
、

ノレ

ケ
の
一
局
次
の
時
間
概
念
に
か
な
り
近
い
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
リ
ル
ケ
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
概
念
は
、

間
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
過
去
か
ら
未
来
に
わ
た
る
す
べ
て
の
時
聞
が
現
在
の
な
か
に
集
合
し
た
時
間
で
あ
り
、

「
全
数
の
時

そ
乙
に
は
、
氷

遠
と
い
っ
た
無
時
間
性
を
お
び
た
側
面
は
見
ら
れ
な
い
。
元
来
前
者
は
、

歴
史
的
な
時
閣
の
な
か
で
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
リ
ル
ケ
の
場
合
は
詩
作
の
創
造
に
か
か
わ
る
内
面
的
な
時
間
、
意
識
の
時
間
で
あ
る
。
む
ろ
ん
リ
ル
ケ
は
、

一
九

O
四
年
の
北

欧
旅
行
を
契
機
と
し
て
、

そ
の
年
の
初
め
頃
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
を
か
な
り
読
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

キ
ル
ケ
コ

l
ル
の
こ
と

が
出
て
く
る
彼
の
手
紙
に
で
き
る
限
り
つ
ぶ
さ
に
当
た
っ
て
み
て
も
、

キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
時
間
論
(
瞬
間
論
)
が
与
え
た
と
思
わ
れ

る
影
響
の
跡
は
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
乙
乙
で

『
C
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
に
見
ら
れ
る
時
間
の
問
題
に
入
っ
て
ゆ
き
た
い
。

乙
の
詩
集
で
は
、
リ
ル
ケ

の
時
間
の
問
題
は

『
真
珠
玉
が
と
ぽ
れ
散
る
:
:
:
』
の
詩
に
見
ら
れ
た
「
流
れ
去
る
時
間
」
と
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
と
い
う
時

閣
の
両
極
性
の
問
題
の
延
長
線
上
に
あ
る
が
、
も
は
や
未
来
の
恋
人
を
待
つ
よ
う
に
、

「
時
閣
の
充
溢
」
が
乙
ち
ら
K
向
か
っ
て
動
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七
八

な
ぜ
な
ら
、
誰
も
が
不
安
に
な
る
の
だ
、
ど
乙
に
留
ま
る
と
こ
ろ
が
、

万
物
の
な
か
の
ど
こ
に
つ
い
の
存
在
が
あ
ろ
う
か
と
|
|

見
よ
、
日
の
歩
み
は
ゆ
る
や
か
と
な
る
、
黄
昏
れ
て
の
ち

そ
れ
を
迎
え
受
け
る
あ
の
夜
の
空
間
へ
と
さ
し
か
か
り
c

起
き
上
っ
て
は
作
み
、
日
げ
ん
で
は
身
を
伏
し
て

い
ま
快
く
横
た
わ
る
も
の
が
お
ぼ
ろ
に
溶
け
ゆ
く
l
l
l

山
々
は
安
ら
う
、
き
ら
び
や
か
な
星
々
に
お
お
わ
れ
て
ー
ー
ー

け
れ
ど
か
の
山
々
の
な
か
に
も
、
時
が
き
ら
め
く
。

あ
あ
、
ぼ
く
の
荒
れ
た
心
に

よ
る
べ
も
な
く
不
滅
の
時
が
泊
ま
る
。

世
に
言
う
「
時
を
ま
ぎ
ら
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
奇
妙
な
言
葉
で
あ
る
、

と
詩
人
は
言
、
っ。

我
々
自
身
が
無
常
の
「
流
れ
去
る
時

間
」
、

そ
う
し
た
時
聞
を
持
て
余
し
て
、

「
時
を
ま
ぎ
ら
す

」(《

-1uEご
み
『
可
巴
辛
口
)
と
は
ま
さ
に
奇
妙
な
乙
と
で
あ
る
。
反
対
に
、
「
時
を
ひ
き
留
め
る
」
こ
と
こ
そ
我
々

「
漂
い
去
る
時
間
」
(
念
円
円
『
2
Z
コ
号

U
A
2
円
)
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
に
、

さ
ら
に
そ
の

の
課
題
な
の
だ
。
し
か
し

と
こ
で
よ
く
注
意
す
れ
ば

ま
さ
ら
す
「
時
」
と
ひ
き
留
め
る
「
時
」
と
は
お
な
じ
く
仏
芯

N
2
H
と

い
う
語
で
あ
る
が
、

そ
の
語
が
意
味
し
て
い
る
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
乙
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

「
時
を
ま

ぎ
ら
す
」
の
は
、

日
常
生
活
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
時
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
時
計
に
よ
っ



て
数
え
ら
れ
て
い
る
時
間
、

「
流
れ
去
る
時
間
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
時
を
ひ
き
留
め
る
」
の
「
時
」
は
、

た
ん

に
「
流
れ
去
る
時
間
」
で
は
な
い
。
先
の
『
真
珠
玉
が
乙
ぽ
れ
散
る
:
:
:
』
で
歌
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

乙
ぽ
れ
散
っ
て
ゆ
く
真
珠

玉

(
「
流
れ
去
る
時
間
」
の
形
象
)
を
ひ
き
留
め
よ
せ
並
べ
て
み
て
も
、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
な
か
に
住
む
留
め
金
の
恋
人
が
釆

な
け
れ
ば
何
の
役
に
も
た
た
な
い
。
元
来
、

「
流
れ
去
る
時
間
」
そ
れ
自
体
は
ひ
き
留
め
る
と
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

乙
れ

は
、
た
ん
に
「
流
れ
去
る
時
間
」
の
捕
捉
・
保
持
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
時
を
ひ
き
留
め
る
」
の
「
時
」
は
、
表
面
的

に
は
一
般
の
日
常
的
な
時
間
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、

そ
れ
が
実
質
的
な
内
容
と
し
て
意
味
し
て
い
る
も
の
は
、
前
者

を
克
服
す
る
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
、
「
全
数
の
時
間
」
と
い
う
一
局
次
の
時
間
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
次
の
二
行
で
存
在
へ
の
不
安
が

「
つ
い
の
存
在
」
(
巾
E

g丘
片
町

先
の
真
珠
玉
の
詩
で
も
見
た
よ
う
に
「
留
ま
る
乙
と
」
(
巾
E
E
2
v
g
)、

歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、

何
ミ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
ま
さ
に
乙
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
つ
い
に
の
存
在
」
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
時
聞
は
鋭
い
対
立
を
み
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
と
乙
に
は
デ

ィ
l
タ
l
・
パ
ッ

サ
!
?

ン
が
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

『
第
一
の
悲
歌
』
(
一
九
一
二
年
)
の
嘆
き
が
感
じ
ら
れ
る
。

『
第
一
の
悲
歌
』
で
は
、
「
な

円
幻
)

留
ま
る
と
こ
ろ
が
ど
乙
に
も
無
い
の
だ
か
ら
」

(
U
Bロロ一

2
C
E
Z
ロ
5
2
d
p・
)
と
嘆
か
れ
て
い
る
。 こ

う
し
て
こ
の
詩
は
、

ぜ
な
ら、

し
か
し
乙
の
詩

カ3

バ
ッ
サ
!
?
ン
の
言
う
よ
う
に
中
断
さ
れ
た
前
期
の

に
直
接
つ
な
が
る
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。

そ
の
「
つ
い
の
存
在
」
を
可
能
に
す
る
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
獲
得
が
課

『
悲
歌
』

乙
の
詩
で
は

、E
K
Q
S
と
匂
ミ
.誌
と
が
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
強
調
さ
れ
、

た
時
間
」
に
よ
る
「
流
れ
去
る
時
間
」
へ
の
克
服
、

こ
れ
は
無
常
の
時
間
あ
る
い
は
無
常
の
存
在
へ
の
た
ん
な
る
嘆
き
で
は
な
く
、
詩
人
の
目
は
「
充
た
さ
れ

「
留
ま
る
乙
と
」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
「
つ
い
の
存
在
」
の
成
就
の
方
向
に

題
と
な
っ
て
い
る
限
り
、

向
け
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
詩
人
の
姿
勢
は
、
前
期
の
『
悲
歌
』
の
嘆
き
を
越
え
よ
う
と
す
る
未
来
の
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の

『
c
-w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

ーじ
九
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で
あ
る
。

第
二
節
の
前
半
は
、
自
然
界
の
時
間
の
歩
み
を
天
体
の
一
日
の
経
過
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
。
流
れ
去
る
時
間
は
「
日
」
(
色
白

同，
p
m
)

の
形
象
化
に
よ
っ
て
空
間
の
な
か
に
ひ
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
「
日
」
は
昼
の
空
聞
か
ら
、
夕
暮
(
〉

σ
g乱
)
を
境
と
す
る
夜

の
空
間
へ
C
3
2
民
知
伊
戸
ヨ
)
と
さ
し
か
か
っ
て
、

そ
の
歩
み
は
ゆ
る
や
か
と
な
る
。

そ
し
て
次
の
ニ
行
は

そ
う
し
た
空
間
化
さ

れ
た
一
日
の
時
閣
の
経
過
過
程
を
、

今
度
は
そ
の
空
間
の
な
か
に
お
け
る
純
粋
な
運
動
形
態
の
推
移
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
い
る
。

〉
Z
P
Z
E
M
-
-∞
件
各
ロ

l
F
m
m
g
(巴

円
}
同

'zmg)
と
い
う
動
詞
の
名
詞
化
は
、

な
か
で
も
我
々
人
閣
の
一
日
の
動
き
(
起
床
l
活

動

|

っ
た
具
体
的
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
乙
と
も
で
き
る
が
、

ゃ
、
あ
る
い
は
前
半
の
「
日
」
の
経
過
過
程
を
そ
の
ま
ま
太
腸
の
動
き
に
集
約
し
た
も
の

こ
の
三
行
目
の
動
き
の
推
移
を
一
つ
の
事
象
に
限
定
し
て
し
ま
う

(
日
の
出
|
日
中
|
日
没
)
と
い

就
寝
)

と
、
か
え
っ
て
詩
の
広
が
り
を
狭
く
固
定
し
て
し
ま
う
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
自
然
一
般
の
、
と
言
っ
て
も
人
聞
を
も
含

め
た
自
然
一
般
の
、
時
閣
の
経
過
が
空
聞
に
お
け
る
純
粋
な
運
動
形
態
の
推
移
と
い
う
形
で
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
方
が
、

(お
)

言
葉
そ
の
も
の
に
よ
り
即
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、

乙
の
第
二
節
で
問
題
と
な
る
の
は
、
前
半
で
は
「
日
」
を
迎
え
入
れ
、
後
半
で
は
自
然
の
動
き
が
最
後
に
「
身
を
伏
す
」

と
こ
ろ
の
「
夜
の
空
間
」
で
あ
る
。
す
で
に
当
詩
集
の
『
そ
っ
と
あ
な
た
の
日
記
を
め
く
ら
せ
て
お
く
れ
:
:
:
』
や
『
カ
ル
ナ
ク
で

(鈎
)

の
と
と
だ
っ
た
・
;
:
』
(
同
ロ

p
g
p
w
g
g
)
の
詩
で
、
ま
た
四
年
後
の
『
夜
の
星
座
を
:
:
:
』
(
の

2
5ニ
2
2
R
Z
i
v
の

詩
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
い
ず
れ
も
骨
か
岳
骨
に
お
い
て
で
あ
っ
(
凶
。

「
日
」
の
形
姿
を
と
っ
た
時
間
は
、
夜
の
空
へ
と
さ
し
か
か
っ
て
、
そ
の
歩
み
(
流
れ
)
が
ゆ
る
や
か
に
な
り
、
自
然
の
運
動
形
態

に
よ
っ
て
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
時
間
も
最
後
に
は
「
身
を
伏
し
て
」
そ
の
動
き
を
終
息
さ
せ
る
の
は
、
ま
さ
に
夜
の
空
間
で
は
「
流



れ
去
る
時
間
」
が
中
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
の
よ
・
つ
に
、

乙
の
詩
で
も
夜
の
空
聞
が
、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
体
験
を
可
能

に
す
る
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」

(
N
i
R
Z
E
E
B巾門
H
R
N岳
)
で
あ
る
乙
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
(
乙
の
詩
集
の
頃
に
は
す
で

に
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
が
生
起
す
る
時
間
的
な
空
間
と
し
て
流
れ
去
る
時
聞
が
中
断
し
た
と
き
に
生
ま
れ
る
「
時
と
時
と
の
境
の

空
間
」
と
い
う
リ
ル
ケ
個
有
の
思
想
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
は
、
前
稿
で
扱
っ
た
『
そ
っ
と
あ
な
た
の
日
記
を
め
く
ら
せ
て
お
く

れ
:
:
:
』
の
詩
で
確
か
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
明
)
次
の
「
い
ま
快
く
横
た
わ
る
も
の
」
と
は
、
「
身
を
伏
し
た
」
後
の
自
然
の
運
動
が

停
止
し
た
姿
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
自
然
を
代
表
す
る
一
個
の
存
在
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、

乙
の

「
横
た
わ
る
も
の
」
は
、

三
E
m
に

(ロロ門戸含印

5
5
m
H
Lm，m
g母
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
前
に
抑
音
が
二
つ
続
く
の
で
三
一
一
夜
が

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
快
く
、
自
ら
進
ん
で
夜
の
空
間
の
な
か
に
身
を
横
た
え
て
い
る
も
の
、

い
っ
そ
う
強
く
感
じ
ら
れ
る
)

つ
ま
り
夜
の
空
聞
に
積
極
的
に
参
入
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
そ
う
し
た
存
在
が
「
お
ぼ
ろ
に
溶
け
ゆ
く
」
(
〈
巾
3
♀
5
5
5ご
と
い

う
の
は
、

言
葉
ど
お
り
夜
の
空
間
の
な
か
に
溶
け
ゆ
く
の
で
あ
り
、
そ
と
に
は
夜
の
空
間
と
の
合
一
が
見
ら
れ
る
。
す
で
に
『
そ
っ

と
あ
な
た
の
日
記
を
め
く
ら
せ
て
お
く
れ
:
:
:
』
の
詩
で
、
詩
人
と
夜
の
空
間
と
の
合
一
を
表
わ
す
「
彼
方
ま
で
一
つ
に
な
っ
て
」

(
a
E
m
4
2己
ニ
ロ
)
と
い
う
一
旬
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
広
大
な
空
間
」
と
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
体
験
が
詩
人
に
可

能
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
で
も
、
「
快
く
横
た
わ
る
も
の
」
が
夜
の
空
聞
に
「
溶
け
ゆ
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
「
充
た

さ
れ
た
時
間
」
を
「
ひ
き
留
め
る
」
乙
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

乙
こ
で
は
「
お
ぼ
ろ
に
溶
け
ゆ
く
一
と
乙
ろ
で
終

わ
り
、
後
は
ダ
ッ
シ
品
(
|
|
)
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
獲
得
は
は
っ
き
り
と
し
た
確
証
が
与
え
ら
れ
て

お
ら
ず
、
可
能
性
と
し
て
暗
示
さ
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

第
三
節
前
半
は
、

星
々
に
お
お
わ
れ
た
夜
の
空
聞
に
安
ら
う
、
山
々
の
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

「
け
れ
ど
か
の
山
々
の
な
か
に
も
、

『
c
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
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時
が
き
ら
め
く
」
と
言
わ
れ
る
。

乙
の
「
時
」

(
N
岳
)
と
は
明
ら
か
に
流
れ
去
る
「
無
常
の
時
間
」
で
あ
る
。
そ
の
「
時
」
が
き
ら

め
く
の
は
、
「
か
の
山
々
の
な
か
に
も
」

(
F
z
n
v
E
Fロ
3
)
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
星
々
の
き
ら
め
き
の
な
か
に

「
き
ら
め
く
」
(
巴
5
5
2同
)
光
は
明
滅
す
る
光
で
あ
る
。
山
々
や
星
々
に
も
、
そ
れ
ら
の
き
ら
め

「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
と
し
て
の
夜
の
空
閣
の
な
か
で
、
星
々
は

も
「
時
」
が
き
ら
め
い
て
い
る
。

き
に
よ
っ
て
、
無
常
の
「
時
」
が
断
続
的
に
見
え
て
く
る
。

住
み

山
々
は
安
ら
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

乙
の
地
上
な
る
世
界
で
最
も
永
続
す
る
山
や
星
で
さ
え
も
、

「
無
常
の
時
間
」

か
ら
完

全
に
は
解
放
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
次
の
二
行
が
示
す
よ
う
に
、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
を
ひ
き
留
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、

人
閣
の
心
(
出
2N)、
詩
人
の
心
の
内
部
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
の
詩
の
最
終
で
、

詩
人
自
身
の
心
の
内
部

(
内
部

空
間
)

の
不
充
分
さ
が
も
れ
出
る
。

「
不
滅
の
時
」

lま

詩
人
の
内
部
の
空
聞
に
宿
る
と
と
は
宿
る
の
だ
が
、

充
実
し
て
い
な
い

「
荒
れ
た
心
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に

「
不
滅
の
時
」

Iζ 
は

「
よ
る
べ
も
な
く
」
、

庇
護
も
な
い

そ
し
て
た
だ
夜
に

「
泊
ま
る
」

(ロ
r
z
-
m同
)
だ
け
で
あ
る
。

と
ζ

ろ
で
、

乙
の
「
不
滅
の
時
」
(
&
巾

C
ロ〈巾『
mbpHMm-Hの
F
7
2
同
)
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

流
れ
去
る

「
無
常

の
時
間
」
(
&
m
ぐ
2
窓口
m
z
s
r
p
)
の
反
対
側
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
「
永
遠
」
が
、
「
荒
れ
た
心
」
の
空
聞
に

泊
ま
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
高
次
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

(M
V
 

の
性
質
か
ら
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
は
「
時
と
時
と
の
墳
の
空
間
」

「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
へ
の
参
入
が
、
詩
人
の
内
部
の
状
態
に
よ
っ
て
は
、
即
「
充

た
さ
れ
た
時
間
」
の
体
験
へ
と
は
高
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
を
獲
得
し
、

「
つ
い
の
存
在
」
を
在
ら
し
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
最
高
に
充
実
し
た
詩
人
の
内
部
が
そ
の
条
件
と
な
る
。
リ
ル
ケ
は
二
年
後
の
手
紙
で
、
詩
人
を
志
望
す
る

青
年
に

「
存
在
」
を
求
め
る
努
力
か
ら
出
発
す
る
よ
う
に
忠
告
し
、

「
存
在
」

2
2
》
伊
吉
む
と
い
う
言
葉
に
「
で
き
る
か
ぎ
り



〔お〉

充
実
し
た
内
的
な
強
度
の
体
験
」
(
仏
弓

T
E
E
S市川仏
2
5
0
m工芸
L
S
F喜一
-
m
g
-
2
5
S
E
R
E
-
H
e
)
と
い
う
説
明
を
加
え

て
い
る
。
だ
か
ら
、
詩
人
の
内
部
の
方
か
ら
考
え
る
と

「
荒
れ
た
心
」
は
「
つ
い
の
存
在
」
を
体
験
す
る
状
態
で
は
な
く
司
ま
た

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
が
宿
る
状
態
で
も
な
い
。

と
の
詩
の
「
不
滅
の
時
」
と
は
、
流
れ
去
る
「
無
常
の
時
間
」
か
ら
脱
し
な
が
ら

も
、
詩
人
の
内
部
の
庇
護
が
な
い
(
0
σ
門

-
2
7
ZU)
ゆ
え
に
、

い
ま
だ
高
次
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
へ
と
高
ま
っ
て
い
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

る
時
間
」
と
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
と
の
対
立
の
な
か
で
、

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
乙
の
詩
の
奥
に
潜
む
時
間
の
問
題
を
、
詩
の
言
葉
に
即
し
て
検
討
し
て
き
た
。
第
一
節
で
は
、
「
流
れ
去

っ
い
の
存
在
が
可
能
と
な
る
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
を
ひ
き
留
め
る
、

と
い
う
課
題
が
提
示
さ
れ
る
。
次
の
第
二
節
で
は
、
自
然
界
の
時
閣
の
経
過
を
形
象
化
し
て
空
間
の
な
か
へ
移
し
入
れ
、

わ
れ
る
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
と
し
て
の
夜
の
空
聞
に
よ
っ
て
、

そ
乙
に
現

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
を
ひ
き
留
め
え
る
可
能
性
を
暗
示
し

て
い
る
。
し
か
し
第
三
節
で
は
、

そ
の
夜
の
空
間
の
な
か
で
も
「
時
」
が
き
ら
め
き
、

「
流
れ
去
る
時
間
」
の
威
力
が
浮
上
し
て
く

る
と
と
も
に
、
詩
人
の
不
充
分
な
内
部
の
露
呈
に
よ
っ
て
、

ま
だ
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
を
ひ
き
留
め
え
な
い
状
態
が
示
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
詩
は
、
最
後
に
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
へ
の
挑
戦
が
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
と
は
言
え
、

そ
の
原
因
は
詩
人
自
身

の
内
部
状
態
に
あ
る
の
で
あ
り
、

そ
し
て
ま
た
ζ

の
詩
を
貫
く
詩
人
の
姿
勢
は
、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
を
ひ
き
留
め
、

た
ん
な
る
無
常
の
時
間
、

「
つ
い
の
存
在
」
を
得
る
と
い
う
、
前
者
を
克
服
し

無
常
の
存
在
へ
の
嘆

き
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く

ょ
う
と
す
る
未
来
の
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
も
う
一
篇
、
当
詩
集
か
ら
第
二
部
最
後
の
詩
を
と
り
あ
げ
た
い
。

こ
の
詩
は
、
先
の
『
な
ん
と
奇
妙
な
言
葉
よ
:
:
・
』
の

詩
よ
り
も
四
ヶ
月
ば
か
り
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

リ
ル
ケ
は
こ
の
詩
で
、
両
時
閣
の
二
つ
の
領
域
の
問
題
に
再
度
挑
ん
で

司

c
-w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

八
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乙
の
地
上
の
ぼ
く
た
ち
へ
と
吹
い
て
き
た
あ
の
空
間
と
は
別
の
、

ぼ
く
た
ち
に
は
授
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
た
え
ず

追
憶
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
る
未
来
の
空
間
が
。

ぼ
く
た
ち
の
授
か
っ
た
す
べ
て
は
、
な
ん
と
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
!

だ
れ
が
オ
レ
ン
ジ
の
中
味
を
言
い
え
よ
う
か
。

だ
れ
が
あ
の
光
の
も
と
で
宝
石
を
読
み
と
ろ
う
か
。

音
楽
よ
、
音
楽
よ
、
う
ち
明
け
る
が
よ
い
、
お
ま
え
は
あ
れ
を

い
ま
だ
聞
か
ぬ
婚
礼
の
賛
歌
を
成
就
で
き
よ
う
か
?

あ
あ
、
お
ま
え
も
つ
い
に
、
た
だ
ほ
め
称
え
る
と
と
を
知
る
、

栄
冠
を
載
く
空
気
よ
、
お
ま
え
が
ぼ
く
た
ち
に
美
し
く
も
拒
絶
し
て
い
る
も
の
を
。

乙
の
詩
に
現
わ
れ
る
空
間
も
、

先
の
詩
の
第
二
節
の
空
間
と
お
な
じ
く

時
間
的
な
構
造
を
も
っ
た
空
間
で
あ
る
。

リ
ル
ケ
の

「
空
間
」
は
、
と
く
に
晩
年
の
詩
に
現
わ
れ
る
「
空
間
」
は
、

「
世
界
内
部
空
間
」
や
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
に
も
見
ら
れ
た

よ
う
に
、

た
い
て
い
時
間
的
な
性
格
を
お
び
て
い
る
。
苗
床
を
お
お
っ
て
い
る
温
室
の
ガ
ラ
ス
屋
根
が
、
あ
る
角
度
に
傾
け
ら
れ
る

し
だ
さ
れ
る
。

そ
の
内
側
に
、

「
乙
の
地
上
の
ぼ
く
た
ち
へ
と
吹
い
て
き
た
あ
の
空
間
」

c
g
m
p
仏内円

E
Z
-
t
2巾
ロ
仲
間
巾

m
g毛
市
宮
内
)
と
は
、

我
々
の
住
ん
で
い
る
空
間
と
は
別
の
空
間
が
映
像
と
な
っ
て
映

と
、
ガ
ラ
ス
屋
根
が
「
鏡
」

2
1品
ろ
と
な
り
、

動
詞

の
過
去
形
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
吹
き
寄
せ
て
き
で
は
過
去
へ
と
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
時
間
の
空
間
、

「
流
れ
去
る
時
間
」
が
支
配

『

c
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

八
五



八
六

し
て
い
る
空
間
で
あ
る
。
「
乙
の
地
上
の
ぼ
く
た
ち
へ
と
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。

が
風
の
よ
う
に
吹
い
て
く
る
の
は
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
あ
の
-
一
コ
ラ
イ
・
ク
ス
ミ
ッ
チ
の
強
烈
な
時
間
体
験
を
思
い
出
さ
せ
る
。

「
流
れ
去
る
時
間
」

そ
乙
で
も
「
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
現
実
の
時
間
」
が
、
顔
や
耳
や
手
に
吹
い
て
、
き
で
は
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
風
の
よ
う
に
体
験
さ
れ
て
い

ね
w

そ
れ
で
は
乙
の
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
時
閣
の
空
間
と
は
別
の
、

「
も
う
一
つ
の
空
間
」
と
は
ど
の
よ
う
な
空
間
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、

「
た
え
ず
追
憶
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
る
未
来
の
空
間
」
(
巾
5
E
5
2
m
p門

戸

2

2
何
ユ
ロ
ロ
2
C白
血
四
三
岳
町
O
コ
包
内
宮
)
と
言
わ
れ

る
。
温
室
の
な
か
に
植
え
ら
れ
た
花
や
木
の
若
い
苗
木
に
は
、

こ
れ
か
ら
大
き
く
生
長
し
よ
う
と
す
る
未
来
へ
の
力
が
蓄
え
ら
れ
て

言
え
よ
う
。

そ
れ
を
と
り
ま
く
温
室
の
空
間
は
、
現
在
に
あ
り
な
が
ら
同
時
に
未
来
へ
の
空
間
を
も
共
に
含
ん
で
い
る
も
の
と

そ
の
未
来
の
空
間
が
「
た
え
ず
追
憶
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
る
」
と
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
過
去
へ
と
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
の

を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
「
世
界
内
部
空
間
」
を
歌
う
詩
で
見
た
よ
う
町
、

「
追
憶
」
に
よ
っ
て
過
去
の
体
験
が
現
在

い
る
の
で
あ
り
、

化
し
、
未
来
の
な
か
で
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
た
え
ず
追
憶
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
る
未
来
の
空
間
」

は
、
現
在
に
お
い
て
未
来
も
過
去
も
、
す
べ
て
の
時
間
が
一
つ
に
集
ま
っ
て
い
る
空
間
、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
空
間
で
あ
る
。

元
来
ガ
ラ
ス
は
透
明
で
す
き
と
お
っ
て
見
え
る
も
の
だ
が
、

乙
の
空
間
が
映
し
だ
さ
れ
る
の
は
、

(
叩
却
V

ガ
ラ
ス
屋
根
の
内
側
が
「
鏡
」

3
1品
巾
}
)
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
「
鏡
」
が
、
「
も
う
一
つ
の
空
間
」
は
「
充
た

∞同)ぽ∞巳ロロ
m
と
い
う
言
葉
も
あ

る
よ
う
に
、

さ
れ
た
時
間
」
を
宿
す
空
間
で
あ
る
の
を
い
っ
そ
う
明
確
に
し
て
く
れ
る
。

の
詩
で
あ
る
。

『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
二
部
第

∞ヨ開。何
F
H

ロ
o
n
v
E
Z
d
p
H
S
E
S
E
-
2♀
σ冊
目
門
町
江
市

Z
P



者

S

F
ユロ
2
巾

5
5
5『

2
2
8
E・

ヲ
ア
豆
町

S
F同

-E丹
市
『
円
、
。
門
町
内
『
ロ
〈
O
ロ

虫

与

2

2E--丹市ロ
N
d
i
m円
}
戸
市
口
早
口
宮
内
仏
市
町

N
2同・

鏡
よ
、
お
ま
え
た
ち
の
本
質
を
知
っ
て

書
き
と
め
た
者
は
ま
だ
い
な
い
。

め

お
ま
え
た
ち
、
街
の
孔
ば
か
り
の
よ
う
な
も
の
で

充
た
さ
れ
た
時
と
時
と
の
境
の
空
間
よ
。

め

「
鏡
」
は
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
で
あ
る
。
「
箭
の
孔
ば
か
り
の
よ
う
な
も
の
で
」
充
た
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

衝
の
孔
は
何
か
を
選
択
し
て
通
過
さ
せ
る
空
間
で
あ
る
。
数
行
後
に
、
鏡
の
世
界
が
、
我
々
に
は
「
踏
み
入
る
乙
と
の
で
き
な
い
世

界」

(
2『
円
己
コ

σ三
尽
号

2r=)
と
言
わ
れ
る
。
す
る
と
「
簡
の
孔
」
は
、
我
々
無
常
の
存
在
を
差
し
止
め
て
、
本
来
の
つ
い
の
存

在
を
通
過
さ
せ
る
も
の
と
解
す
れ
ば
、
乙
こ
で
も
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
は
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
、
「
全
数
の
時
間
」
が
宿
る
空

間
で
あ
る
乙
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ベ

l
ダ
・
ア
レ
マ
ン
は
、
箭
の
孔
が
「
空
所
」
(
丘
町
戸
市
白
巾
)
で
あ
る
乙
と
に
着
目
し
て
い
る
が
、

と

の

「
空
所
」
を
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く、

「
緊
張
せ
る
諸
力
の
中
心
」

(
N
巾
2
2
5

門
戸

2
4
2ロ
g
。g
同
芯
『
月
)

「
鏡
」
は
「
全
数
の
時
間
の
集
ま
る
場
所
」
と
解
釈
し
て
い
初
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
鏡
」
は
、

「
充
た
さ
れ
た
時

と
し
て
捕
え
、

間
」
が
宿
る
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ζ

こ
で
、
我
々
の
詩
に
戻
る
と
、

「
ぼ
く
た
ち
に
は
授
け
ら
れ
な
い
ま
ま
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
当
然
の
乙
と
な
が
ら
、

と

『

c
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

八
七
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の
地
上
に
住
む
我
々
に
は
そ
の
よ
う
な
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
空
聞
に
は
踏
み
入
る
乙
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

次
の
第
二
節
第
二
行
で
、
我
々
の
住
む
世
界
が
限
ら
れ
た
狭
い
世
界
で
あ
る
こ
と
を
嘆
き
、

そ
れ
を
次
の
ニ
行
で
具
体
的
に
表
現
し

て
い
る
。
寸
た
れ
が
オ
レ
ン
ジ
の
中
味
を
言
い
え
よ
う
か
」
。
オ
レ
ン
ジ
の
中
味
は
味
覚
や
唆
覚
で
感
じ
と
る
乙
と
が
で
き
て
も
、
中

味
そ
の
も
の
を
言
葉
で
言
い
表
わ
す

(
g
m
C
乙
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
我
々
人
閣
の
限
ら
れ
た
能
力
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
と

同
時
に
そ
こ
に
は
、

オ
レ
ン
ジ
の
本
質
(
オ
レ
ン
ジ
に
と
っ
て
は
中
味
は
本
質
的
な
も
の
)
を
そ
の
ま
ま
言
葉
に
再
現
す
る
に
は
、

言
葉
も
ま
た
充
分
で
は
な
い
と
い
う
言
葉
へ

の
詩
人
の
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
詩
人
は
ζ

の
オ
レ
ン
ジ
の
箇
所
に
対

応
す
る
よ
う
な
体
験
を
レ
モ
ン
で
し
て
い
る
。
二
年
後
の
手
紙
で
あ
る
。
詩
人
は
昔
か
ら
い
つ
も
、
外
部
か
ら
の
刺
激
が
少
な
い
冬

の
あ
い
だ
は、

レ
モ
ン
を
彼
の
仕
事
部
屋
に
置
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
レ
モ
ン
の
苦
さ
は
、
味

で
は
ど
ん
な
に
口
が
す
ぼ
ま
る
よ
う
な
作
用
を
は
っ
き
し
ま
し
で
も
、
香
り
と
し
て
吸
い
込
ま
れ
ま
す
と
、
純
粋
な
広
び
ろ
と
し
た

開
放
感
を
私
に
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
私
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
体
験
に
直
面
し
ま
す
と
、

ま
っ
た
く
決
定
的
に

ま
っ
た
く
言
葉
な
し
で
じ
っ
と
し
て
い
ま
す
の
を
私
は
何
度
も
悔
や
ん
で
き
ま
し
た
。
私
は
こ
の
レ
モ
ン
の
香

り
を
ど
れ
ほ
ど
深
く
体
験
し
て
い
る
乙
と
で
し
ょ
う
。
私
は
と
き
お
り
そ
の
香
り
に
ど
れ
ほ
ど
恩
恵
を
乙
う
む
っ
て
い
る
か
知
れ
や

沈
黙
し
て
し
ま
い
、

け
れ
ど
そ
れ
を
実
際
に
、
言
葉
に
よ
っ
て
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
と
、
香
り
が
私
の
意
識
に
書
き

フ
イ
ア
ス
コ

(
H
U〕

と
ら
せ
ま
す
の
は
、
「
失
敗
!
」
と
い
う
言
葉
で
す
」
。
そ
し
て
、
こ
の
手
紙
で
、

し
ま
せ
ん
・
・
・

レ
モ
ン
の
香
り
の
中
に
は

レ
モ
ン
の
果
実
が
そ

の
成
長
過
程
で
内
部
へ
と
た
え
ず
引
き
入
れ
て
き
た
、

て
い
る
の
を
述
べ
て
い
初
。

そ
の
周
囲
の
世
界
全
体
の
「
全
空
間
」

2
2
m
g見
知
2
5
)
が
伝
え
ら
れ

レ
モ
ン
に
し
ろ
オ
レ
ン
ジ
に
し
ろ
、

こ
の
よ
う
な
時
空
を
越
え
た
「
自
然
の
変
容
」
を
そ
の
中
味
と
し

て
い
る
果
実
の
中
味
は
、
限
ら
れ
た
世
界
に
住
む
我
々
に
は
「
言
い
え
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
ま
た
同
じ
手
紙



の
本
質
を
と
つ
ぜ
ん
理
解
す
る
が

そ
の
シ
ョ
ー
ル

「
そ
れ
を
言
う
」
(
ご
包
司
法
)
乙
と
は
ま
た
も
「
失
敗
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

と
の
レ
モ
ン
と
同
じ
よ
う
な
世
界
を
宿
す
シ
ョ
ー
ル
に
つ
い
て
述
べ
、

で
、
ベ
ル
ン
の
歴
史
博
物
館
で
み
つ
け
た
、

次

の
「
だ
れ
が
あ
の
光
の
も
と
で
宝
石
を
読
み
と
ろ
う
か
」
も
、
オ
レ

ン
ジ

の
前
行
と
同
じ
よ
う
な
内
容
の
乙
と
を
言
っ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
「
あ
の
光
」

C
3
2
d
ピ
与
円
)
と
は
、
先
に
我
々
の
住
む
空
聞
が
「
あ
の
空
間
」
(
百
戸
の
こ
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、

我
々
の
住
む
世
界
を
照
ら
し
て
い
る
太
陽
の
光
で
あ
ろ
う
。
宝
石
の
締
き
は
太
陽
の
光
で
我
々
の
自
に
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、

宝
石
の
本
質
、

宝
石
を
宝
石
た
ら
せ
て
い
る
そ
の
輝
き
の
本
質
は
、
限
ら
れ
た
世
界
に
住
む
我
々
に
は
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

第
三
節
は
、
音
楽
を
対
象
に
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
と
つ
ぜ
ん

「
音
楽
」
が
呼
び
だ
さ
れ
て
、
奇
異
な
感
じ
を
与
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
晩
年
の
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
と
乙
に
「
音
楽
」
が
登
場
す
る
の
は
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
む
し
ろ
当
然
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

「
鏡
」
が
た
ん
に
対
象
の
姿
を
映
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
と
同
じ
く、

「
音
楽
」
も
ま
た
、
我
々
が
普
通
た
ん
に
音
の

芸
術
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
音
楽
の
音
響
性
は
否
定
さ
れ
て
い
は
な
い
が
、
む
し
ろ

そ
の
本
質
を
時
間
的
な
も
の
と
し
て
捕
え
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
時
間
的
と
言
っ
た
の
は
、
造
形
芸
術
や
建
築
術
の
空
間
芸
術
に
対
し

一
九
一
八
年
の
『
音
楽
に
よ
せ
て
』
(
〉
ロ
色
芯

Z
5
-
5
の

て、

音
楽
が
時
間
芸
術
と
呼
ば
れ
る
意
味
合
い
で
の
時
間
で
は
な
い
。

第
一
節
で
あ
る
。

冨
C
2
剛
向
日
〉
序
回
戸
門
戸
同
門
∞
円
PEE-JF1F巾
=
2円一ユ一

∞
江
口
町
会

w
H
E
5
2・
ロ
ロ
∞
]
}
日
戸
勺
}
足
当
。

3
5
H円
一
河
口

『
C
-w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』

と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

八
九



九。

巾
コ己円ロ・『
JV
Z
N
F，-
f

門
出
冊
目
町
コ
芝
公
，Z
1門司
ZmwZ『島市『
E
n
Z
Z口
市
町
三
『
有
7
2丘
2
出

2
N
g
-

音
楽
、
彫
像
の
呼
吸
よ
。
お
そ
ら
く
は

絵
の
静
寂
。
お
ま
え
、
言
葉
の
終
わ
る
と
こ
ろ
で

は
じ
ま
る
言
葉
よ
。
ぼ
く
た
ち
の

過
ぎ
ゆ
く
心
の
方
向
の
う
え
に
垂
直
に
立
つ
時
間
よ
。

::r-
----，内

垂、安
直、日「
lとそ4

立る-
つ
時を
間表
」わ

し
て

る

「
過
ぎ
ゆ
く
心
」
(
耳
石
さ

g
母

国

2
N
g
)
と
は
ま
さ
に
、
我
々
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
「
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
時
間
」

E
Z
〈

R
m
?

の
方
向
が
水
平
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

乙
の

「
流
れ
去
る
時
間
」

音
楽
の
時
聞
は
そ
の
上
に

水
平
の
「
流
れ
去
る
時
間
」
に
対
し
て
そ
の
上
に
「
立
つ
」

で
あ
る
。

乙
の

「
垂
直
に
立
つ
時
間
」
は
、

(
出
席
宮
)
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

「
流
れ
去
る
時
間
」
を
脱
却
し
た
高
次
の
時
間
、
す
べ
て
の
時
聞
が
集
ま
っ
た
「
全
数
の
時
間
」
、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
で
あ
る
。

当
詩
集
第
二
部
第
七
の

『
お
お
、

は
る
を
つ
げ
る
鳴
き
声
が
:
:
:
』

の
詩
で
も
、

「
水
平
に
」

(者釦
-m『
2
Z
)
に
響
き
わ
た
る
郭
公
鳥
の
鳴
き
声
が
、

「
過
ぎ
ゆ
く
時
」

2
2
〈
R
∞
岳
ロ
)
の
な
か
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
の
に
対
し
、

る
時
間
、

ほ
か
の
鳥
た
ち
の
「
鳥
の
声
が
立
つ
」
(
庄
内
〈
cm
z
iE
F
E
E
S
∞
丹
市
ゲ
ロ
・
)
で
、
「
巣
を
造
り
」

(
σ
2
2
)、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
が
暗
示
さ
れ
て
い
持
。
乙
と
で
音
楽
の
詩
に
戻
る
と
、
数
行
後
に
「
お

「
歌
」
(
ピ
包
)
を
成
就
す

つ
ま
り
創
造
的
な
時
間
、

ま
え
、

ぼ
く
た
ち
か
ら
お
お
き
く
は
み
だ
し
た
心
の
空
間
」

(
U
Z
Z
5
8
Z
R
Z
3
2
国内『
N
5
5
3
)
と
言
わ
れ
、
最
後
に
「
も
は

や
住
む
乙
と
が
で
き
な
い
」
官
庁
Z
Z三
二

宮
君
。
r
コ
一
三
『
)
と
結
ぼ
れ
る
と
き
、
「
音
楽
」
と
は
、
「
鏡
」
と
同
じ
よ
う
に
、

我
々
人



聞
が
住
む
乙
と
の
で
き
な
い
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
空
間
で
あ
る
。

そ
し
て
、

「
音
楽
」
が
「
言
葉
の
終
わ
る
と
と
ろ
で
は
じ
ま

る
言
葉
」
(
∞
官

R
Z
者
。
∞
℃

E
口町内ロ

g号
ロ
)
と
言
わ
れ
る
の
は
、
我
々
の
詩
の
オ
レ

ン
ジ
の
箇
所
(
第
二
節
第
三
行
)

で
見
た
よ

う
に
、
我
々
の
言
葉
に
は
限
界
が
あ
り
、
我
々
の
言
葉
が
枕
黙
し
て
し
ま
う
と
と
ろ
で
、
音
楽
の
言
葉
(
音
楽
の
も
つ
表
現
力
)

発
揮
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

カま

お
ま
え
は
あ
れ
を
/
い
ま
だ
聞
か
ぬ
婿
礼
の
賛
歌
を
成
就
で
き
よ
う
か
?
」
詩
人

は
音
楽
に
、
我
々
の
住
む
「
流
れ
去
る
時
間
」
の
空
間
(
ま
た
我
々
の
言
葉
で
も
っ
て
言
い
え
る
も
の
の
領
域
)
と
我
々
に
は
踏
み

入
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
空
間
(
ま
た
我
々
の
言
葉
で
は
言
い
え
な
い
も
の
の
領
域
)
と
の
合
一
を
求
め
て

「音
楽
よ
、

音
楽
よ
、
う
ち
明
け
る
が
よ
い
、

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

乙
の
詩
は
こ
の
よ
う
に
終
わ
っ
て
い
る
。

「
あ
あ

お
ま
え
も
つ
い
に
、

た
だ
ほ
め
称
え
る
こ
と
を
知

る、

/
栄
冠
を
戴
く
空
気
よ
、

お
ま
え
が
ぼ
く
た
ち
に
美
し
く
も
拒
絶
し
て
い
る
も
の
を
」
。

音
楽
が
我
々
に

「
拒
絶
し
て
い
る
も

の
」
は
、
先
に
も
「
ぼ
く
た
ち
に
は
綬
け
ら
れ
な
い
ま
ま
」
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

乙
の
地
上
に
住
む
我
々
に
は
踏
み
入
る
と

と
の
で
き
な
い
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
領
域
の
こ
と
で
あ
る
。

「
音
楽
」
が
そ
れ
を
「
ほ
め
称
え
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
音

楽
は
我
々
人
聞
の
「
言
葉
が
終
わ
る
と
こ
ろ
で
は
じ
ま
る
言
葉
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
詩
は
、
第
一
節
か
ら
次
節
第
一
行
に
か
け
て
、
我
々
の
住
む
「
流
れ
去
る
時
間
」
の
空
間
に
た
い
し
て
、
我

々
の
踏
み
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
空
間
を
描
き
だ
し
、
第
二
節
の
三
行
で
、
我
々
の
住
む
世
界
が
い
か
に

限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
人
聞
の
さ
さ
や
か
な
能
力
、
言
葉
の
限
界
で
も
っ
て
表
わ
し
、
第
三
節
で
は
、
音
楽
を
呼
び
出
す
乙
と

に
よ
っ
て
、
我
々
の
住
む
「
流
れ
去
る
時
間
」
の
領
域
と
我
々
の
住
み
え
な
い
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
領
域
と
を
合
一
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
し
か
し
音
楽
に
も
、

そ
れ
を
成
就
さ
せ
る
乙
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
の
『
な
ん
と
奇
妙
な
言
葉
よ
:
:
:
」

「
c
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

九



九

の
詩
と
同
じ
く
、

四
ヶ
月
後
の
こ
の
詩
で
も
二
つ
の
時
間
の
領
域
を
一
つ
に
貫
こ
う
と
す
る
、
詩
人
の
時
間
の
問
題
へ
の
再
度
の
挑

戦
も
つ
い
に
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

ζ

の
詩
を
よ
く
注
意
し
て
み
る
と
、

と
の
失
敗
が
た
ん
な
る
失
敗
や
挫
折
に
終
わ
っ
て
い
な
い
ζ

と
に
気
づ
く
で
あ
ろ

ぅ
。
時
閣
の
問
題
へ
の
再
度
の
挑
戦
に
よ
る
つ
い
の
失
敗
が
、
詩
人
自
身
に
た
い
す
る
一
つ
の
認
識
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
が
分
か

る
。
「
お
ま
え
も
つ
い
に
、

た
だ
ほ
め
称
え
る
乙
と
を
知
る
」

2
z
E♀
t
z
S
H
P
S
何
回
母
ロ
日

N
G
Z
7
5
2
)
と
い
う
最
後
の
言

「
お
ま
え
も
」
と

葉
の
板
底
に
は
、
音
楽
が
自
己
の
領
域
の
み
を
「
ほ
め
称
え
る
と
と
を
知
る
」
と
い
う
音
楽
へ
の
認
識
の
底
に
、

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
人
も
ま
た
お
の
が
属
し
て
い
る
無
常
の
時
間
・
無
常
の
存
在
の
領
域
(
言
葉
で
言
い
え
る
も
の
の
領
域
)

の
み
を
「
ほ
め
称
え
る
と
と
を
知
る
」
と
い
う
、
詩
人
の
お
の
れ
自
身
へ
の
認
識
を
読
み
と
る
乙
と
が
で
き
る
。
存
在
へ
の
不
安
を

意
識
し
た
中
期
以
来
た
え
ず
時
間
の
問
題
に
挑
ん
で
き
た
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
、

と
の
認
識
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦

乙
の
地
上
に
は
「
な
ぜ
な
ら
、
留
ま
る
と
乙
ろ
が
ど
乙
に
も
無
い
の
だ
か
段
と
嘆
か
れ
て
い
た

の
が
、
当
詩
集
の
翌
年
に
生
ま
れ
た
後
期
の
『
悲
歌
』
で
は
「
と
の
世
に
在
る
ζ

と
は
す
ば
ら
し
い
」
(
目

P
E
E
T三
-
九
九
、

と

き

、

、

〈

関

〕

「
乙
と
は
、
言
葉
で
言
い
え
る
も
の
の
時
間
、
乙
乙
は
そ
の
故
郷
だ
」
(
尚
之
、
三
件
2
句
会
h
v
.
ζ
3
N
S
L号、

3
5
出
色

g
a・)、

以
前
の
前
期
の
『
悲
歌
』
で
は
、

日--，

;FF 
f， IC 
E む
EL(か
ごと51 つ

L て

長世
ゎ界
-r r <.:-

七 2
る称
。え

よ

言
葉
に
言
い
え
な
い
世
界
を
で
は
な
い
」

(
P
2
8
P
S
開
口
m

豆
島
芯
毛
市
}
f
E円
宮

乙
の
変
化
は

ベ
ル
ク
の
館
に
お
け
る
リ
ル
ケ
の
、

乙
の
時
間
の
問
題
へ
の
認
識
を
ぬ
き

に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
乙
と
で
あ
る
。

「
流
れ
去
る
時
間
」
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
の
地
上
の
無
常
な
る
存
在
を
、
も
っ
と
も
無
常
で

あ
る
我
々
人
聞
が
「
ほ
め
称
え
る
」
と
い
う
詩
人
リ
ル
ケ
の
姿
勢
は
、
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
(
と
く
に
後
期
の
『
悲
歌
』
)
と
『
オ
ル

フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
と
の
両
晩
年
の
詩
業
を
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
詩
の
「
ほ
め
称
え
る
」
と



い
う
言
葉
は
、

た
だ
乙
の
詩
だ
け
に
偶
然
に
で
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
当
詩
集
の
『
カ
ル
ナ
ク
で
の
と
と
だ
っ
た
:
:
:
』
や
『
う

つ
く
し
い
ア
グ
ラ
l
ヤ
:
:
;
』
(
∞
三
】
C
コ
円
〉
市
町
一と

ι
・
)
で
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
そ
の
「
ほ
め
称
え
る
」
と
い
う
言
葉
の
内

容
が
、
両
晩
年
の
詩
集
の

「
ほ
め
称
え
る
」
の
内
容
と
ま
っ
た
く
同
じ
思
想
固
に
立
つ
も
の
で
あ
る
乙
と
は
、
す
で
に
「
カ
ル
ナ
ク

で
の
と
と
だ
っ
た
:
:
:
』
の
詩
で
も
確
か
め
た
と
乙
ろ
で
あ
ぷ
「
リ
ル
ケ
が
詩
作
を
始
め
た
ど
く
初
期
以
来
、
「
時
間
」
を
、
存
在

を
脅
か
す
無
常
の
も
の
と
し
て
つ
ね
に
否
定
的
に
捕
え
て
来
た
彼
の
姿
勢
は
、
乙
こ
で
、
そ
の
時
間
K
さ
ら
さ
れ
た
地
上
な
る
存
在

そ
れ
を
「
ほ
め
称
え
る
」
と
い
う
「
時
間
」
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る
姿
勢
へ
と

を
無
常
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
が
ま
ま
に
認
め
、

大
き
く
転
換
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
意
味
で、

『
c
・W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
は
、

リ
ル
ケ
が
最
後
に
た
ど
り
着
い
た
詩
境
の
入
口

K
立
つ
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
展
開
さ
せ
る
基
底
を
な
す
も
の
と
し
て
、

ベ
ル
ク
の
館
で
の
時
閣
の
問
題
へ
の
乙
の
認
識
は
、
大

き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
乙
れ
を
境
と
し
て
流
れ
去
る
時
閣
の
宥
威
が
ま
っ
た
く
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
否
定
的
に

で
は
な
く
、
肯
定
的
に
捕
え
て
、
そ
こ
に
存
在
の
価
値
、

真
の
存
在
の
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
詩
人
の
姿
勢
は
、
以
後
最
後

ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
二
部
第
二
十
七
の
前
〉
で
は
、
ふ
た

冒
と
品
。

「
ま
と
と
に
破
壊
す
る
時
聞
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

/
静
か

K
安
ら
う
山
の
う

た
び
無
常
の
時
閣
の
脅
威
が
浮
上
し
て
く
る
。

ぇ
、
そ
れ
は
い
つ
古
城
を
砕
く
の
か
。
/
限
り
な
く
神
々
の
も
の
で
あ
る
ζ

の
心
に
/
い
つ
悪
し
き
造
物
主
が
そ
の
暴
威
を
ふ
る
う

あ
か

〆
運
命
が
ぼ
く
た
ち
に
証
そ
う
と
す
る
ほ
ど
に
/
ぼ
く
た
ち
は
ほ
ん
と
う
に
不
安
げ
な
摘
慣
れ
や
す
い
も
の
だ
ろ
う
か
」

の
か
。

(へ
w
z
Z
2
項
目
『
主
片
才
色
月

N
己
f
門】]円

N
2
Z円
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門
市
コ
己
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と

J
F
S
Hfmw口
町
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円
巾
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3
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戸
市
コ
門
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司
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2
m
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N
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司
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円
以

国
2NM
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巾
ロ

e
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πコ
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神
宮
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ロ

m
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}HC同市『同門凶作
k
d『
担
ロ
ロ

4
巾円

mm毛
色
丹
戸
市
山
門
的
与
の『

口
市

5
2認
可
ミ

ω百
円
目

当

町

老

町

E
-の
y

s

『
c
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り』

と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

九
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UE口
市
山
田

E
n
y
N
R
σ
同
市

ny--円
ZLd丘
町
内
凶
器
∞
円
y
-
n
E巳
ロ
ロ
師
宅
mvy同

H
H
M
R
Y
2
3】

戸

市

)

と

地
上
な
る
存
在
を
破
壊
す
る
無
常
の
時
間

へ
の
不
安
が
浮
上
し
て
く
る
が
、

し
か
し
最
終
節
で
は
、

そ
の
時
間
と
と
も
に
漂
い
ゆ
く
我
々
の
存
在
を
あ
る
が
ま
ま
に
肯
定
し
、

そ
の
な
か
で
の
存
在
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

〉
一
ー
ハ
ピ
ク
《
片
方
d
q
町
己
ヨ
門
Y

包
∞
〈
同
庁
吋
円
四
一
ゲ
巾
ロ
円
四
巾

Hy

m山
内
-
H
巾
回
以
者
可
門
田
O

円ゲ

σ2σ-mwFσ
町一口門同巾ロ

同
『
炉
『
円

gp]山
市
川
。
丘
町
内

}M2
ロ
E
C
ユ

ぼ
く
た
ち
在
る
が
ま
ま
の
存
在
、
漂
い
ゆ
く
者
と
し
て
、

ぼ
く
た
ち
は
そ
れ
で
も
、
永
遠
に
留
ま
る
諸
力
の
も
と
で

神
々
の
必
要
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
の
だ
。

ま
fこ

さ
ら
に
一
九
二
四
年
の

〈
話
)

『
無
常
』
(
〈
q
m
E
m
z
n
y
f
a円
)
と
い
う
詩
で
も
、

「
流
れ
去
る
時
間
」

i乙

「
時
間
の
流
砂
よ
」

(
自
己
閃
印
伊
ロ
門
同
色
白

ω
Zロ
仏
巾
ロ
)
と
呼
び
か
け
、

乙
の
地
上
の
も
の
が
そ
の
時
聞
に
さ
ら
さ
れ
て
、

た
え
ず
「
無
」
へ
と
消
え
去
っ
て

ゆ
く
様
を
歌
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
も
最
後
に

そ
れ
を
否
定
的
に
捕
え
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
無
常
の
時
閣
の
な
か
へ
と

積
極
的
に
参
入
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
存
在
の
可
能
性
と
そ
の
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
詩
人
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

〉
σ
2
〈
2
P一
一
回
明
神
巾
円
同
E
Cユmmp
戸一出円四角
川『
明
。

E
Pロ巾
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2
5
5一円
FZFEE-『

σg
gz
z
v

Fvrg認
可

5
5
〔同
町三

者

E
号
ご
ざ
山
内
耳
コ
門
戸
芯

N
トニ
5
F

門戸F
F
P
2
2
コ必〈

c=-∞
ケ
の
ぬ
『

2
p
-
コ
出
司
一
ロ
ヌ
，一d
hFZ
弓コ(同門
戸
間
伊
己
主
・

け
れ
ど
も
没
落
。
そ
れ
は
、
ほ
の
か
に
光
る
水
飛
沫
を
ふ
り
そ
そ
ぎ
な
が
ら

水
鏡
へ
と
落
ち
て
く
る
噴
水
の
帰
還
よ
り
は
悲
し
い
だ
ろ
う
か

?

ぼ
く
た
ち
は
変
転
の
歯
と
歯
の
聞
に
は
さ
ま
れ
て
い
よ
う
、

そ
の
見
つ
め
る
頭
部
の
な
か
へ
と
残
ら
ず
包
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
と
。

「
変
転
の
歯
」
と
は
、
我
々
地
上
な
る
存
在
を
噛
み
砕
き
、

「
無
」
へ
と
引
き
さ
ら
っ
て
ゆ
く
無
常
の
時
閣
の
と
と
で
あ
る
。
こ

乙
で
は

立
ち
界
つ
て
は
水
盤
の
水
鏡
へ
と
落
ち
帰
り
、

ま
た
立
ち
昇
っ
て
ゆ
く
噴
水
の
永
劫
回
帰
の
永
遠
よ
り
は
、

む
し
ろ
無

常
の
時
間
と
と
も
に
乙
れ
を
最
後
に
消
え
去
る
「
生
」
の
「
没
落
」
、
「
滅
亡
」
の
方
に
存
在
の
意
味
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

至
っ
て
は
、

乙
乙
に

そ
う
し
た
噴
水
の
水
の
円
環
を
描
い
た
『
ロ

1
7
の
噴
水
』
の
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
中
期
の
「
物
象
詩
」
の
永
遠
の

「
生
」
の
は
か
な
さ
を
知
り
な
が
ら
、
無
常
の
時

世
界
は
、
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
ず
に
、
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、

閣
の
ま
っ
た
だ
中
に
お
の
が
「
生
」
を
引
き
入
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
緊
迫
し
た
関
係
の
な
か
で
存
在
の
充
実
と
そ
の
意
味
を

(邸、

見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
無
常
の
時
間
へ
の
積
極
的
な
詩
人
の
姿
勢
が
、
お
な
じ
無
常
の
存
在
を
彼
に
ほ
め
称
え
さ
せ

て
い
る
・
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
と
ろ
で
、
最
後
に
検
討
し
た

『
と
き
と
し
て
苗
床
を
お
お
う
ガ
ラ
ス
屋
根
に
:
:
:
』
の
詩
で
は
、

「
流
れ
去
る
時
間
」
の
領
域

と
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
領
域
と
を
一
つ
に
貫
乙
う
と
し
た
企
て
は
つ
い
に
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、

乙
れ
で
「
充
た
さ
れ
た

「
c
・
w
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

九
五



九
六

時
間
」
と
い
う
高
次
の
時
間
思
想
は
潰
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?

そ
れ
は
、

こ
れ
以
後
の
リ
ル
ケ
の
詩
の
世
界
を
見
れ

そ
の
失
敗
は
、
現
実
の
時
閣
の
領
域
を
そ
の
ま
ま
一
局
次
の
時
閣
の
領
域
に
引
き
入
れ
よ
う

ば
明
ら
か
に
そ
う
で
は
な
い
と
言
え
る
。

と
し
た
失
敗
で
あ
り
、
乙
の
詩
は
そ
の
こ
と
の
不
可
能
性
へ
の
痛
切
な
認
識
で
も
あ
る
。

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
そ
の
も
の
を
否
定

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ζ

の
一
角
次
の
時
聞
は
、

『
真
珠
玉
が
こ
ぼ
れ
散
る
:
:
:
』
で
は
創
造
に
か
か
わ
る
時
間
と
い
う
特
質
が
見

た。

そ
し
て
次
の
『
な
ん
と
奇
妙
な
言
葉
よ
:
:
:
』
で
は
充
実
し
た
詩
人
の
心
の
内
部
に
宿
る
も
の
で
あ
る
乙
と
も
認
め
ら
れ

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
と
は
、
充
実
し
た
詩
人
の
心
の
内
部
で
体
験
さ
れ
る
創
造
的
な
時
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
聞
が

ら
れ
た
、

詩
的
創
造
に
か
か
わ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
る
す
べ
て
の
も
の
が
共
に
詩
人
の
内
部
空
聞
に
集
ま
っ
て
き

て
、
そ
ζ

で
「
自
に
見
え
な
い
も
の
」
と
な
っ
て
「
つ
い
の
存
在
」
を
得
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
流
れ
去
る
時
間
」
の
領
域

の
も
の
が

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」

の
領
域
に
入
る
に
は
、
詩
人
の
内
部
で

「
自
に
見
え
な
い
も
の
」

へ
と
変
容

(
〈
句
者
自
(
笠
ロ
)

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
第
九
の
悲
歌
』
の
後
半
で
は
、

こ
の
地
上
の
無
常
の
存
在
が
、
も
っ
と
も
無
常
で
あ
る
我
々
人

閣
の
心
の
内
部
で
、

「
自
に
見
え
な
い
」

存
在
と
な
っ
て
蘇
る
こ
と
を
願
う
、

そ
の
痛
切
な
委
託
(
〉
民
同
円
高
)
を
歌
い
、
最
後
に
こ

の
委
託
を
果
た
し
え
る
状
態
の

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
が
宿
っ
て
い
る
詩
人
自
身
の
姿
を
歌
う
と
と
に
よ

っ
て
、

〔
間
四
〉

感
動
的
に
し
め
括
っ
て
い
る
。

こ
の
『
悲
歌
」
を
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ぼ減見
くりょ
のは、

心せぼ
のぬく
内ぅ iは
部ち: 生
にみき
あなて
ふさ、い

れりる
出わ
るた何
。る lζ

存よ
在つ
がて

か

幼
年
時
代
も
未
来
も

ま
た
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
と
と
も
に
生
ま
れ
た
一
連
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
一
篇
『
境
界
が
溶
け
去
る
魔
力
を
ぼ
く

《

mc

た
ち
に
醸
し
だ
せ
:
:
:
』
(切

E
ロ
ロ
ヨ
仏

g
N
P
C
σ
m♂
庄
内
同
市
g
b
F巾
の
円

g
N
g
弘
司
一Y
5田
市
ロ
・
:
)
の
詩
で
も
、

過
去
・
現
在
・
未
来

と
い
う
「
流
れ
去
る
時
間
」
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
時
と
時
と
の
境
界
を
脱
し
て
、
過
去
の
も
の
も
共
に
現
在
の
心
の
空
間
の
な
か

で
深
い
関
連
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
様
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

戸
ん
い
お
ヨ

-
2
5
F
m
g
吋円
O
M
)

同
市
ロ
ハ
目
印
刷
何
口
四
百
円
円
巾
〕

g
m円
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コ
山
口
N
巾
仏
巾
H
N
2
H巾ロ-内同芯
Z
ロ
出
ゲ
巾
-
z
m
f

円同市ロロ

d
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丘
巾
町
一
切
三
コ
ロ
同
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山
口
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門
}
】
(
同
角
川門
叶

p
m
b
a
〉
岳

g巾
門

戸
コ
門
同
母
吋
恥
仲
間
叫
可
匂
巴
閉
門

Z
。
0
2
0
門同市吋〈
om玄
関
m
E伯仲・

ぼ
く
た
ち
を
欺
く
時
と
時
と
の
あ
の
境
界
の

世
界
を
狭
め
る
区
分
を
数
滴
の
雫
に
て
溶
き
放
せ
。

な
ぜ
な
ら
、
ア
テ
ネ
び
と
の
日
々
と
エ

ジ
プ
ト
の
神
あ
る
い
は
鳥
が
、
い
ま
も

ぼ
く
た
ち
の
内
部
で
じ
つ
に
深
く
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

『
c
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り』

と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

九
七



九
八

こ
の
よ
う
な
晩
年
の
詩
作
を
見
れ
ば

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
は
、

た
ん
な
る
高
次
の
時
間
思
想
と
い
う
域
を
脱
し
て
、
現
実
の

詩
作
に
深
く
か
か
わ
り
、
定
着
し
て
き
で
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
し
て
ま
た
、

そ
乙
に
は
、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
へ
の
詩
人
の
か

か
わ
り
方
の
変
化
も
見
ら
れ
る
。
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
獲
得
に
は
、
詩
人
の
内
部
の
充
実
が
そ
の
必
須
条
件
で
あ
る
。

『真
珠
玉

が
こ
ぼ
れ
散
る
:
:
:
』
や
『
な
ん
と
奇
妙
な
言
葉
よ
:
:
;
』
の
詩
で
は
、
無
常
の
時
間
を
負
と
し
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
を
正
と

し
て
、
後
者
が
前
者
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
、
前
者
を
否
定
し
な
が
ら
後
者
の
み
を
ひ
た
す
ら
追
い
求
め
て
い
た
が
、

と
の
よ
う

な
晩
年
の
詩
作
の
世
界
に
な
る
と
、

と
く
に
今
と
り
あ
げ
た

『第
九
の
悲
歌
』
や

『無
常
』
の
詩
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
む
し
ろ

無
常
の
時
閣
の
中
へ
と
積
極
的
に
参
入
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
お
の
が
存
在
の
充
実
、
内
的
充
実
を
得
よ

円
四
国
〉

「
果
樹
園
』

の
第
四
十
二
の
詩
(
一
九
二
四
年
作
)
で
は
、
「
生
」

(
F
三
巾)
が
「
死
」

(
E
g
o
s

う
と
す
る
方
向
に
転
じ
て
い
る
。

の
方
へ
と
動
い
て
ゆ
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
「
未
来
」
と
「
過
去
」
が
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
乙
と
を
歌
っ
て
い
る
が
、

ζ 

れ
は
ま
さ
に
、
無
常
の
時
聞
の
な
か
へ
と
お
の
が
「
生
」
を
引
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
常
の
時
聞
を
お
の
が
内
部
で
「
充
た

さ
れ
た
時
間
」
へ
と
転
じ
、
創
造
的
な
時
聞
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
き守
え
よ
う
。
な
お
、

そ
の
よ
う
な
「
充
た
さ
れ

た
時
間
」
が
宿
る
詩
人
の
内
部
で
、
自
に
見
え
な
い
「
つ
い
の
存
在
」
と
な
っ
て
蘇
っ
た
も
の
た
ち
を
、
ほ
め
称
え
る
(
言
葉
で
言

う
)
乙
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
リ
ル
ケ
晩
年
の
詩
自
身
も
ま
た
、
時
と
時
と
の
境
界
を
越
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
が
共
に
関
連
の
世

界
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
.
「
全
数
の
時
間
」
が
宿
っ
て
い
る
詩
的
空
間
と
言
う
乙
と
も
で
き
よ

ぅ
。
リ
ル
ケ
の
言
う
、

「
全
体
の
世
界
」
(
岳
山
の
g
N
S
と
か
「
聞
か
れ
た
世
界
」
室
内

O
F
Z
巧
己
同
)
と
い
う
も
の
は
、
時
間
の

側
か
ら
言
え
ば
「
充
た
さ
れ
た
時
間
の
世
界
」
と
言
え
る
。

以
上
、

リ
ル
ケ
の
詩
の
世
界
を
「
時
間
」
の
側
か
ら
詩
作
の
発
展
を
追
い
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
が
、

「
時
間
」
の
問
題
は
た
ん



の
仕
方
と
、

に
そ
れ
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
存
在
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
り
あ
い
、
無
常
の
時
間
・
無
常
の
存
在
へ
の
詩
人
の
意
識
あ
る
い
は
認
識

そ
れ
へ
の
詩
人
の
対
応
の
方
向
に
よ
っ
て
、
各
時
期
の
彼
の
詩
作
態
度
の
根
底
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ

た
。
と
く
に
『
C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
第
二
部
の
『
と
き
と
し
て
箇
床
を
お
お
う
ガ
ラ
ス
屋
根
に
:
;
:
」
の
詩
に
見
ら
れ
た
、

お
の
が
無
常
の
時
聞
の
領
域
を
「
ほ
め
称
え
る
こ
と
を
知
る
」
と
い
う
認
識
は
、
乙
れ
ま
で
続
い
て
き
た
「
時
間
」
を
否
定
的
に
捕

え
る
態
度
を
、
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る
態
度
へ
と
大
き
く
転
換
さ
せ
る
と
と
も
に
、
リ
ル
ケ
の
詩
の
世
界
も
そ
こ
で
一
つ
の
大
き
な

変
化
を
見
せ
た
乙
と
は
注
目
し
て
よ
い
乙
と
で
あ
ろ
う
。

註1 

当
小
論
前
稿
(
そ
の
二
)
五
十
二
・
五
十
三
頁
参
照
。
な
お
、
当
小
論
前
々
稿
(
そ
の
一
)
、
前
稿
(
そ
の
二
)
は
、
以
下
(
そ
の

一)、

(
そ
の
二
)
と
略
す
。
(
そ
の
一
)
と

(そ
の
ニ
)
は
、
「
女
子
大
文
学
(
外
国
文
学
篇
)
」
(
大
阪
女
子
大
学
)
の
第
二
十
六
号
〈

一
九
ヒ

四
年
)
と
第
二
十
七
号
(
一
九
七
五
年
)
に
収
録
。

E
F
T
m山

ωヨ円一
z
z
d〈
2
Z
-
P一
MWIHNω

岡
山
己

r
。川
wz
ヨ
ユ
守
F
今

t〈

t
r何
回

内

田

a
N
-
Z

]FM由
『

月一
-Tη

切
M
M

ヨ
司
一
号
『
の

t
J‘
2
r
?
回

ι
e
N
u
r
H
M由

「
詩
人
は
け
っ
き
ょ
く
、
吉
岡
次
の
時
間
概
念
の
問
題
性
に
た
え
ず
心
を
動
か
さ
れ
迫
ら
れ
て
い
る
自
己
を
感
じ
て
き
た
。
彼
の
晩
年
の
全
詩

作
は
と
り
わ
け
、
乙
の
問
題
性
を
狭
い
意
味
で
の
概
念
的
手
段
を
用
い
て
で
は
な
い
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
な
お
さ
ら
決
定
的
に
詩
的
手
段
を

用
い
て
、
克
服
し
よ
う
と
す
る
壮
大
な
試
み
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
と
と
が
で
き
る
」

(F含
〉

=
3
g
g
N
E
H
C
Z
2
2ユ
三
ヨ
さ
と
g

-
z
r戸
川

旧
日
ご
。
も
ち
ろ
ん
、
ァ
レ
7

ン
は
、
乙
の
著
作
の
表
題
ど
お
り
、
一
局
次
の
時
間
と
フ
ィ
ク
l
ル
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
し
て
い

る
。
ァ
レ
7

ン
は
、
「
フ
ィ
グ
|
ル
」
と
は
、
無
常
の
時
聞
に
さ
ら
さ
れ
て
消
え
ゆ
く
も
の
の
、
捕
え
が
た
い
自
に
見
え
な
い
も
の
が
形
姿

(
A
U
V
E
Z
へ
と
凝
制
さ
れ
、
輪
郭
を
得
る
場
所
と
し
、
乙
の
形
姿
は
む
し
ろ
高
次
の
時
聞
が
宿
る
場
所
と
し
て
い
る

(ニ
孟

"
市山

口
ω)
。
そ

し
て
最
後
に
、
フ
ィ
グ
1
ル
を
乃
そ
の
も
の
の
本
来
の
隠
喰
(
メ
タ
l
フ
7
i
)
と
解
釈
す
る
と
き

(
o
z
-
J
n
E
ι
2
つ丘一弓
Z
2
の
章
)
、

2 3 4 5 
『

C
-w的
民
の
逃
陥
よ
り
L

と
そ
の
河
辺
を
め
ぐ
っ
て

九
九
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詩
自
身
が
そ
の
一一
局
次
の
時
聞
が
可
能
と
な
る
詩
的
空
間
で
あ
る
か
ら
、
リ
ル
ケ
晩
年
の
全
詩
作
は
、
一
局
次
の
時
閣
の
問
題
性
を
詩
的
手
段
を

用
い
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
、
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
ア
レ
7

ン
の
見
解
の
全
部
が
全
部
を
肯
定
し
な

い
と
し
て
も
、
時
閣
の
問
題
が
現
わ
れ
て
ζ

な
い
詩
で
も
、
晩
年
の
多
く
の
詩
の
背
後
に
は
「
時
間
」
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
ζ

と
は
否
定

す
る
と
と
が
で
き
な
い
。

。30
明
江
史
凶
ユ
n
y
図。=ロ。当
日
知己
rp
∞
・
ω回目

一
八
九
六
年
刊
の
詩
集
『
夢
を
冠
に
』

(
F
E百
四

nroE)
に
入
っ
て
い
る
詩

(
H
z
r
HE
g己
片
宮
巧
司
r0・回
ι-Yω
・
3)O

H
Z
r
Eヨ
己
片
Z
4
4司
宮
祖
国
ι・由
u山・∞
g
『

E-rmHm'E
Z
R
Y命
名
z
r
p
w品
・
白
場
∞
-
∞
弓

一
九

O
六
年
の
詩

(
E
Z
h
F
S包囲内『凶作巧
2
r
p
E
H
V
お

e
S
3
0

刀
ニ
宮
∞
酔
自
Enro
当
2
5u切
仏
・
ゲ
∞

-
B∞『・

H
N
F
R
E
z
-
-
n
z
t司
司

r
p
E-
Y
ω・
8
m

ヨ
-
r
-
迂
ヨ
ユ

M

円

r
d〈

命
『

r
p
E
H
m
g
O叫・

一
九

O
三
年
八
月
八
日
付
ル
l
-
ア
ン
ド
レ
ア
ス
H
サ
ロ
メ
宛
の
手
紙
(
担

F
R
F正
P
∞
-m∞)。

『
新
詩
集
』

の
詩
で
、
第
一
の
詩
が
一
九
O
六
年
作
、
第
二
の
詩
が
一
九

O
七
年
作
。
本
文
で
の
引
用
箇
所
は
第
一
の
詩
。
何
回
一
宮
川

ωbwヨ
ZF円
Z
4司
2
Z
-
回
ι
y
ω
・印
HN
『・

同

g
r伶リ
22m-z・z
d〈
2
5
u
E
-
Y
ω
・

mN申

HNHFREE--円
z
g
R
F
E・
Haω
・回目叶

(
そ
の
ニ
〉
五
十
・
五
十
一
頁
参
照
。

例
え
ば
『
第
十
の
悲
歌
』
の
第
二
節
で
、
「
歳
の
市
」
(
]
戸
7
5
R
r
z
の
歓
楽
境
を
歌
っ
て
い
る
箇
所
で
、
そ
の
場
所
が
行
き
止
ま
り
と
な

る
板
塀
に
「
不
死
」
{
〉
吋
O

色
。
久
)
と
い
う
ピ

l
ル
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
「
不
死
」
と
い
う
ビ

l
ル
を
「
た
え
ず
目
新
し

い
気
晴
ら
し
を
つ
ま
み
に
か
じ
っ
て
い
れ
ば
、

/
飲
み
手
に
は
甘
く
お
も
え
る
あ
の
苦
い
ビ

l
ル」

c
g
E
Z
2
2
2
巴
2
P
ι
g

《
同

g

叶，ュロ
r
o
E
g
E回
ω円

F
E
E
-
E
gロ
5
5
5
2
ι
自
己
主
ω円

Z
N
2
2
2
c
c口
問

S
E
E
-
)
と
ま
っ
た
く
風
刺
的
に
歌
っ
て
い
る
。
乙
の
板

塀
の
向
乙
う
の
裏
側
に
は
「
真
実
」

(g.込
h
込
)
の
世
界
が
あ
り
、
そ
の
世
界
が
死
者
の
国
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
不
死
」
は

7 8 9 15 14 13 12 11 10 19 18 17 16 
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「
死
」
へ
と
動
い
て
ゆ
か
な
い
「
生
」
で
あ
り
、
永
遠
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
無
時
間
的
な
も
の
と
し
て
、
否
定
的
に
歌
わ
れ
て
い
る

克己
Z
u
E
E
Z
E
H
0
4〈
R
Z
w
切

ι-Yω
・
叶
N
N
)
。
ま
た

「
果
樹
昆
』
の
第
四
十
二
の
詩
で
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「
死
の
方
へ
と
動
い

て
ゆ
か
な
い
生
」
を
否
定
し
(
註
日
参
照
)
、
「
無
常
』
と
い
う
詩
で
は
、
永
劫
回
帰
の
永
遠
と
い
う
も
の
を
「
悲
し
い
も
の
」
と
し
て
否
定

的
に
見
て
い
る
(
本
文
九
十
五
頁
参
照
)
。

H
C
F
R
E
E
Z
E屈
巧
q
F
E・N
.

∞・品
N
同

E
-
Z
E
g
z
E凶
作
者
zro十
∞《

H・
M
.
ω
H
H品

HH斗

(
そ
の
ニ
)
六
十
・
六
十
一
頁
参
照
。
ま
た
、
後
で
と
り
扱
う
『
第
九
の
悲
歌
』
の
最
後
の
箇
所
(
本
文
九
十
六
頁
)
と
『
境
界
が
溶
け
去

る
魔
力
を
ぼ
く
た
ち
に
醸
し
だ
せ
:
:
:』
の
詩
(
本
文
九
十
七
頁
)
を
参
照
の
こ
と
。

E
E
P
5
2
r
a
E
E
C
E
E
H
E岳
命
名
2r0・
HH・ロロ門戸
HM-
〉
宮
内
-
一

5
n
(
5
0
2
2
N丹
〈

Oロ
明
言

ECO]
国

5S)wω
・由
N

乙
の
キ
ル
ケ

P

コ
ー
ル
の
「
時
聞
の
充
溢
」
と
い
う
概
念
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の
「
カ
イ
ロ
ス
」
(
同
色
g
ω
l
l
恵
ま
れ
た
瞬
間
、
決
定
的

な
時
点
)
と
い
う
主
体
的
な
時
間
概
念
(
人
聞
に
運
命
的
に
立
ち
向
か
っ
て
く
る
決
定
的
な
瞬
間
、
い
わ
ば
人
聞
の
歴
史
の
意
味
が
そ
乙
に

収
殺
す
る
重
要
な
時
点
と
し
て
の
質
的
な
時
間
で
あ
っ
て
、
一
様
に
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
客
観
的
な
時
聞
を
表
わ
す

「
ク
ロ
ノ
ス
」
(
内

72
5
m
)

と
対
置
さ
れ
る
時
間
概
念
)
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
神
の
救
い
が
成
就
さ
れ
る
決
定
的
な
「
時
」
と
し
て
霊
化
さ
れ
、
そ
れ
を
キ
ル

ケ
ゴ

l
ル
は
、
さ
ら
に
永
遠
と
し
て
の
瞬
間
論
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
。
コ

l
ル
が
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
:
:
:
」

と
言
っ
て
い
る
所
は
、
例
え
ば

「
聖
書
』
の
次
の
よ
う
な
箇
所
を
と
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
ヨ
ハ
ネ
の
囚
れ
し
後、

イ
エ
ス
、
ガ

リ
ラ
ヤ
に
訓
り
、
神
の
福
音
を
宣
伝
へ
て
言
ひ
給
ふ
、
「
時
は
満
て
り
二
年

F
Eぇ
t
p
=三
、
神
の
国
は
近
づ
け
り
、
汝
ら
悔
改
め
て
福

音
を
信
ぜ
よ
』
」
(
マ
ル
コ
伝
第
一
章
第
十
四
・
十
五
節
|
|
独
釈
の
文
は
ル
タ
l
訳
に
よ
る
一
九
六
四
年
の

T
E
Eヨ
ろ

-z-を
使
用
)
。

む
ろ
ん
、
リ
ル
ケ
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
と
い
う
概
念
に
は
、
宗
教
的
な
色
調
は
ま
っ
た
く
な
い
。
な
お
、
キ
ル
ケ
、
コ
ー
ル
の
時
間
論

(
厳
密
に
言
え
ば
瞬
間
論
)
は
、
「
不
安
の
概
念
』

(
0
2
P
E
e
-
Z
〉
主
主
の
第
三
章
の
序
文
(
】
乞
戸
f
∞∞
N
i
g
)

全
般
に
わ
た
っ
て
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

同
Z
H
r。
問

ω里
子

FFE-w
∞唱。

「
留
ま
る
こ
と
」

(
0
5
E
2
Z三
と
「
つ
い
の
存
在
」

(
2
M
g
L
r
r
一主
三
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
「
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ

ネ
ッ
ト
』
第
一
部
第
二
十
二
の
詩
で
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
思
想
が
見
ら
れ
る
。
ぼ
く
た
ち
は
「
漂
い
ゆ
く
者
」
(
止
命
、
『
5
Z
E
3
)
で
は

23 25 24 
『
C
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

。
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ふ
ら

&
e

あ
る
け
れ
と
、
「
た
え
ず
留
ま
っ
て
い
る
も
の
の
な
か
で
は
」
(
5
5
5
2
g
E
Z
E
g
)、
「
時
間
の
歩
み
」

(
ι
g
r
z三
分
『

N
Eこ
も

「
と
る
に
足
り
な
い
乙
と
」

(
E
2ヨ
ηrEZ
と
し
て
受
け
取
る
が
よ
い
、
と
命
じ
、
そ
し
て
「
留
ま
る
も
の
が
は
じ
め
て
、

/
ぼ
く
た
ち
を

真
実
の
世
界
へ
と
導
く
」

2
2
Jて

4
2
4
m
r
z
Z
2
5
F
2
5
2乙
と
歌
っ
て
い
る
有
罪
円
宮
ヨ
同
t

S
何
者
号
Z
L£
Y
2
2
3
0

o
z
g円
切

p
r
Z
2
d
E
5
c
z
m
τ
己
の
何
回
一

r0・部
品(}叫

刀
ニ

r。
ωμ
ヨ
ニ
ん
の
『
伶

t
t
J，『

rmJ
ロ
ι
ケ

リ
山
由
∞
叶

ヘ
ル
マ
ン
・
メ
ル
七
エ

ン
は
、
こ
の
第
二
節
の
後
半
二
行
を
「
人
間
の
一
生
を
表
わ
す
一
日
」
定
型

r
z
z
↓
品

ι
g
Z
2
2
Z三
と
み

な
し
、
「
い
ま
快
く
横
た
わ
る
も
の
」
を
「
死
」
(ι
号
、
円
。
品
)
と
解
し
、
「
死
と
は
存
在
の
海
の
な
か
で
〈
溶
け
ゆ
く
こ
と
V
で
あ
り
、
時
間

は
〔
夜
の
〕
〈
空
間
V
の
な
か
で
溶
解
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
(
国
耳
目
自
口
三
ミ
長
3

日

}ZT2
ω
0
5
5
8
0コ
任
命

E
M
包
由
)
。
ハ

ン
ス
・
ボ
1

ヴ
エ

ン
タ
ー
も
、
死
の
溶
解
が
何
故
「
存
在
の
海
の
な
か
で
」
お
こ
な
わ
れ
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
乙
の

箇
所
を
「
人
閣
の
一
生
を
表
わ
す
一
日
」
と
「
死
」
と
い
う
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
こ
の
説
を
踏
ま
え
て
解
釈
し
て
い
る

E
2
1
∞
2
3
5
M
Z
r
g

Nu・E
E
-〉

z:一2
d
X
E
Z
hら
ιPJC『三
.3
。・
4
4
・Jω

ロ
∞}。

し
か
し
、
乙
の
箇
所
を
引
き
出
す
第
二
節
前
半
は
、
自
然
界
の
時
間
の

歩
み
を
天
体
の
一
日
の
経
過
で
描
写
し
(
メ
ル
ヒ
占
ン
、
ボ
l
ヴ
エ
ン
タ
ー
も
ほ
ぼ
乙
れ
と
同
じ
解
釈
)
、
そ
し
て
乙
の
箇
所
に
続
く
第
三

節
前
半
で
も
、
自
然
界
の
「
山
」
と
「
星
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
錨
写
の
流
れ
の
な
か
で
、

こ
の
第
二
節
後
半
二
行
だ
け
を

「
人
聞
の
領
域
」
の
み
に
限
っ
て
し
ま
う
ζ

と
は
、
か
な
り
強
引
で
あ
る
し
、
ま
た
乙
の
抽
象
的
な
言
葉
が
持
つ
表
現
力
の
広
が
り
を
狭
く

限
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
乙
の
第
二
節
後
半
に
は
、
対
象
を
そ
の
運
動
の
純
粋
な
軌
跡
に
集
約
し
て
捕
え
よ
う
と
す
る
、
リ
ル

ケ
晩
年
の
フ
ィ
グ
l
ル
化
へ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
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そ
の
一
一
)
六
十
・
六
十
一
頁
参
照
。

(
そ
の
ニ
)
五
十
九
頁
参
照
。

(
そ
の
二
)
六
十
・
六
十
一
頁
参
照
。

ベ
1
ダ
・
ア
レ
7

ン
は
、

N
3
2
Z
Z
E
E。
ι雪
N
Z
の
構
造
を
分
析
し
て
、
そ
れ
に
は
本
質
的
に
二
重
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、

N
Z
は
文
法
的
に
は
「
目
的
の
二
格
」
で
あ
る
と
共
に
「
主
語
の
二
格
」
で
あ
る
と
し
、
(
そ
の
内
容
を
分
か
り
ゃ
す
い
よ
う
に
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N
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5内
の
側
か
ら
要
約
す
る
と
)
「
た
ん
な
る
無
常
の
、
流
れ
去
る
時
間
」
を
中
断
す
る

N
3
R
Z
2吉
ヨ
m

で
あ
る
と
共
に
、

そ
の
よ
う
な
中
断
に
お
い
て
「
全
数
の
時
間
」
が
聞
か
れ
る

NSω
円

F
E
E
E伶
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
〉
宏
E
Eロ

-
z
?
ω
E品)
。
二
重

の
意
味
と
は
、

N
Z
は
中
断
さ
れ
る
「
流
れ
去
る
時
間
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
中
断
に
お
い
て
現
わ
れ
る
「
全
数
の
時
間
」
と
い
う
こ
重

の
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
ァ
レ
マ
ン
の
こ
の
構
造
分
析
に
よ
っ
て
も
、
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」

が
、
即
「
充
た
さ

れ
た
時
間
」
、
即
「
全
数
の
時
間
」
で
は
な
い
の
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
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九
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』
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最
後
に
歌
わ

れ
て
い
る
詩
人
自
身
の
姿
は
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
が
宿
っ

て
い
る
姿
で
あ
る
と
共
に
、
そ
う
し
た
お
の
が
「
存
在
」
を
体
験
し
て
い
る

姿
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
(
本
文
九
十
六
頁
参
照
)
。
な
お
、
(
そ
の
一
)
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
当
時
(
と
く
に
第
一
部
の
詩
作
時
期
)
の

リ
ル
ケ
に
は
「
内
部
」
の
充
実
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
K
充
実
し
た
内
部
の
状
態
を
、
リ
ル
ケ
は
「
用
意
が
で
き
て

い
る
」

(
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刊
の
計
量
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'
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』

(
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三
。
ョ
2
2
2

円

E
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目
。
・
:
)
で
も
、
乙
の
詩
と
同
じ
く
、
窓
ガ
ラ
ス
が
透
明
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に

「
鏡

一
と
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っ
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い
る
状
態
が
歌
わ
れ
て
い
る
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な
お
、
「
音
楽
」
と
「
鏡
」
の
結
び
つ
さ
は
、
我
々
の
詩
だ
け
で
な

;
、
中
期
の
『
香
り
』
(C
2
0
ミ
こ
に
も
、
ま
た
最
晩
年
の
『
音
楽
』

38 37 36 46 45 44 43 42 41 40 39 
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C
-
w伯
爵
の
遺
稿
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り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
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知
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せ
る
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第
二
部
第
十
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詩
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最
終
節
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と
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
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