
放
蕩
息
子
の
家
出

リ
ル
ケ
に
お
け
る
新
約
聖
書
の
モ
チ
ー
フ

「
放
蕩
息
子
」

の
意
味

手前

田

伊

久

穂

序

1

1

「
放
蕩
息
子

の
モ
チ
ー
フ
の
展
開

「
放
蕩
息
子
」
の
た
と
え
話
は
、
宗
教
や
文
化
を
越
え
て
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
話
で
あ
り
、
新
約
聖
書
に
記
さ
れ
た
多
く
の

た
と
え
話
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、

『ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
の
第
十
五
章
で
「
見
失
っ
た
羊
」
、

「
無
く
し
た
銀
貨
」
の
両
た
と
え
話
と
と
も
に
語
ら
れ
る
三
つ
の
た
と
え
話
の
な
か
の
一
つ
で
、
同
輩
の
第
十
一
節
か
ら
第
三
十
二

節
に
か
け
て
-
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
筋
は
、
二
人
の
息
子
の
う
ち
弟
が
父
に
分
与
さ
せ
た
財
産
を

金
銭
に
換
え
て
遠
い
国
へ
と
出
奔
し
、
放
蕩
の
限
り
を
尽
く
し
た
の
ち
、
ど
ん
底
ま
で
零
落
し
、
父
の
家
に
帰
っ
て
き
た
が
、
父
か

ら
は
暖
か
く
迎
え
ら
れ
る
、
ま
た
、
そ
の
歓
迎
に
怒
る
兄
も
父
に
よ
っ
て
宥
め
諭
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
ご
く
簡
単
明
瞭
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
に
は
、
息
子
の
罪
に
対
す
る
悔
い
改
め
と
、
父
(
神
)
の
大
き
な
慈
愛
と
い
っ
た
、
聖
書
の
主
要
な
教
え

が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
「
放
蕩
息
子
」
の
た
と
え
話
は
、
教
会
に
安
置
さ
れ
る
彫
像
や
絵
画
、
ま

放
蕩
息
子
の
家
出
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一

た
大
聖
堂
な
ど
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
信
仰
の

対
象
と
は
な
ら
な
い
彫
刻
(
例
え
ば
ロ
ダ
ン
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
「
放
蕩
息
子
、
祈
り
」
)
や
絵
画
(
例
え
ば
ル
1
ペ
ン
ス
の
「
放
蕩
息
子
」

や
レ
ン
プ
ラ
ン
ト
の
「
放
蕩
息
子
の
帰
宅
」
)
、

タ
ペ
ス
ト
リ
ー
や
繊
盤
な
ど
の
美
術
工
芸
品
と
い
っ
た
造
形
芸
術
の
題
材
と
し
て
、

ま
た
、
小
説
、
戯
曲
、
詩
と
い
っ
た
文
学
作
品
の
素
材
と
し
て
、
さ
ら
に
は
演
劇
や
人
形
劇
の
主
題
と
し
て
、
遠
い
昔
か
ら
欧
米
の

精
神
文
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
文
学
で
は
、
こ
の
た
と
え
話
は
す
で
に
十
三
世
紀
後
半
か
ら

十
四
世
紀
初
頭
に
、
中
世
の
文
学
作
品
の
な
か
に
採
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
後
有
名
無
名
の
作
家
、
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
連
綿
と
し
て

文
学
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
く
知
っ
て
い
る
作
家
の
も
の
で
は
、
例

え
ば
ハ
ン
ス
・
ザ
ッ

ク
ス
の

『
コ
メ
l
デ
ィ
ア
|
|
放
蕩
息
子
」
(
円
。
ヨ
巾
品

5
・
・
・
ロ
巾
H--

〈
巾
『

-o『
ロ
∞

o
yロ

一
五
五
六
年
)
、

ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
の
『
放
蕩
息
子
』
(
円
g
F
E
望
。
念
宮
市

一
七
三
六
年
)
、
あ
と
で
触
れ
る
ジ
ッ
ド
の
『
放
蕩
息
子
の
帰
宅
』
(
一
九
O
九
年
)
、

カ
フ
カ
の
短
編

『帰
郷
」

2
2
g
w岳
円
)
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方
で
ま
た
、
こ
の
た
と
え
話
を
父
と
息
子
の
関
係
、

つ
ま
り
父
と
子
の
葛
藤
と
い
う
面
か
ら
捉
え
れ
ば
、
そ
の
系
譜
は
は
る
か
遠
く
ギ
リ
シ
ア
神
話
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
、
旧
約
聖
書
の
「
創

世
記
」

へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
父
ウ
ラ
ノ
ス
と
息
子
ク
ロ
ノ
ス
、
父
ク
ロ
ノ
ス
と
息
子
ゼ
ウ
ス
、

ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の

『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
」
、
神
と
楽
園
を
追
わ
れ
る
ア
ダ
ム
な
ど
と
い
っ
た
父
子
葛
藤
の
さ
ま
ざ
ま
な
祖
型
へ
と
遡
っ
て
ゆ
く
わ
け
で

あ
る
。
む
ろ
ん
リ
ル
ケ
は
、
新
約
聖
書
の
「
放
蕩
息
子
」
の
た
と
え
話
を
直
接
素
材
と
し
、
彼
の
詩
や
散
文
の
あ
ち
こ
ち
で
重
要
な

モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
素
材
あ
る
い
は
モ
チ
ー
フ
自
身
は
そ
う
し
た
歴
史
の
変
遺
の
深
さ
と
、
文
学
・

芸
術
を
含
む
文
化
の
多
様
な
広
が
り
と
を
背
後
に
背
負
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
リ
ル
ケ
の
作
品
に
取
り
組
む
際
に
も
、
こ
の
モ

チ
ー
フ
の
も
っ
こ
う
し
た
背
景
を
も
脳
裏
の
片
隅
に
収
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
詩
人
リ
ル
ケ
と
新
約
聖
書
の
モ
チ
ー
フ
「
放
蕩
息
子
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、

そ
の
全
体
像
を
眺
め
て
お

こ
う
。
リ
ル
ケ
の
作
品
の
な
か
で
、
「
放
蕩
息
子
」

(号
円
〈
巾
ユ
。
『
巾
ロ
巾
ω
ovロ
)
の
た
と
え
話
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
と
し
て
わ

れ
わ
れ
に
も
っ
と
も
強
烈
な
印
象
を
残
す
の
は
、
な
に
よ
り
も
こ
の
話
に
よ
っ
て
小
説
が
締
め
括
ら
れ
て
い
る
『
マ
ル
テ
の
手
記」

(
一
九
一

O
)
で
あ
ろ
う
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
巻
末
部
の
「
放
蕩
息
子
」
の
話
は
、
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
。

「放
蕩
息
子
の
物
語
は
、

愛
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
者
の
伝
説
で
は
な
い
の
だ
と
、

ろ
う
。
」
つ
ま
り
、

こ
の
物
語
は
、
愛
さ
れ
る
こ
と
へ
の
拒
否
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
も
う

一
つ
重
要

い
く
ら
ぼ
く
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
難
し
い
だ

な
こ
と
は
、
「
物
証
巴
(
の
巾
2
v
E号
)
か
ら
「
伝
説
」

(Fag号
)

へ
の
変
化
で
あ
る
。
「
物
語
」
は
「
赤
ず
き
ん
の
物
語
」
や
「
少

ふ
つ
う
そ
こ
に
は
教
訓
的
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
聖
書
の
「
放
蕩
息

年
少
女
む
き
の
物
語
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

子
」
の
話
も
、
教
訓
的
な
内
容
を
含
む
「
た
と
え
話
」
(
の
Z
R
Z
Z
-
H
U白
「
白

σ
$)

で
あ
る
。

リ
ル
ケ
は
そ
れ
ら
を
避
け
て
、
「伝
説
」

(
戸

市

m
g仏巾
)
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
伝
説
」
は
、
元
来
聖
人
、
聖
徒
の
伝
説
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
「
選
ば
れ
た
者
」

に
つ
い
て
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
リ
ル
ケ
の
「
放
蕩
息
子
」
の
性
格
を
決
め
る
も
う

一つ
の
要
点
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

多
少
内
容
に
踏
み
入
っ
た
が
、
こ
れ
以
上
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

本
論
の
究
明
に
ゆ
ず
り
た
い
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の

『
マ

ル
テ
の
手
記
』
が
書
か
れ
た
パ
リ
時
代
に
は
、
実
は
放
蕩
息
子
に
関
す
る
詩
も
少
な
か
ら
ず
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
放
蕩
息
子

そ
の
も
の
を
表
題
に
か
か
げ
た
詩
に
は
、
『
新
詩
集
』
(
第
一
部
一
九

O
七
年
、
第
二
部
一
九
O
八
年
)
の
「
放
蕩
息
子
の
家
出」

(口
角
〉
5
NZ
m
己
巾印〈巾
『
-
2
2
8
∞o
y
ロ巾
印)
、
と
草
稿
詩
の

「放
蕩
息
子
に
つ
い
て

-
2
0呂
志
ユ

2
2
2
FFロ
)
が
あ
る
。

両
詩
は
一
九
O
六
年
の
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
表
題
に
は
「
こ
の
詩
群
の
第
二
作
の
た
め
の
ス
ケ
ッ
チ
」

と
い
う
添
書
き
が
つ
い
て
い
て
、

リ
ル
ケ
に
は
放
蕩
息
子
を
め
ぐ
る
一
連
の
詩
群
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
う

放
蕩
息
子
の
家
出
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"" 

か
が
わ
せ
る
。
け
っ
き
ょ
く
こ
の
意
図
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、

『新
詩
集
』
に
は
放
蕩
息
子
と
深
い
関
係
を
も

っ
詩
が
さ
ら
に
も
う
数
篇
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
オ
リ
l
ヴ
園
」
(O
R
O
E
B
B
lの
健
常
口
)
、
「
晩
餐
」

(〉

zzgち
乙
、
「
異
邦
人
」

の
三
篇
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、

「放
蕩
息
子
の
家
出
」
よ
り
ほ
ぼ
一

年
後
の
一

(口市】
1

司円巾阿国門田巾)

九
O
七
年
五
月
に
、

『ノ
イ
エ
・
ル
ン
ト
シ
ャ
ウ
』
誌
に
ク
ル
ト
・
ジ
ン
ガ
1
の
独
訳
に
よ
っ
て
掲
載
さ
れ
た
ア
ン
ド
レ
・

ジ
y
ド

の

『
放
蕩
息
子
の
帰
宅
』

(円、巾

z
g
c『
【
同
こ
が
口
問
自
門
官
S
F
m
Z巾
)
を
読
ん
だ
り
ル
ケ
は
、
こ
の
作
品
に
強
い
興
味
を
示
し、

や
治宝

て
一
九
二
二
年
に
直
接
独
訳
し
、
翌
年

一
月
に
イ
ン
ゼ
ル
書
庖
よ
り
出
版
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
「
放
蕩
息
子
」
と
リ
ル
ケ
と
の
関
係
を
彼
の
初
期
創
作
期
へ
と
遡
っ
て
み
る
と
、
相
当
早
い
時
期
の
作
品
か

の
モ
チ
ー
フ
が
は

っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。

『人
生
に
沿
っ
て
』
(
一
八
九
八
年
)
に
収
め
ら
れ
た
作
品
で、

そ
の

前
年
の
一
八
九
七
年
中
頃
に
書
か
れ
た
短
篇
『
和
解
』
(
巴
巳
ぬ
)
で
あ
る
。
こ
の
短
篇
は
、
母
の
家
か
ら
出
て
、
母
に
よ
っ
て
一
方

ら
「
放
蕩
息
子
」

的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
抜
け
出
し
、
本
来
の
自
己
自
身
に
帰
ろ
う
と
す
る
苦
闘
の
な
か
で
、
重
い
病
に
倒
れ
、
ひ
と
り
死
を
迎

え
る
た
め
に
帰
宅
し
た
青
年
の
息
子
と
母
と
の
対
話
で
あ
る
。
父
は
す
で
に
彼
の
幼
い
頃
に
家
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
母
が
父
の

代
理
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
息
子
の
家
出
に
は
、
母
の
愛
と
母
に
導
か
れ
た
信
仰
(
神
)
と
い
う
こ
の

両
者
の
束
縛
か
ら
の
脱
出
が
そ
の
主
な
動
機
と
な
っ
て
い
て
、
後
の

「
マ
ル
テ
の
手
記
」
の
「
放
蕩
息
子
」
へ
と
成
育
し
て
ゆ
く
そ

の
萌
芽
が
す
で
に
明
瞭
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
は
、
一
ン
ュ
マ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
日
記
」

月
七
日
の
日
記
で
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た

「
こ
う
し
た
ど
の
路
地
で
も
お
ま
え
が
見
か
け
る
/
慣
習
か
ら
は
、
疎
遠
に
な
っ
て
い
な
け

(
一
八
九
八
年
七
月
十
一
日
よ
り
一
九
O
O
年
九
月
二
十
六
日
書
)
の
一
九
O
O年
四

れ
ば
な
ら
な
い
」
(
何
回
広
「
冊
目
門
戸
市
ロ
ヨ
ロ
宮
己
自
己

g
C巾℃巴。
m
巾ロ
y
g
z
p
¥仏
広
島
C
5
白

z
g
E
2
3
0
2∞
g
ω
円
E
5
?
・
・)
と



始
ま
る
詩
と
、
そ
れ
に
続
く
散
文
の
手
記
に
は
、
放
蕩
息
子
の
「
家
出
」

の
モ
チ
ー
フ
が
義
務
感
を
と
も
な
う
強
い
憧
憶
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
慣
習
と
好
意
と
虚
偽
に
縛
ら
れ
た
現
状
か
ら
の
脱
出
が
、
そ
の
動
機
と
な
っ
て
い
て
、
先
の
短
編
『
和
解
』

を
受
け
継
ぎ
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
「
放
蕩
息
子
」
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
、
そ
の
途
上
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、

同
年
九
月
に
書
か
れ
た
遺
稿
詩
「
彼
は
ま
だ
子
供
の
こ
ろ
家
か
ら
立
ち
去
っ
た
:
:
:
」

国
主
的
巾
同
0
2
・
・
・
)
で
は
、
両
親
を
捨
て
て
「
家
出
」
し
た
息
子
が
「
旅
人
」
(
巧
自
己
巾
『
巾
『
)
と
歌
わ
れ
、
こ
こ
に
も
リ
ル
ケ
の
放

(
何
吋
包
ロ
m
山
口
O
円

}

戸

川

w-
∞
2
口

問
H
H
H
門

同

〈

O
ロ

蕩
息
子
の
「
家
出
」
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
リ
ル
ケ
に
は
、
パ
リ
に
滞
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
間
も
な
い
頃
で
は
あ
る
が
、
オ
ー

ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
「
放
蕩
息
子
」
と
の
出
会
い
が
あ
る
。
「
ひ
ざ
ま
ず
き
、
両
腕
を
高
だ
か
と
投
げ
あ
げ
、
限
り
な
い
訴

え
の
し
ぐ
さ
で
上
体
を
う
し
ろ
へ
と
反
ら
せ
て
い
る
、
あ
の
ほ
っ
そ
り
と
し
た
青
年
」
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
、
後
に
「
祈
り
」

(p-宵
巾
)

と
名
づ
け
ら
れ
る
が
、

リ
ル
ケ
は
一
九
O
二
年
末
に
書
き
上
げ
た
『
オ
l
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
』
第
一
部
で
、
こ
の
像
に
つ
い
て
論

じ
、
「
こ
れ
は
父
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
息
子
で
は
な
い
。
こ
の
身
ぶ
り
は
ひ
と
り
の
神
を
必
然
の
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

身
ぶ
り
を
し
て
い
る
者
の
な
か
に
は
、
神
を
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
人
聞
が
い
る
。
こ
の
石
に
は
あ
ら
ゆ
る
広
が
り
が
属
し
て
い
る
。

こ
の
石
は
世
界
の
う
え
に
た
だ
独
り
立
っ
て
い
る
の
だ
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
単
独
で
お
か
れ
た
放
蕩
息
子
の
像
に
は
、
世
界

の
な
か
に
た
だ
独
り
隔
絶
さ
れ
た
絶
対
的
な
孤
独
と
、
そ
の
孤
独
者
に
と
っ
て
必
要
な
「
広
が
り
」
(
者
包
広
三
が
あ
る
。
こ
の
「
広

が
り
」
は
、
た
い
て
い
は
「
は
る
か
な
空
間
」
を
表
す
「
遠
方
」
(
司
巾
「
ロ
巾
)
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
諸
特
性
に
よ
っ
て
、

ロ
ダ
ン
論
で
論
じ
ら
れ
る
「
放
蕩
息
子
」
の
像
は
、
直
接
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
と
『
新
詩
集
』

の
「
放
蕩

息
子
」

の
像
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
が
あ
る
。

最
後
に
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
以
降
の
「
放
蕩
息
子
」
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー

放
蕩
息
子
の
家
出

豆王



放
蕩
息
子
の
家
出

ル
の
評
論
(
元
来
は
講
演
)

に
『
詩
人
と
現
代
』

(
ロ
巾
H

・
ロ
呂
町
昨
巾
『
ロ
ロ
己
庄
市
的
巾

N
2け

一
九
O
六
年
)
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
リ

ル
ケ
は
そ
れ
を
読
み
、
そ
れ
に
強
い
共
感
を
お
ぼ
え
た
の
か
、

一
九
O
七
年
の
カ
プ
リ
島
滞
在
中
な
ど
は
そ
れ
を
当
地
の
友
人
た
ち

に
朗
読
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
時
代
と
い
う
家
に
住
む
詩
人
と
い
う
も
の
を
、
家
と
妻
子
を
捨
て
て
な
が
い
巡
礼
の

旅
に
出
て
い
た
領
主
が
、
誤
認
さ
れ
て
見
知
ら
ぬ
乞
食
と
し
て
自
分
の
家
に
帰
宅
し
、
正
体
を
知
ら
れ
な
い
ま
ま
階
段
の
下
で
一
生

住
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
巡
礼
の
領
主
に
聡
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
は
こ
の
巡
礼
の
領
主
に
つ
い
て
一
九
一
三
年
の
小
論

宝
相
い
詩
人
に
つ
い
て
』
(
己
σ
2
己

g
E
S
S
E与
な
こ
で
、
出
所
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
に
触
れ
、
そ
の
領
主
を
、
「
階
段

の
下
の
す
き
間
に
住
ん
で
い
た
あ
の
聖
者
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
リ
ル
ケ
が
『
マ
ル
テ
の
手
記』

の
「
放
蕩
息
子
」
の
物
語
を
伝
説

と
呼
ん
で
い
た
の
を
思
い
返
す
と
、
詩
人
に
聡
え
ら
れ
る
こ
の
巡
礼
の
領
主
を
「
選
ば
れ
た
聖
な
る
者
」
と
し
て
放
蕩
息
子
と
同
一

視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
帰
宅
」
に
お
け
る
誤
認
は
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
放
蕩
息
子
の
「
帰
宅
」
の
際
の
状
況
に

ル
ー
ル
・
ア
ル
ベ

l
ル
リ
ラ
ザ
1
ル
へ
の
献
呈
詩
の
第
一
の
詩
(
一
九
一
四
年
)
「
帰
郷
、

ー
ー
ど
こ
へ
帰
る
と
い
う
の
か
?
:
:
:
」

(
P
E
Z買

5
F
Z・
・
・
)
と
、

き
わ
め
て
近
い
も
の
が
あ
る
。
次
に
は
、

ヘ
ル
ム

l
ト
・
ル
チ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
テ
1
テ

ン
男
爵
へ
の
献
呈
詩
(
一
九
二
四
年
)
「
自
然
が
生
物
た
ち
を
:
:
:
」
(
者
芯

E
?
Zえ
号
佳
巾
ぎ

2
2
5巾
ユ
陣
営
・
・
・
)
の
二
篇
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
詩
で
は
、
放
蕩
息
子
の
モ
チ
ー
フ
が
き
わ
め
て
抽
象
的
な
理
念
へ
と
純
化
さ
れ
、
具
象
性
が

希
薄
に
な
る
と
と
も
に
、
放
蕩
息
子
の
存
在
が
芸
術
家
の
存
在
、
人
間
の
存
在
の
問
題
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
に
い
た
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
リ
ル
ケ
と
「
放
蕩
息
子
」
の
モ
チ
ー
フ
と
の
関
係
は
早
く
か
ら
始
ま
り
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
絶
え
る
こ
と
が
な

く
、
作
品
の
表
に
浮
上
し
た
り
そ
の
底
に
沈
潜
し
た
り
し
な
が
ら
も
、
連
綿
と
し
て
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
や
、
む
し
ろ
、
詩

人
の
年
輪
が
重
な
る
と
と
も
に
両
者
の
関
係
は
緊
密
化
し
て
ゆ
き
、
放
蕩
息
子
の
存
在
が
詩
人
自
身
の
存
在
の
問
題
と
し
て
、
あ
る



い
は
逆
に
、
後
者
の
問
題
が
前
者
の
問
題
と
し
て
詩
人
リ
ル
ケ
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

放
蕩
息
子
の
家
出

『
新
詩
集
』
第
一
部
所
収
の
詩
で
、
一
九

O
六
年
作
の
ま
さ
に
「
放
蕩
息
子
の
家
出
」

(
0
2
〉

5
N
a
ι
2
〈

2
0

-o円
巾
ロ

g
∞O
F
Z印
)
と
い
う
表
題
の
詩
で
あ
る
。
当
詩
集
第
一
部
の
配
列
は
、
そ
の
冒
頭
か
ら
古
典
古
代
の
詩
群
、
旧
約
聖
書
の

こ
れ
は

詩
群
、
新
約
聖
書
の
詩
群
と
続
い
て
い
て
、
当
詩
は
こ
の
新
約
聖
書
を
素
材
と
し
た
詩
群
に
属
し
、
そ
の
一
群
を
導
く
先
頭
に
配
置

さ
れ
て
い
る
。

い
ま
や
、
混
乱
し
た
す
べ
て
の
も
の
か
ら
立
ち
去
る
こ
と
、

私
た
ち
の
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
に
は
属
し
て
い
な
い
も
の
、

古
い
泉
の
な
か
の
水
の
よ
う
に
、
ふ
る
え
な
が
ら

私
た
ち
を
映
し
、
そ
の
映
像
を
壊
す
も
の
、

茨
の
よ
う
に
も
う
一
度
私
た
ち
に
絡
み
つ
い
て
く
る
も
の
、

」
う
し
た
す
べ
て
の
も
の
か
ら
l

l
立
ち
去
る
こ
と
、

そ
し
て
、
だ
れ
の
目
に
も
も
う
見
え
な
く
な
っ
て
い
た

(
そ
れ
ほ
ど
日
常
化
し
習
慣
化
さ
れ
て
い
た
)

放
蕩
息
子
の
家
出

-t:: 



会:霊
ゐ;空
白 の

あ、室
の、山
ひ、
と、
を

ふ
い
に
視
つ
め
る
こ
と
、
優
し
く
、
宥
和
の
ま
な
ざ
し
で
、

出
発
点
に
立
つ
よ
う
に
、
近
く
か
ら
。

そ
し
て
予
感
の
う
ち
に
見
ぬ
く
こ
と
、
幼
年
時
代
の
縁
ま
で

満
ち
て
い
た
あ
の
悩
み
が
、
ど
ん
な
に
個
性
も
な
く
、

す
べ
て
の
人
び
と
に
わ
た
っ
て
生
じ
て
い
た
か
を

l
l。

そ
れ
か
ら
、
そ
れ
で
も
立
ち
去
る
こ
と
、
手
か
ら
手
を
ふ
り
ほ
ど
き
、

ま
る
で
癒
え
た
傷
口
を
あ
ら
た
に
ひ
き
裂
く
か
の
よ
う
に
、

そ
し
て
立
ち
去
る
こ
と
、
ど
こ
へ
?

定
か
で
な
い
と
こ
ろ
へ
、

は
る
か
遠
く
血
縁
の
な
い
暖
か
な
国
へ
、

あ
ら
ゆ
る
振
舞
い
の
背
後
に
、
書
割
の
庭
か
塀
の
よ
う
に

無
関
心
の
ま
ま
で
い
る
、
そ
ん
な
国
へ
。

そ
し
て
立
ち
去
る
こ
と
、
な
ぜ
に
つ

衝
動
か
ら
、
本
性
か
ら
、

焦
燥
か
ら
、

お
ぼ
ろ
げ
な
期
待
か
ら
、

無
理
解
か
ら
、
無
分
別
か
ら
。

こ
れ
ら
す
べ
て
を
み
ず
か
ら
に
引
き
受
け
、
そ
し
て
む
な
し
く
、



も
し
か
し
て
保
持
し
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
捨
て
去
り
、

た
だ
独
り
死
ぬ
た
め
に
、
な
ぜ
と
も
知
ら
ぬ
ま
ま
|
|

こ
れ
が
新
し
い
生
の
入
口
な
の
だ
ろ
う
か

?

こ
の
詩
は
表
題
ど
お
り
、
放
蕩
息
子
の

「
帰
宅
」
で
は
な
く
、
そ
の
「家
出」

が
主
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
「立
ち
去
る
こ
と
」

(
同

ozgm各
市
ロ
)
と
い
う
語
が
ラ
イ
ト
モ
チ
ー

フ
の
よ
う
に
要
所
要
所
に
五
度
も
反
復
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「立
ち
去
る
こ
と
」

の
し
か
と
し
た
目
標
と
か
目
的
で
は
な
く
、
な
ぜ

「立
ち
去
る
」

の
か
と
い
う
家
出
の
理
由
が
主
な
描
写
の
内
容
と
な
っ
て
い
て
、

リ
ル
ケ
は
こ
の
詩
で
家
出
の
理
由
を
問
う
聞
い
を
解
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
放
蕩
息
子
が
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
世
界

(
家
に
象
徴
さ
れ
る
世
界
)

は
、
ど
の
よ
う
な
世
界
で
あ
ろ
う
か

?

「混
乱
し
た
す
べ
て
の
も
の
か
ら
」
(
〈
。
ロ
釦

-
Z【

凶
巾
H
H戸

〈巾「当
2
5
3
)
と
冒
頭
で
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
世
界
は

「混
乱
し
た
世
界
」
で
あ
っ
て
、
「
古
い

泉
の
な
か
の
水
の
よ
う
に
、

ふ
る
え
な
が
ら
/
私
た
ち
を
映
し
、
そ
の
像
を
壊
す
も
の
」

E
8・
三
巾
巳
即
日
当
包
印
巾
ご
ロ
仏
巾
ロ
白

z
g

∞O
B
S・¥E
M
N
E
Rロ(目
的宮
巾
需
Z

Z
ロ
己
旨
ω
∞E
vN巾「ω
5
2一
)
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
水
鏡
の
比
喰
に
よ
る
「
鏡
」
の
メ
タ
フ

ァ
ー

が
明
ら
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
鏡
」
は
、
リ
ル
ケ
中
期
の
創
作
期
に
な
る
と
、
た
ん
に
対
象
を
映
す
鏡
面
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
内
奥
に
わ
れ
わ
れ
人
間
の
住
み
え
な
い
別
な
時
空
の
世
界
、

い
わ
ば
後
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
「
聞
か
れ
た
世
界
」

E
B

。
ぼ
巾
ロ
巾
)
に
近
い
世
界
を
内
包
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
や
象
徴
と
し
て
、
リ
ル
ケ
特
有
の
形
而
上
学
的
な
意
味
を
お
び
て
く
る
。
こ
う
し

た
特
質
を
も
っ
た
「
鏡
」
は、

『新
詩
集
』
と
『
あ
る
女
友
達
の
た
め
の
鎮
魂
歌
』

(
一
九

O
八
年
)
の
詩
や
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』

放
蕩
息
子
の
家
出

プL



放
蕩
息
子
の
家
出

-
Cコ

の
あ
ち
こ
ち
に
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
『
鎮
魂
歌
』
や
「
マ
ル
テ
の
手
記
』
に
お
け
る
少
年
マ
ル
テ
の
仮
装
遊
び
の
逸
話
の

よ
う
に
、
自
我
意
識
に
か
か
わ
る
す
べ
て
を
脱
し
た
純
粋
な
存
在
と
し
て
の
芸
術
家
や
、
ま
だ
自
我
の
意
識
に
目
覚
め
な
い
自
然
な

ま
ま
の
子
供
で
あ
れ
ば
、
鏡
の
内
奥
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
の
生
活
者
に
堕
し
た
芸
術
家
や
欺
臓
に
走
っ
た
少
年

の
姿
は
、
「
鏡
」
は
逆
に
「
映
し
返
す
」

(
5
2
2官
宮
ロ
)
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
復
讐
と
し
て
「
見
知
ら
ぬ
、
な
ん
と
も
不
可
解

な
、
怪
物
め
い
た
現
実
」
の
像
さ
え
見
せ
つ
け
る
の
で
あ
る
。
「
混
乱
し
た
世
界
」
は
、
真
実
の
像
を
結
ば
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

当
詩
の
後
半
部
の
描
写
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
「
像
が
壊
さ
れ
る
」
の
は
現
在
の
放
蕩
息
子
の
存
在
そ
の
も
の
に
も
問
題
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
な
ん
で
も
な
い
詩
の
言
葉
に
も
深
い
意
味
を
潜
ま
せ
る
中
期
の
リ
ル
ケ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
鏡
」
の
比
聡

に
は
こ
う
し
た
裏
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
ま
た
、
「
混
乱
し
た
世
界
」
と
い
う
も
の
を
放
蕩
息
子
の
お
か
れ
た
人
間
一
般
の
現
状
と
見
る
と
き
、
そ
の
響
き

か
ら
浮
上
す
る
の
は
、
人
間
本
来
の
自
然
な
在
り
方
を
失
い
、
自
己
疎
外
の
う
ち
に
自
己
の
主
体
性
を
な
く
し
、
進
む
べ
き
方
向
を

見
失
っ
た
混
乱
の
状
況
で
あ
る
。
本
来
「
あ
の
も
の
や
あ
の
ひ
と

-
S
B
E
a
o
g)
と
し
て
、
つ
ま
り
他
者
と
異
な
っ
た
主
体

的
な
個
と
し
て
識
別
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
た
存
在
が

(
|
|
i

ロ
8
0
8
と
頭
文
字
が
大
書
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ

7
1
)、
「
日
常
化
さ
れ
習
慣
化
さ
れ
た
」
世
界
の
な
か
に
埋
没
し
、
そ
の
主
体
的
な
在
り
方
を
喪
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま

ま
さ
に
こ
の
世
界
を
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
放
蕩
息
子
に
浮
ん
だ
洞
察
は
、
彼
自
身
の
現
状
を
も
含
め
た
こ
の
人
間

一
般
の
状
況
と
、

ま
た
幼
年
時
代
の
本
質
で
あ
る
。
「
幼
年
時
代
-
(
仏
月
間

FEZ-C
に
は
そ
の
縁
ま
で
満
ち
て
い
た
「
あ
の
悩
み
」

(
a
S
F
2
己
)
は、

ど
の
子
供
に
よ
っ
て
も
感
じ
ら
れ
た
孤
独
で
あ
る
。
「
悩
み
」
は
孤
独
が
外
に
表
れ
た
現
象
形
態
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
完

全
に
独
り
で
あ
る
と
い
う
絶
対
的
な
孤
独
感
の
体
験
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
む
ろ
ん
外
部
に
起
因
し
、
疎
外
感
や
非
所
属
感
を
伴
う
大



時
代
の
思
い
出
の
逸
話
や
リ
ル
ケ
の
詩
の
あ
ち
こ
ち
、
例
え
ば
『
新
特
集』

人
の
孤
独
感
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
幼
年
時
代
の
在
り
方
と
も
言
う
べ
き
「
孤
独
」
は
、

『マ
ル
テ
の
手
記
』
に
お
け
る
幼
年

の
詩
「
幼
年
時
代
」

(百

E
Z三
な
ど
に
も
散
見
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
「
悩
み
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
幼
年
時
代
の
孤
独
な
存
在
に
つ
い
て
、
個
人
的
で
あ
る
と
同
時

に
非
個
人
的
な
特
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
幼
年
時
代
」
の
本
質
に
対
す
る
洞
察
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
家
出
へ
の
思
い
を
断
念
す
る
こ
と
が
で
き
な

ぃ
。
実
は
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』

の
放
蕩
息
子
は
、

「
彼
が
む
か
し
果
た
し
え
な
か
っ
た
こ
と
、

ひ
た
す
ら
待
ち
通
す
こ
と
だ
け
で

終
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
を
取
り
戻
す
」

た
め
に
、
と
り
わ
け
「
幼
年
時
代
」
を
果
た
す
た
め
に
帰

郷
す
る
の
で
あ
る
。
幼
年
時
代
を
果
た
す
こ
と
が
帰
宅
の
動
因
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
当
詩
の
放
蕩
息
子
は
逆

に
家
出
へ
の
思
い
を
募
ら
す
。
当
詩
の
後
半
部
の
初
行
に
あ
た
る
十
五
行
目
は
前
文
へ
の
強
い
相
反
の
調
子
で
始
ま
る
。
「
そ

れ
か
ら
、
そ
れ
で
も
立
ち
去
る
こ
と
、
手
か
ら
手
を
ふ
り
ほ
ど
き
」
と
。
そ
れ
で
は
一
体
「
ど
こ

へ
?
」
(巧
O
F
5
3

立
ち
去
る
の

「
定
か
で
な
い
と
こ
ろ
へ
」

(日
g
己円高巾

5
2巾
)
、
「
は
る
か
遠
く
血
縁
の
な
い
暖
か
な
国
へ
」
(垣市
戸ごロ

2
ロロロ・

〈
句
者
自
己
丹
市
印
さ

R
s
g
F
S♀
)
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
に
見
ら
れ
る
こ
の
国
の
特
性
は
よ
そ
よ
そ
し
き
(弓
巾
g
S
2乙

で
あ

る
が
、
同
時
に
ま
た
人
を
混
乱
に
陥
れ
な
い
、
人
間
ら
し
い
暖
か
さ
を
も
っ
た
国
で
も
あ
る
。
次
の
「
書
割
の
庭
か
塀
の
よ
う
に
/

い
る
、
そ
ん
な
国
へ
」
も
、
こ
の
よ
そ
よ
そ
し
き
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
国
は

で
あ
ろ
う
か
ワ

無
関
心
の
ま
ま
で
(
包
2nvmc-zm)

よ
そ
よ
そ
し
き
と
一
部
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
は
る
か
な
遠
い
広
大
な
空
間
と
い

っ
た
「
遠
方
」
(司巾「ロ
巾)

さ
ら
に
、

と
い
う
特
性
を
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
放
蕩
息
子
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
さ
ま
ざ
ま
な
特
性
が
相
当
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で、

放
蕩
息
子
の
家
出



放
蕩
息
子
の
家
出

彼
が
何
者
で
あ
る
か
を
突
き
止
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
そ
の
手
掛
り
に
幼
年
時
代
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は

先
に
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
」
に
お
け
る
放
蕩
息
子
の
帰
宅
の
動
因
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
幼
年
時
代
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
が
、

実
は
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
芸
術
家
(
と
く
に
詩
人
)

の
目
標
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
当
詩
の
若
く
て
ま
だ
未
熟
な
放
蕩
息
子
は
そ
の

こ
と
を
認
識
す
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
家
出
直
前
の
彼
に
と
っ
て
、
混
乱
し
た
現
実
の
世
界
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て

幼
年
時
代
が
彼
の
洞
察
の
大
き
な
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
隠
れ
た
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
次
に
は
、
幼
年
時
代
の

本
質
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
孤
独
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
当
詩
の
最
終
部
に
「
た
だ
独
り
死
ぬ
た
め
に
」

(
c
g
m
w
-
Z
5
2
2
q
Zロ)

と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
人
リ
ル
ケ
が
求
め
た
芸
術
家
に
と
っ
て
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、
近
代
社

会
に
な
っ
て
、
産
業
社
会
の
発
展
と
と
も
に
市
民
社
会
か
ら
変
り
者
、
異
端
者
と
な
っ
て
そ
こ
か
ら
離
反
し
て
い
っ
た
芸
術
家
そ
の

も
の
の
宿
命
を
考
え
れ
ば
、
孤
立
、
孤
独
が
も
と
も
と
近
代
以
降
の
芸
術
家
が
大
な
り
小
な
り
体
験
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
状
況
で
、

マ
リ
ア
ン
ネ
・
ジ
1
ヴ
ァ

l
ス
が
当
詩
の
解
釈
で
、
「
身
近
な
血
縁

者
や
友
人
た
ち
と
共
に
い
る
と
き
の
孤
独
感
が
、
全
体
的
字
宙
的
な
領
域
に
お
け
る
孤
立
の
体
験
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
」
と
述
べ
て

そ
れ
は
芸
術
家
全
般
の
基
本
的
な
状
況
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

い
る
が
、
こ
れ
は
現
実
の
社
会
に
お
け
る
孤
独
感
、

い
わ
ば
疎
外
感
が
、
「
{
家
出
」
と
い
う
日
常
社
会
か
ら
の
別
離
に
よ
っ
て
、

日

常
を
超
越
し
た
広
大
な
創
造
的
空
間
に
お
け
る
孤
立
、
孤
独
へ
と
変
転
し
て
ゆ
く
様
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

先
に
述
べ
た
「
遠
方
」
と
い
う
特
性
で
あ
る
が
、
リ
ル
ケ
は
こ
の
言
葉
を
詩
的
創
造
に
か
か
わ
る
重
要
な
箇
所
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

使
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
こ
う
し
た
創
造
的
な
空
間
と
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
放
蕩

息
子
が
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
を
示
す
特
性
と
し
て
、
最
終
部
の
「
も
し
か
し
て
保
持
し
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
捨
て
去
り
」

(
〈

E
Z
E昇
。
喜
色

Z
B
E
-
g
-
2
2ロ
)
と
い
う
一
句
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
言
葉
に
は
、
リ
ル
ケ
が
芸
術
家
に



求
め
る
も
っ
と
も
重
要
な
、
あ
ら
ゆ
る
所
有
を
否
定
す
る
非
所
有
の
思
想
そ
の
も
の
が
表
れ
て
い
る
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
放
蕩

息
子
が
、
所
有
を
求
め
る
愛
を
拒
否
し
て
家
を
立
ち
去
り
、
孤
独
の
う
ち
に
も
そ
う
し
た
愛
を
避
け
て
、
相
手
を
愛
の
透
明
な
光
で

く
ま
な
く
照
ら
す
愛
を
希
求
し
た
の
も
、
こ
の
非
所
有
の
思
想
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
詩
の
放
蕩
息
子
の
正
体
は
、
実
は
芸

術
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
す
証
拠
は
予
」
れ
で
充
分
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
ゲ
ル
ト
ル
l
ト
・
ヘ

l
ラ
l
は
、
当
詩
の
解
釈
で
、
彼
が
芸
術
家
で
あ
る
証
拠
に
も
う
一
点
、
泉
の
水
鏡
に
自
己
の
像
を

求
め
る
彼
の
姿
に
ナ
ル
シ
ス
的
な
傾
向
を
認
め
、
こ
れ
を
芸
術
家
の
特
性
の
一
つ
に
し
て
い
る
が
、
詩
人
リ
ル
ケ
に
も
そ
う
し
た
傾

向
が
あ
り
、
副
次
的
な
特
性
と
は
言
え
、
証
拠
の
一
つ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
「
な
ぜ
に
?
」
(
謡
曲

E
自
吋
)
、
と
家
出
と
い
う
行
動
の
理
由
が
尋
ね
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
は
「
衝
動
、
本
性
、
焦
燥
、

お
ぼ
ろ
げ
な
期
待
、
無
理
解
、
無
分
別
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
す
べ
て
は
、
放
蕩
息
子
自
身
の
性
格
に
か
か
わ

る
も
の
で
、
き
わ
め
て
消
極
的
受
動
的
な
理
由
に
す
ぎ
・
な
い
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』

の
放
蕩
息
子
が
家
出
し
た
の
は
愛
さ
れ
る
こ
と

へ
の
拒
否
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
確
か
な
理
由
づ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
家
出
後
の
見
通
し
が
、
「
そ
し
て
む
な
し

く
/
:
:
:
た
だ
独
り
死
ぬ
た
め
に
」
と
な
れ
ば
、
こ
の
企
て
の
結
果
は
き
わ
め
て
む
な
し
く
暗
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
見

ら
れ
る
の
は
、
こ
の
企
て
に
対
す
る
懐
疑
だ
ろ
う
か
?

そ
れ
と
も
、
こ
の
放
蕩
息
子
は
た
ん
な
る
向
こ
う
み
ず
の
冒
険
家
で
あ
ろ

、
っ
か
?

ブ
リ
ギ
ッ
テ
・

L
・
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
や
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ジ
l
ヴ
ァ

l
ス
は
、
こ
の
詩
の
最
後
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ

ド
レ
ー
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
当
詩
の
解
釈
を
締
め
括
っ
て
い
る
。
「
し
か
し
す
で
に
出
発
の
瞬
間
に
す
ら
彼
に
は
こ
の
企
て
の
成

果
に
対
す
る
疑
念
が
浮
ぶ
O
i
-
-
-
こ
の
よ
う
に
し
て
家
出
の
と
き
か
ら
す
で
に
努
力
の
む
な
し
さ
が
透
け
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
」

放
蕩
息
子
の
家
出



放
蕩
息
子
の
家
出

Eヨ

と
。
ジ
i
ヴ
ァ

1
ス
の
解
釈
も
同
類
の
捉
え
方
で
あ
る
。
「
こ
の
よ
う
に
し
て
放
蕩
息
子
の
家
出
は
徒
労
で
あ
り
、
そ
の
最
初
か
ら

し
て
す
で
に
そ
の
無
益
さ
が
ま
っ
た
く
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
現
状
に
我
慢
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
が
彼
を

へ
と
敢
え
て
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
」
と
。
後
者
の
解
釈
に
は
、
ま
た
こ
の
放
蕩
息
子
を
冒
険
家
と
捉
え
る

「
新
し
い
生
の
入
口
」

と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
先
に
彼
の
正
体
が
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
彼
は
け
っ
し
て
向
こ
う
み
ず
の
た
ん
な
る

冒
険
家
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
詩
そ
の
も
の
に
戻
る
と
、

こ
の
詩
は
「
こ
れ
が
新
し
い
生
の
入
口
な
の
だ
ろ

う
か
?
」
と
い
う
問
い
か
け
の
一
文
で
終
っ
て
い
る
。
保
持
し
て
い
る
も
の
を
す
べ
て
捨
て
去
り
、
そ
の
理
由
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
、

孤
独
の
う
ち
に
独
り
死
ぬ
た
め
に
見
知
ら
ぬ
世
界
へ
と
旅
立
つ
、
「
こ
れ
が
新
し
い
生
の
入
り
口
な
の
だ
ろ
う
か
つ
」
と
問
わ
れ
る

と
き
、
こ
の
一
文
に
は
反
語
的
な
響
き
が
こ
も
っ
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
む
ろ
ん
、
家
出
の
断
念
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
そ
の
逆
で
あ
ろ
う
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
は
、
近
代
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
や
病
弊
が
巣
く
い
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
剥
き
出

し
に
露
呈
し
て
い
た
世
界
都
市
パ
リ
、
そ
の
よ
う
な
生
の
不
安
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
生
き
よ
う
と
し
て
、

つ
い
に
は
没
落
し
て
い
っ

た
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
青
年
詩
人
の
手
記
で
あ
る
が
、
そ
の
『
マ
ル
テ
の
手
記
」
に
つ
い
て
、
リ
ル
ケ
は
、
読
者
自
身
の
経
験
と
「
類

似
の
も
の
を
こ
の
手
記
の
な
か
に
見
つ
け
る
」
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
に
、
「
い
わ
ば
こ
の
書
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
読
む
」
よ
う
に
と

警
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
新
詩
集
」
第
二
部
冒
頭
の
詩

「古
代
ア
ポ
ロ
の
ト
ル
ソ
ー
-
(
〉
5
g
z
n
F
2
叶

2
8
〉
宮
}-oω)

で
も
、

頭
部
の
欠
け
た
(
従
っ
て
眼
を
も
た
な
い
)
、
胴
部
だ
け
の
ト
ル
ソ
ー
が
完
壁
な
芸
術
作
品
へ
と
成
熟
し
、
体
全
体
が
視
る
眼
と
な
っ

て
輝
き
だ
し
、
「
お
ま
え
は
お
ま
え
の
生
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
詩
人
自
身
に
、
ま
た
読
者
に
も
生
の
改
変
を
追
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
こ
の
芸
術
家
で
あ
る
放
蕩
息
子
に
、
死
と
も
た
だ
独
り
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
孤
絶
の
世
界
、
人
間
的

な
暖
か
み
が
あ
っ
て
も
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
疎
遠
な
世
界
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
世
界
に
前
向
き
の
決
然
と
し
た
意
志
を
も
っ
て
旅
立



つ
よ
う
に
と
い
う
詩
人
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
詩
人
自
身
に
対
す
る
自
戒
の
思
い
で

も
あ
ろ
う
。
実
は
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
第
二
部
の
冒
頭
部
に
は
、
古
い
家
か
ら
飛
び
出
し
て
き
て
、
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の
壁
掛
に
見
と
れ

る
家
出
娘
た
ち
の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
導
入
部
に
こ
の
よ
う
な
見
逃
せ
な
い
言
葉
が
あ
る
。

「危
険
は
安
全
よ
り
も
い

つ

(剖
)

そ
う
安
全
に
な
っ
た
」
(
ロ
ぽ
の
え
ち

1
2
包
円

Z
Z門
官
室
)
『
色
巾
ロ
田
町
門
戸
芯
∞
岡
市
町

R
Z同庁
)
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
家
出
娘
た
ち
の
問
題
に

つ
な
が
る
言
葉
で
、
家
で
保
護
さ
れ
た
安
全
よ
り
も
、
そ
の
家
を
出
て
む
し
ろ
危
険
の
な
か
に
身
を
お
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
え
っ

て
喪
失
の
危
機
に
瀕
し
た
主
体
性
の
回
復
、
家
の
な
か
で
蝕
ま
れ
て
い
た
生
の
回
復
に
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
。

家
出
に
関
し
て
、

す
で
に
当
時
の
リ
ル
ケ
は
こ
の
よ
う
な
明
確
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
詩
の
放
蕩
息
子
も
、
な
ま

じ
っ
か
身
近
か
な
者
た
ち
に
守
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
家
中
で
の
見
せ
か
け
の
安
全
よ
り
も
む
し
ろ
そ
こ
を
飛
び
出
し
、

危
険
に
満
ち
た
厳
し
い
世
界
に
身
を
お
く
ほ
う
が
、
か
え
っ
て
主
体
性
を
回
復
し
、

真
の
在
る
べ
き
存
在
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
芸
術
家
に
と
っ
て
は
、
こ
の
現
実
の
世
界
か
ら
超
絶
し
た
空
間

(い
わ
ば
、
現
実
の
無
常
の
時
空
を
越
脱
し
た
と

こ
ろ
に
聞
か
れ
る
内
的
な
空
間
)
こ
そ
、
創
造
の
瞬
間
に
か
か
わ
る
領
域
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
詩
の
最
後
の
疑
問

符
に
は
、
そ
う
し
た
意
味
を
含
め
た
反
語
的
な
響
き
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
先
の
詩
「
放
蕩
息
子
の
家
出
」
と
同
じ
一
九

O
六
年
六
月
に
書
か
れ
、
副
題
に
よ
る
と
放
蕩
息
子
を
め
ぐ
る
詩
群
の
第
二

作
に
と
予
定
さ
れ
て
い
た
詩
の
草
稿
で
、
い
わ
ば
先
の
詩
と
対
を
な
す
作
品
と
も
言
え
る

「放
蕩
息
子
に
つ
い
て
」

(〈
O

自
〈
句
・

-。円
巾
ロ
巾
ロ

ω
o
g
)
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
詩
と
し
て
は
、

や
や
ま
と
ま
り
に
欠
け
習
作
の
域
を
出
て
は
い
な
い
が
、

芸
術
家
と

し
て
の
放
蕩
息
子
の
特
性
が
先
の
詩
よ
り
も
か
な
り
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
全
六
二
行
か
ら
な
る
か
な
り
の
量
の
詩
で
あ
る
。

放
蕩
息
子
の
家
出

-
"'" 



放
蕩
息
子
の
家
出

ー，、

私
は
、
王
よ
、
あ
な
た
の
前
で
よ
く
楽
の
音
を
奏
で
ま
し
た
。

だ
が
何
よ
り
も
す
ば
ら
し
か
っ
た
の
は
、
私
た
ち
ふ
た
り
が
狩
の
野
で
、

金
銀
の
飾
り
も
っ
け
な
い
、
若
々
し
い
姿
を
見
つ
け
あ
っ
た
と
き
で
し
た
|

|

私
の
み
ご
と
な
衣
裳
を
見
れ
ば
も
う
分
か
る
の
で
す
、

あ
な
た
の
お
手
が
い
か
に
偉
大
に
、
手
厚
く
私
を
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
。

そ
れ
で
も
王
よ
、
こ
れ
か
ら
私
を
行
か
せ
て
下
さ
い
、
そ
し
て
お
願
い
で
す
か
ら
、

あ
な
た
が
か
つ
て
私
を
迎
え
入
れ
た
と
き
の
よ
う
に
、
私
を
手
放
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
は
お
尋
ね
で
す
か
、
誰
の
も
と
へ
と
。
|
|
す
べ
て
の
も
と
へ
。
私
の
生
の
も
と
へ
で
す
o
l
--(第

一
節
一
八
行
)

こ
の
詩
よ
り
も
ほ
ん
の
半
年
ば
か
り
前
に
生
ま
れ
た
「
ダ
ピ
デ
、

サ
ウ
ル
の
ま
え
で
歌
う
」
(
ロ
曲
三
巴
包
ロ
私
〈
。
『
∞
恒
三
同
|
国
)

と
い
う
『
新
詩
集
』

の
詩
は
、
ダ
ピ
デ
を
身
近
に
お
く
サ
ウ
ル
王
と
そ
の
王
の
前
で
竪
琴
を
奏
で
る
芸
術
家
ダ
ビ
デ
と
の
関
係
が
詩

の
主
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
詩
も
若
者
を
王
宮
に
召
し
入
れ
た
王
と
、
そ
の
王
の
前
で
竪
琴
を
奏
で
て
き
た
若

者
と
の
関
係
が
中
心
に
な
っ
て
い
て
、
両
者
の
名
前
こ
そ
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
詩
の
描
写
に
は
先
の
詩
が
素
材

と
し
て
用
い
た
旧
約
聖
書
の
サ
ウ
ル
王
と
、
後
に
そ
の
後
継
者
と
な
る
べ
き
若
者
ダ
ビ
デ
と
の
関
係
を
初
偽
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

い
ず
れ
の
詩
も
、
王
の
後
継
者
と
な
る
べ
き
若
者
と
し
て
で
は
な
く
、
音
楽
家
、
芸
術
家
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



さ
て
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
詩
そ
の
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
の
ダ
ビ
デ
と
も
推
測
で
き
る
若
者
の
放
蕩
息
子
は
、

明
ら
か
に
芸
術
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
無
数
の
若
者
た
ち
の
な
か
か
ら
宮
廷
へ
と
選
び
出
さ
れ
、
王
の
寵
児
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
節
の
後
半
部
で
は
、
「
あ
な
た
は
私
を
、
王
よ

(
私
に
は
そ
の
わ
け
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
)
、
/
あ
な
た
の
も
と
へ
選
び
出

さ
れ
た
の
で
す
」

(
O
c
gえ
邑
門
戸
田
ミ
『

(-
与
片
山
口
口
巾
印
ロ
戸
内

Z
2
3
g
yロ)¥巾
z
p
y
z
g
u
-「
一
)
と
い
う
ふ
う
に
、
す
で
に
『
マ

ル
テ
の
手
記
」

の
放
蕩
息
子
や

「若
い
詩
人
に
つ
い
て
』

の
詩
人
H
放
蕩
息
子
に
見
ら
れ
た
、
あ
の
「
選
ば
れ
た
者
」
と
い
う
特
性

が
こ
の
詩
に
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
選
ば
れ
た
寵
児
と
し
て
、
王
か
ら
受
け
た
破
格
の
厚
遇
に
深
い
感
謝
の
念
を

い
だ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
も
過
去
の
こ
と
と
し
て
、
「
そ
れ
で
も
王
よ
、
こ
れ
か
ら
私
を
行
か
せ
て
下
さ
い
、
:
:
:
私
を
手
放
し
て

く
だ
さ
い
」

Q
2
N
門
与
R
F
E
E
S
-
穴
。

E
m
-
-
-
E
n
F
甘
え
N
石
市
宮
口
・
)
と
、
家
出
の
許
し
を
願
う
の
で
あ
る
。
王
が
彼
に
さ
ず

け
た
厚
遇
に
つ
い
て
歌
う
第
五
行
は
、
「
あ
な
た
の
お
手
が
い
か
に
:
:
:
私
を
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
」
(
ヨ
?
・
己

2
5
回
目

E
E
n
y

F
E
F
)
と
、
す
で
に
定
動
調
が
過
去
形
な
の
は
、
宮
廷
で
の
生
活
を
過
去
の
出
来
事
と
し
よ
う
と
す
る
若
者
の
決
意
の
表
現
で
あ
る
。

「
誰
の
も
と
へ
」
行
く
の
か
?

彼
の
答
え
は
「
す
べ
て
の
も
と
へ
。
私
の
生
の
も
と
へ
。
」
(
〉
ロ
色
2
・
〉
ロ
E
2
ロ
ピ
宮
口
・
)
で

あ
る
。
「
す
べ
て
」

(回
一
序
回
)
と
は
、
ど
れ
で
も
よ
い
も
の
、
ど
こ
で
も
よ
い
と
こ
ろ
と
い
っ
た
個
別
的
な
も
の
で
は
な
く
、
全
体

と
し
て
の
世
界
、
全
体
と
し
て
の
自
然
を
指
す
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
次
の
「
私
の
生
」

(
B
g
H
Z
Zロ
)
も
、
そ
う
し
た
大
き

な
自
然
と
の
一
体
感
に
つ
つ
ま
れ
た
生
、

い
わ
ば
幼
年
時
代
の
生
の
よ
う
に
分
裂
を
知
ら
な
い
生
本
来
の
在
り
方
を
示
す
言
葉
で
あ

ろ
う
。
次
の
第
二
節
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
。

わ

け

そ
れ
で
も
や
は
り
、
私
は
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
|
|
。
あ
な
た
は
そ
の
理
由
を
お
聞
き
に
な
る
の
で
す
か
?

放
蕩
息
子
の
家
出

-t 



放
蕩
息
子
の
家
出

ーノ、

お
お
、
王
よ
、
海
に
お
尋
ね
な
さ
い
、
そ
れ
が
海
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
。

あ
な
た
は
お
知
り
に
な
る
で
し
ょ
う
、
海
藻
と
動
物
か
ら
、

藻
類
、
貝
類
、
そ
し
て
珊
瑚
か
ら
、
さ
ら
に
は

恋
人
の
た
め
の
飾
り
と
な
り
、
き
ら
き
ら
と
、
色
と
り
ど
り
に
、

美
し
く
あ
ろ
う
と
す
る
無
数
の
も
の
た
ち
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
め
ぐ
り
合
わ
せ
が
、
こ
の
地
上
の
運
命
よ
り
も
い
っ
そ
う
夢
幻
の
色
を
お
び
て
、

計
り
知
れ
な
い
織
物
へ
と
あ
み
こ
ま
れ
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
|
|。

ほ
ら
ご
ら
ん
、
私
た
ち
の
生
の
あ
い
だ
で
も
、
生
と
は
そ
う
し
た
も
の
で
す
。

そ
れ
が
何
な
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
と
き
と
し
て
私
た
ち
に
は
見
え
て
く
る
の
で
す
、

な
に
か
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
、
な
ん
だ
か
死
の
よ
う
な
も
の
が
|
|

(
な
ぜ
な
ら
、
表
面
に
漂
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
だ
け
な
の
で
す
か
ら
。
)

(
第
二
節
一

l
一
一
一
行
)

第
二
節
は
、
「
立
ち
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
「
理
由
」

E
S
の
「
ロ
呈
)
を
問
う
文
で
始
ま
る
。
そ
れ
に
対
す
る
返

答
、
「
お
お
、
王
よ
、
海
に
お
尋
ね
な
さ
い
、
そ
れ
が
海
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
」

(
O
骨
お
タ
同
市
「
『
・
門
-
5
宮
巾
巾
吋
巾

snv号
g
-
Y
Z
ロ
)

こ
れ
は
若
者
が
芸
術
家
で
あ
り
、

「選
ば
れ
た
者
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ

い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
?

と
は
、

れ
を
解
く
糸
口
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
海
は
海
自
身
の
在
り
方
に
従
っ
て
海
な
の
だ
、
海
は
自
然
の
法
則
に
従
っ

て
海
な
の
で
あ
っ
て
、
人
聞
が
求
め
る
理
由
づ
け
な
ど
超
越
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
こ
の
若



者
の
家
出
も
、
芸
術
家
の
家
出
で
あ
り
、
芸
術
家
の
定
め
に
従
う
も
の
で
あ
っ
て
、
日
常
の
世
界
の
尺
度
で
は
計
り
え
な
い
、

し、

わ

ば
そ
れ
を
超
越
し
た
自
然
の
提
に
従
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
う
な
る
と
、
彼
の
出
か
け
て
ゆ
く
別
の
世
界
は
、
先
の
詩
「
放
蕩

息
子
の
家
出
」
に
お
け
る
最
後
の
論
究
部
分
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
存
在
」
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
海
と
い
う
空
間
の
底
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
が
互
い
に
関
連
を
結
ぴ
な
が
ら
、

ひ
と
つ
の
計
り
知
れ
な
い
深
み
を

も
っ
た
世
界
を
織
り
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
海
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
存
在
の
世
界
が
、
日
常
の
世
界
に
身
を
お
く
わ

れ
わ
れ
人
間
に
と
き
お
り
見
え
て
く
る
の
は
、
海
中
の
存
在
が
な
に
か
死
の
よ
う
な
様
相
を
お
び
て
海
面
に
浮
上
し
て
く
る
と
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
浮
上
し
て
く
る
「
な
ん
だ
か
死
の
よ
う
な
も
の
」

(可
胃
旦
巾
富
山
的
、
同
♀

g)
と
は
、
存
在
喪
失
へ
の
不
安
を
表
す

も
の
と
言
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
、
芸
術
家
は
こ
の
存
在
の
不
安
に
耐
え
て
、
こ
の
存
在
の
海
の
底
へ
と
潜
っ
て
ゆ
く
の
が
彼
の
定
め

で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
に
も
そ
れ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
私
は
そ
の
顔
に

深
く
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
い
る
あ
な
た
が
た
が
、
私
に
向
か
っ
て

語
り
か
け
、
呼
び
か
け
て
み
て
も
、
私
に
は
も
は
や
何
も
聞
こ
え
な
い
で
し
ょ
う
。

私
は
独
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
誰
も
私
を
妨
げ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ど
う
か
、
王
よ
、
私
を
お
許
し
く
だ
さ
い
、

放
蕩
息
子
の
家
出

オL



放
蕩
息
子
の
家
出

一〈コ

私
は
独
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
私
は
ま
だ
若
い
の
で
す
が
、

し
か
し
こ
こ
に
あ
る
こ
の
顔
が
、
幾
千
と
い
う

生
の
思
い
出
を
、
私
の
う
え
に
積
み
降
ろ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

(
第
三
節
一
行
1
第
五
節
四
行
)

私
に
も
「
そ
れ
が
」
(
巾
5
ω
)
と
い
う
の
は
、
「
な
ん
だ
か
死
の
よ
う
な
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
若
き
芸
術
家
は
死
の
不
安

に
耐
え
な
が
ら
も
、
「
そ
の
顔
に
深
く
魅
せ
ら
れ
て
」
し
ま
い
、
彼
の
思
い
は
は
や
く
も
海
の
底
へ
、
存
在
の
世
界
へ
と
向
か
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
こ
こ
に
い
る
あ
な
た
が
た
が
」

(
F『
F
5『)、

つ
ま
り
日
常
の
現
実
の
世
界
に
身
を
お
く
人
た
ち
が
、

い
く
ら
彼
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
も
、
も
は
や
彼
に
は
通
じ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
放
蕩
息
子
の
形
象
を
も
っ
と
も

よ
く
表
す
「
孤
独
」
を
求
め
る
言
葉
が
く
り
返
さ
れ
る
。
「
私
は
独
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
誰
も
私
を
妨
げ
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
」
(
円
与

B
z
p
丘
一
巾
呂
田
g
P
Y
A
-門
町
岳
民

E
5
2
2
2
2・)
と
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
詩
は
、
そ
う
し
た
存
在
の
世
界
へ
と
家
出
す
る
に
は
、
ま
だ
若
干
の
時
聞
を
必
要
と
す
る
と
い
う
見
通
し
で

も
っ
て
終
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
私
は
い
ま
、
香
り
と
重
み
が
私
を
下
へ
と

縛
り
つ
け
て
い
る
こ
の
迷
宮
の
中
で
、
耐
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
、

通
路
を
見
つ
け
だ
す
妨
げ
と
な
っ
て
い
る

」
の
に
お
い
が
薄
れ
て
消
え
ゆ
く
ま
で
。

(
第
六
節
)



こ
の
「
香
り
」

(
U
E
C
、
「
に
お
い
」
(
の
巾
E
n
y
)

と
は
、

「
マ
ル
テ
の
手
記
』

の
「
放
蕩
息
子
」

の
物
語
で
語
ら
れ
て
い
る
家
の

「
に
お
い
」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
野
原
に
出
か
け
て
い
た
放
蕩
息
子
が
、

ひ
と
た
び
家
の
「
に
お
い
」
(
の
巾
『
ロ
ロ
『
)
の
な
か
に

足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
そ
の
「
に
お
い
」
は
家
の
人
た
ち
が
思
い
込
ん
で
い
る
従
来
の
彼
、
孤
独
と
は
正
反
対
の
「
共
有
の
存
在
」

{
甜
)

へ
と
引
き
戻
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
香
り
」
、
「
に
お
い
」
と
は
、
そ
う
し
た
日
常
の
生
活
の

(巳曲目的
巾
5
5富
市
当
巾印
g)

世
界
が
も
っ
作
用
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
ろ
う
。
当
詩
の
放
蕩
息
子
は
、
現
実
の
生
活
に
お
け
る
迷
路
の
な
か
で
、
死
の
顔
を
視
つ
め

な
が
ら
、
家
出
へ
の
突
破
口
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
、
じ
っ
と
そ
の
「
香
り
と
重
み
」
に
耐
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
二
篇
の
詩
は
い
ず
れ
も
放
蕩
息
子
が
家
出
す
る
直
前
を
そ
の
場
面
と
し
た
詩
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
放
蕩
息
子

つ
ま
り
遠
い
異
国
へ
と
旅
立
っ
た
そ
の
後
の
姿
を
歌
う
詩
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
『
新
詩
集
」

第
二
部
の
「
異
邦
人
」

6
2
F巾
呂
己
巾
)
と
い
う
詩
で
あ
る
。

が
家
出
を
実
行
し
た
そ
の
後
の
姿
、

身
近
な
人
た
ち
が
ど
う
思
う
か
な
ど
、
気
に
も
と
め
ず
に
、

も
う
尋
ね
て
く
れ
る
な
と
命
じ
る
の
に
疲
れ
は
て
、

彼
は
ふ
た
た
び
立
ち
去
っ
た
。
失
い
、
見
捨
て
た
の
だ
|
|
。

こ
う
し
た
旅
の
夜
々
に
彼
は
愛
着
を
感
じ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
、

放
蕩
息
子
の
家
出



放
蕩
息
子
の
家
出

そ
れ
は
ど
ん
な
愛
の
夜
と
も
ま
た
ち
が
っ
て
い
た
の
だ
。

す
ば
ら
し
い
夜
々
に
は
、
彼
は
ず
っ
と
目
を
覚
ま
し
た
ま
ま
で
い
た
、

そ
ん
な
愛
の
夜
々
は
、
強
烈
な
星
々
に
お
お
わ
れ
て、

狭
ま
っ
た
遥
か
な
空
間
を
左
右
に
曲
げ
ひ
ろ
げ
、

さ
な
が
ら
会
戦
の
よ
う
に
変
転
し
て
い
っ
た
。

旅
の
夜
々
は
、
月
光
の
な
か
に
散
在
し
て
い
る

村
々
を
ひ
き
い
、
戦
利
品
を
差
し
だ
す
よ
う
に
し
て

身
を
委
ね
て
き
た
、
あ
る
と
き
は
ま
た
、
だ
い
じ
に
手
入
れ
さ
れ
た

庭
園
を
透
か
し
て
、
灰
い
ろ
の
邸
宅
を
の
ぞ
か
せ
た
、

そ
の
よ
う
な
と
き
、
彼
は
そ
ち
ら
へ
首
を
伸
ば
し
て
、

一
瞬
そ
こ
に
住
ん
で
み
た
い
と
も
思
っ
た
、
心
の
底
で
は
、

ど
こ
に
も
留
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
、
よ
く
知
り
な
が
ら
。

そ
し
て
次
の
曲
り
角
ま
で
く
る
と
、
も
う
見
え
る
の
だ
っ
た
、

ま
た
も
や
道
、
橋
、

田
園
が
つ
ら
な
り
、

誇
張
に
み
ち
た
都
会
へ
と
つ
ず
つ
い
て
い
た
。



そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
つ
ね
に
欲
す
る
こ
と
な
く

手
放
し
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
彼
に
は

生
の
愉
悦
や
所
有
や
名
誉
よ
り
も
大
切
に
思
わ
れ
た
。

だ
が
、
と
き
と
し
て
見
知
ら
ぬ
広
場
で
、

日
ご
と
踏
み
へ
ら
さ
れ
た
泉
の
石
の
窪
み
が

彼
に
は
財
産
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
詩
の
「
異
邦
人
」
は
、
第
一
節
三
行
の
「
彼
は
ふ
た
た
び
立
ち
去
っ
た
」

(
m
g
m
q
d
i
E
2
沙
門
汁
)
と
い
う
、
家
出
を
象

徴
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
同
時
に
放
蕩
息
子
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
「
失
い
、
見
捨
て
た
の
だ
」
(
〈
巾
ユ
2
・

〈
四
円
-
5
0
)
と
い
う
言
葉
も
、
と
く
に

=
2ュ
。
ー
は
「
放
蕩
息
子
」
(号
「
〈
巾
『
古
『
巾
口
市

ω
o
E)
の

=
Z『
-282
と
直
接
結
び
つ
き
、

財
産
、
所
有
物
な
ど
を
乱
費
し
、
失
う
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
異
邦
人
は
、
家
出
と
い
う
行
為
に

よ
っ
て
、
所
有
物
ば
か
り
で
は
な
く
家
族
や
友
人
と
い
っ
た
身
近
な
人
々
を
も
「
失
い
、
見
捨
て
た
」
の
で
あ
る
。
彼
、
異
邦
人
が
、

旅
立
ち
の
理
由
、

つ
ま
り
家
出
の
理
由
に
つ
い
て
身
近
な
人
た
ち
の
問
い
に
答
え
な
い
の
も
、
先
の
詩
「
放
蕩
息
子
に
つ
い
て
」

の

家
出
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
異
邦
人
は
、
見
知
ら
ぬ
異
国
を
旅
す
る
旅
人
で
あ
っ
て
、
す
ば
ら
し
い
「
愛
の
夜
」

(F
Z
σ
g
g
n
y円
)
よ
り
も
、
む

し
ろ
孤
独
の
な
か
に
身
を
お
く
「
旅
の
夜
々
」
(
河
巾
目
的
巾
ロ
白
円
宮
巾
)
に
つ
よ
い
愛
着
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
節
は
「
愛
の
夜
」

の
描
写
で
あ
る
が
、
第
三
節
が
異
国
に
お
け
る
「
旅
の
夜
々
」
の
描
写
で
あ
る
。
異
邦
人
は
、
異
国
を
流
離
う
旅
人
で
あ
る
か
ら
、

放
蕩
息
子
の
家
出

吉一



放
蕩
息
子
の
家
出

Eヨ

ど
こ
か
に
「
住
む
」
と
い
う
こ
と
が
自
己
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
「
ど
こ
に
も
留
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
(
旨
匂

呂
田
口
包
括

g含
Z
2
σ
け
)
と
い
う
こ
と
を
心
の
奥
深
く
肝
に
銘
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
時
に
は
、
「
だ
い
じ
に
手
入
れ
さ
れ
た

庭
園
」
を
透
か
し
て
見
え
て
く
る
「
灰
い
ろ
の
邸
宅
」
(
ぬ
『
さ
巾
何
色
巾

Z
E巾)
に
は
「
居
住
」

へ
の
誘
惑
に
か
ら
れ
、
「
曲
り
角
」

か
ら
遠
望
さ
れ
る
「
道
、
橋
、
田
園
、
都
市
」
が
つ
ら
な
る
景
観
に
は
、
か
つ
て
体
験
し
た
故
郷
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

だ
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
す
べ
て
を
断
念
し
、
放
棄
す
る
こ
と
が
旅
人
の
定
め
な
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
す
べ
て
を
つ
ね
に
欲
す
る

こ
と
な
く
/
手
放
し
て
し
ま
う
こ
と
」

(
E
2
白
戸

2

5
ヨ巾『

5σ
巾関与
2
ロ己¥}ピロ
N

己
即
日
印
巾
ロ
)
。
こ
れ
は
す
で
に
、
最
初
に
検
討
し

た
詩
「
放
蕩
息
子
の
家
出
」
で
見
た
よ
う
に
、
リ
ル
ケ
自
身
が
芸
術
家
の
目
標
と
す
る
存
在
の
在
り
方
、
非
所
有
の
思
想
に
基
づ
い

た
生
き
方
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
異
邦
人
は
旅
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
芸
術
家
で
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
か
ら
五
年
後
に
リ
ル
ケ
は
、
本
来
の
自
分
か
ら
逸
脱
し
た
そ
の
当
時
の
生
き
方
を
嘆
く
な
か
で
、
ま
さ
に
当
詩
の
こ
の

詩
句
を
思
い
出
し
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
い
つ
も
望
遠
鏡
の
そ
ば
に
立
ち
つ
く
し
な
が
ら
、
や
っ
て
来
る
ど
の
女
性
に
も
、
か
っ
て
い
か
な
る
女
性
に
も
け
っ
し
て
見
出

せ
な
か
っ
た
至
福
が
、
私
の
至
福
、
か
つ
て
私
が
も
っ
と
も
孤
独
で
あ
っ
た
と
き
の
至
福
が
認
め
ら
れ
る
と
信
じ
る
よ
う
な
、
そ
ん

な
私
自
身
か
ら
逸
脱
し
た
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
考
え
る
と
、
私
は
恐
怖
を
お
ぼ
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
は
ど
う
し
て
も
『
新

詩
集
」

の
な
か
の
あ
の
詩
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
「
異
邦
人
」
と
い
う
題
名
で
あ
っ
た
か
、
と
思
い

ま
す
が
、
|
|
何
が
問
題
に
・
な
っ
て
い
る
の
か
、
当
時
の
私
に
は
ど
れ
ほ
ど
分
か
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

『
こ
れ
ら
す
べ
て
を
つ
ね
に
欲
す
る
こ
と
な
く
手
放
し
て
し
ま
う
こ
と
」

(
却
)

そ
れ
な
の
に
私
は
、
た
だ
も
う
欲
し
て
ば
か
り
い
た
の
で
す
|
|
。
ま
た
最
初
か
ら
や
り
直
し
で
す
よ



こ
の
リ
ル
ケ
の
手
紙
の
一
節
か
ら
も
、
作
者
の
詩
人
が
こ
の
異
邦
人
に
詩
人
、

つ
ま
り
芸
術
家
の
定
め
を
負
わ
せ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
異
邦
人
が
旅
し
て
い
る
世
界
は
、
夜
の
世
界
、

つ
ま
り
「
夜
の
空
間
」
な
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
「
夜
の
空
間
」

と
い
う
も
の
は
、
リ
ル
ケ
中
期
の
創
作
期
に
な
る
と
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
」
や
『
新
詩
集
』
の
詩
「
狂
人
た
ち
」
(
口
広
町
足
ロ
)
な

ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
流
れ
去
る
無
常
の
時
間
に
支
配
さ
れ
た
現
実
の
空
間
と
は
異
な
り
、
そ
う
し
た
現
実
の
時
空
か
ら
脱
し
た

空
間
と
い
う
特
質
を
帯
ぴ
て
き
て
、
後
の
「
聞
か
れ
た
世
界
」

Z
8
0民
自
己
と
か
、
「
世
界
内
部
空
間
」
(
垣
市

-
5
5号
E
g
)

と
か
言
わ
れ
る
高
次
の
空
間
に
近
い
空
間
性
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
「
夜
の
空
間
」
は
、
詩
人
の
心

の
内
部
に
聞
か
れ
る
「
内
部
空
間
」
に
近
い
性
質
を
も
つ
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
第
三
節
冒
頭
部
の
、
「
旅
の
夜
々
」
が
「
身
を
委

の
は
、
後
の
詩
「
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
物
が
感
受
へ
と
手
招
き
を
す
る
:
:
:
-

(
お
)

ヲ
F
E
Z
P
2
2印即一
]
g
u
E
m町
内
ロ
・
・
・
)
で
歌
わ
れ
る
詩
人
の
内
部
と
外
部
と
を
貫
い
て
広
が
る
「
世
界
内
部
空
間
」

ね
て
き
た
」
(
印
江
戸
常
習

σg)

(
何
∞
者
】
ロ
}内
庁
N
己

へ
と
発
展

し
て
ゆ
く
、
そ
の
萌
芽
の
よ
う
な
も
の
を
、
こ
の
夜
の
空
間
と
詩
人
(
と
く
に
詩
人
の
内
部
空
間
)
と
の
親
密
な
関
係
の
な
か
に
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
異
国
は
、
夜
の
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、

日
常
の
世
界
を
脱
し
た
リ
ル

ケ
個
有
の
意
味
を
お
ぴ
た
心
の
「
内
部
空
間
」
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
彼
が
「
ふ
た
た
び
」
立
ち
去
っ
た
(
第
一
節
三
行
)
と
あ

る
よ
う
に
、
彼
は
故
郷
と
異
郷
を
な
ん
ど
も
出
入
り
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
詩
人
が
現
実
の
世
界
と
そ
れ
を
超
越
し
た

つ
ま
り
心
の
「
内
部
空
間
」
と
を
往
来
せ
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詩
人
の

A

担
}

「
ど
ち
ら
の
世
界
に
も
属
し
き
れ
な
い
存
在
」
と
い
う
存
在
の
在
り
方
は
、
『
新
詩
集
』
の
詩
「
犬
」

(uq
出

ZE)
や
預
言
者
を

(
話
)

素
材
と
す
る
多
く
の
詩
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
「
ふ
た
た
び
」
が
異
国
が
そ
う
し
た
現
実
の
空
間
と

創
造
に
か
か
わ
る
空
間
、

放
蕩
息
子
の
家
出

2王



放
蕩
息
子
の
家
出

ープて

は
異
な
る
内
的
空
間
で
も
あ
る
の
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

豆
三
円
日
市
)
と
は
、
豊
か
さ
に
対
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
も
の
で
、

当
詩
の
末
尾
に
あ
る
「
日
ご
と
踏
み
へ
ら
さ
れ
た
泉
の
石
の
窪
み
」
(
巾
5
2
¥E
m--門
町
主
的
関
2
2
5
2
∞2
5
2
ω
宣
言
∞
¥

い
わ
ば
貧
困
を
象
徴
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
一
つ
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
こ
の
「
窪
み
」
が
む
し
ろ
真
の
「
財
産
」

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
表
現
は
、
リ
ル

ケ
が
詩
の
核
心
と
な
る
箇
所
で
と
き
ど
き
用
い
る
表
現
手
法
で
あ
る
。

な
お
、
放
蕩
息
子
に
芸
術
家
、
旅
人
の
姿
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
作
品
に
は
、
す
で
に
一
九
O
O年
作
の
「
彼
は
ま
だ
子
供
の

こ
ろ
家
か
ら
立
ち
去
っ
た
:
:
:
」

(F
h
u
z
g
n
u
己
的
巾

g
E
E
g口
出
血

5
1
0ュ
:
・
)
と
い
う
遺
稿
詩
が
あ
る
。

彼
は
ま
だ
子
供
の
こ
ろ
家
か
ら
立
ち
去
っ
た
。

幼
く
し
て
彼
の
手
は
遊
び
か
ら
降
り
た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
彼
の
両
親
が
あ
れ
こ
れ
と
語
り
か
け
て
き
た
、

け
れ
ど
彼
は
、
あ
い
ま
い
な
言
葉
の
よ
う
に
、
彼
ら
を
見
捨
て
た
。

そ
し
て
旅
人
と
な
っ
た
。
彼
の
思
い
は
こ
う
だ
つ
た
、

日
び
の
騒
音
に
か
き
消
さ
れ
た
人
ぴ
と
の
も
と
へ
赴
く
こ
と
、

彼
を
と
て
も
甘
や
か
し
て
き
た
孤
独
か
ら
ぬ
け
出
し
、

海
へ
と
向
か
う
よ
う
に
、

ひ
と
り
の
人
間
の
も
と
へ
歩
む
こ
と
:
:
:



こ
の
詩
の
「
彼
」
は
、
「
家
か
ら
立
ち
去
り
」
、
「
両
親
を
見
捨
て
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
放
蕩
息
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、

家
出
の
後
に
「
旅
人
」
(
者
自
仏
巾
『
巾
円
)
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ル
ケ
は
も
と
も
と
「
あ
い
ま
い
な
言
葉
」
(
巾
百
仏

E
E
g

者
。
ユ
)
を
嫌
い
、
詩
人
に
は
な
に
よ
り
も
「
正
確
な
言
葉
」
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
第
四
行
目
の
こ
の
比
聡
は
「
彼
」

が
詩
人
を
志
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
「
日
ぴ
の
騒
音
に
か
き
消
さ
れ
た
人
ぴ
と
」
(
仏

g
g包
芯
町

己
σ巾
「
円
。
ロ
芯
ロ
)
と
い
う
言
葉
も
、
日
常
の
市
民
生
活
の
営
み
(
「
日
び
の
騒
音
」
)
に
圧
倒
さ
れ
、
静
か
に
息
を
ひ
そ
め
て
い
る
人
々

の
こ
と
で
、

や
は
り
市
民
社
会
か
ら
孤
立
し
た
芸
術
家
た
ち
を
指
す
言
葉
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
当
詩
は
、
先
に
検
討
し

た
三
篇
の
詩
ほ
ど
ま
だ
深
い
詩
の
世
界
を
内
包
し
て
は
い
な
い
が
、
放
蕩
息
子
の
姿
に
、
疑
い
も
な
く
旅
人
と
し
て
の
芸
術
家
の
形

姿
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
三
篇
の
詩
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
放
蕩
息
子
を
歌
う
三
篇
の
詩
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
そ
の
「
家
出
」
に
焦
点
を
す
え
て
、
「
家
出
」
を
め
ぐ
る

問
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
解
明
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
作
品
の
分
析
を
通
じ
て
、
放
蕩
息
子
が
い
ま
お
か
れ
て
い

る
現
在
の
世
界
、
そ
れ
か
ら
家
出
後
の
異
国
の
世
界
、
ま
た
家
出
の
理
由
あ
る
い
は
そ
の
目
標
、
さ
ら
に
は
彼
の
も
っ
さ
ま
ざ
ま
な

形
姿
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
放
蕩
息
子
の
形
姿
に
つ
い
て
は
、
作
品
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
最

後
に
集
約
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
最
初
の
詩
「
放
蕩
息
子
の
家
出
」
と
次
の
詩
「
放
蕩
息
子
に
つ
い
て
」
の
両
篇
か
ら

は
、
彼
は
「
芸
術
家
」
あ
る
と
い
う
こ
と
、
と
く
に
後
者
か
ら
は
「
選
ば
れ
た
者
」
と
い
う
芸
術
家
の
特
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
三
篇
目
の
詩
「
異
邦
人
」
か
ら
は
、
そ
の
芸
術
家
は
異
国
を
流
離
う
「
旅
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ

ま
り
、
リ
ル
ケ
の
放
蕩
息
子
の
原
像
は
「
芸
術
家
」
に
ゆ
き
つ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
芸
術
家
と
し
て
表
れ
る
場
合
も

放
蕩
息
子
の
家
出

-t: 



放
置
四
息
子
の
家
出

ノ、

あ
り
、
ま
た
と
き
に
は
「
異
邦
人
」
や
「
旅
人
」
の
姿
を
と
っ
て
表
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
、

ま
た
異
な
っ
た
放
蕩
息
子
の
形
姿
を
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
序
論
で
触
れ
た
「
新
詩
集
』

(
U巾同・

o-σMWEE-の
白
ユ
巾
ロ
)

の
詩
「
オ
リ
l
ヴ
園
」

の
こ
と
で
、
こ
れ
は
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
、
最
後
の
祈
り
の
場
面
を
歌
つ

た
も
の
で
あ
る
が
、
イ
エ
ス
は
こ
の
究
極
の
場
面
で
神
の
不
在
を
知
り
、
絶
望
の
淵
に
つ
き
落
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
は
こ

の
絶
望
の
な
か
に
放
り
出
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
姿
に
放
蕩
息
子
の
挫
折
の
姿
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
の
放
蕩
息
子
の
形
姿
に

は
、
こ
う
し
た
挫
折
し
た
イ
エ
ス
と
い
う
、
ま
た
別
の
像
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
形
姿
を

も
貫
い
て
い
る
も
の
は
、
遠
い
異
国
に
お
け
る
深
い
孤
独
で
あ
り
、
「
ど
こ
に
も
留
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
い
う
永
遠
の
旅
の
定

め
で
あ
り
、
そ
し
て
「
こ
れ
ら
す
べ
て
を
つ
ね
に
欲
す
る
こ
と
な
く
/
手
放
し
て
し
ま
う
こ
と
」
と
い
う
貧
困
の
極
み
に
徹
し
た
非

所
有
の
思
想
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
詩
人
リ
ル
ケ
自
身
が
生
涯
を
か
け
て
追
求
し
つ
づ
け
た
、
詩
人
、
芸
術
家
の
最
後
の
形

姿
で
あ
る
と
も
一
言
え
よ
う
。

な
お
、
リ
ル
ケ
の
「
放
蕩
息
子
」
の
問
題
は
、
む
ろ
ん
こ
の
「
家
出
」
だ
け
に
終
る
も
の
で
は
な
い
。
多
く
の
文
学
作
品
や
造
形

芸
術
が
劇
的
な
再
会
に
富
む
「
帰
宅
」
を
そ
の
主
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ル
ケ
の
場
合
の
「
帰
宅
」
に
も
よ
り
深
い
意
味
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
マ
ル
テ
の
手
記
』
に
お
け
る
放
蕩
息
子
の
「
帰
宅
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
帰
宅
」
は
「
家
出
」

と
同
じ
地
平
で
の
そ
れ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
「
帰
宅
」
に
は
一
段
と
高
い
境
地
へ
の
飛
躍
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う

わ
け
で
、

い
ま
触
れ
た
詩
「
オ
リ
l
ヴ
園
」
を
も
含
め
て
、
「
放
蕩
息
子
の
帰
宅
」
と
い
う
問
題
は
、
別
な
稿
で
あ
ら
た
め
て
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
序
論
で
言
及
し
た
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
や
そ
れ
以
降
の
放
蕩
息
子
に
関
わ
る
作
品
も
、
当
然
そ
の
新
し
い
稿

で
取
り
上
げ
る
つ
も
り
で
あ
る
。



注
(
1
)
E
-
z…ω巧
回

a
-∞・

ω・
8
∞

(
2
)
「
放
蕩
息
子
の
家
出
」
は
、
一
九
O
六
年
六
月
パ
リ
で
舎
か
れ
、

『新
詩
集
』
第
一
部
に
収
録
さ
れ
た
が
、
「
放
蕩
息
子
に
つ
い
て
」

は
同
年
六
月

一
日
頃
に
同
じ
く
パ
リ
で
書
か
れ
、
草
稿
詩
と
し
て
残
っ
た
。

(
3
)

目

g
r
R
ω
話

回

色

品

e
ω
-s
t
g
-

(
4
)
知
ニ

r
R
叶
白
岡
Z
u
-
-
n
U
巾
『
印
巳
閉
山

ι巾
『
匂
『
E
F
N
m
F
ω

】∞印同
・

(
5
)
E
-
r巾一

ω
さ
∞
♀

ωeω

呂田・

(
6
)
E
F市
一
∞
巧
∞
円
】
印
・

ω-z

(
7
)
豆
一
言
一
∞
巧
∞
己
印
・

ω
巴
印
・

(8
)
国
=
問
。

4
0
口
出
O
宮
山
口
口
白
S
F
7
0巾
印
白
ヨ
ヨ
巾

-zt司市
「

Z
・
目
N
E
g
Eロ
己
〉
三
回白
宮
市
-

H

∞
包
l

】由】

ω岨
的

-
E
'∞同・

(9
)
国

O
B
Bロ凹
S
E
-
-
σ
E
-
ω・
8
・
な
お
、
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
こ
の
伝
説
を
『
ロ
l
マ
人
の
逸
事
』
(0
5
、『
2
3
号
『
河

OB巾「)

で
読
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
巡
礼
の
領
主
は
、
ロ
l
マ
の
名
門
の
出
で
、
紀
元
四
一
七
年
頃
(
一
説
に
よ
れ
ば
四
三

O
年

頃
)
に
死
ん
だ
聖
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
(
〉
一
巾

H-5)
の
こ
と
と
恩
わ
れ
る
。

(
叩
)
河
-
一
宮

ω者
四

己

-
m
-
ω
H
O
m
N・

(
日
)
河
口
}
両
市
一
∞
ぎ
∞

a
-N-
一山

'
NH寸

(
ロ
)
河
口
}
両
市

ω話
回

a
-
N・
ω
N
2・

(
日
)
同
三
一
言
∞
ぎ
∞

p
y
ω
邑
】
同

(
M
H
)

拙
稿
「
リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)
」
(
「
ド
イ
ツ
文
学
研
究
」
京
都
大
学
教
養
部
、
報
告
三
七
号
、
一
九
九
二
年
)
の
「
鏡

と
し
て
の
窓
」
の
章
(
六
三
八
三
頁
)
参
照
。
な
お
、

『あ
る
女
友
達
の
た
め
の
鎮
魂
歌
」
で
は
、
鏡
を
前
に
し
て
自
己
を
見

つ
め
る
芸
術
家
が
、
好
奇
心
、
所
有
欲
、
懇
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で
あ
る
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放
蕩
息
子
の
家
出

完
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鋭
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お
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篇
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ダ
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仕
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