
三

島

由

紀

夫

「
卒
塔
婆
小

回I

ー

l
詩

廟j

試

の

「
卒
塔
婆
小
町
」
は
、
「
群
像
」

(
昭
和
二
七
年
一
月
号
)
に
発
表
さ
れ
、
文
学

座
ア
ト
リ
エ
第
六
回
公
演
と
し
て
同
年
二
月
に
初
演
さ
れ
た
。
三
島
由
紀
夫
が
謡

曲
を
近
代
劇
に
翻
案
し
た
『
近
代
能
楽
祭
』
の
三
曲
目
に
あ
た
る
。
集
中
で
も
、

極
立
っ
た
人
物
の
対
立
構
造
を
も
ち
、
構
成
や
表
現
の
面
で
も
工
夫
の
跡
が
あ
っ

て
、
作
家
の
、
連
作
に
対
す
る
方
法
意
識
が
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
時
期
の
作
品

で
あ
る
。
以
下
、
作
品
を
通
し
て
、
三
島
の
劇
作
の
方
法
の
一
端
を
検
討
し
、
彼

の
戯
曲
の
中
に
お
け
る
「
卒
塔
婆
小
町
」
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

「
卒
塔
婆
小
町
」
の
原
曲
は
、
葱
霊
物
・
老
女
物
の
現
在
能
で
あ
る
。
京
都
郊

外
の
夕
暮
れ
、
高
野
山
の
僧
が
旅
の
途
中
に
休
ん
で
い
る
と
、
百
歳
の
老
婆
が
そ
乙

に
あ
っ
た
卒
都
婆
に
腰
を
か
け
る
。
僧
が
乙
れ
を
見
と
が
め
て
卒
都
婆
は
仏
体
で

あ
る
と
教
化
す
る
と
、

か
え
っ
て
老
婆
は
仏
法
の
奥
義
を
も
っ
て
反
論
す
る
。
感

心
し
た
僧
が
名
を
問
う
と
、
小
野
小
町
の
成
れ
の
果
て
で
あ
る
と
あ
か
し
て
、
今

の
境
涯
を
嘆
く
。
そ
の
う
ち
急
に
狂
乱
状
態
と
な
り
、
僧
に
物
乞
い
を
す
る
。
そ

れ
は
、

か
つ
て
小
町
に
恋
慕
し
て
九
十
九
夜
通
っ
て
、

あ
と
一
夜
を
残
し
て
死
ん

モ会A
肩岡

有

フじ

-市中，a唱E

子

で
い
っ
た
、
深
草
少
将
の
霊
が
の
り
移
つ
て
の
狂
乱
で
あ
っ
た
。
小
町
は
、
僧
に
「
百

夜
通
い
」
の
様
を
見
せ
る
が
、

や
が
て
我
に
か
え
り
、
後
世
を
願
い
、
仏
道
を
念

じ
て
悟
り
の
道
に
入
ろ
う
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

乙
の
原
曲
か
ら
、
三
島
は
、
ま
ず
当
時
の
仏
教
的
世
界
を
捨
象
す
る
。

モ
ク
拾

い
の
老
婆
小
町
が
坐
る
の
は
、
朽
ち
た
卒
都
婆
で
は
な
く
、
現
代
の
公
園
の
ベ
ン
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チ
で
あ
る
。
卒
都
婆
を
め
ぐ
っ
て
の
禅
問
答
も
、
生
の
認
識
の
差
に
置
き
換
え
ら

れ
、
小
町
の
論
争
の
相
手
も
、
僧
で
は
な
く
売
れ
な
い
詩
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

老
婆
が
物
狂
い
を
一
示
す
後
半
部
分
も
、
公
園
か
ら
鹿
鳴
館
へ
と
場
面
転
換
さ
れ
る
。

い
ず
れ
も
、
原
曲
か
ら
、
自
然
か
つ
巧
み
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
最
大
の
改
変
は
、
深
草
少
将
の
怨
念
が
小
町
に
透
い
て
狂
乱
の
態
を

見
せ
る
と
の
悲
霊
部
分
を
小
町
と
詩
人
の
二
人
に
分
化
し
て
し
ま
っ
た
点
で
あ
る
。

乙
の
改
変
が
示
す
意
味
は
後
述
す
る
が
、
古
典
か
ら
「
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
現

〈

1
)

代
化
」
し
で
も
、
筋
と
人
間
関
係
は
借
り
て
翻
案
し
て
い
る
『
近
代
能
楽
集
』
の

中
で
は
、

目
立
つ
人
物
分
化
で
あ
る
。

原
由
の
主
題
に
つ
い
て
、
岩
波
大
系
本
で
は
、
「
情
慢
の
美
人
の
成
れ
の
果
て
を

描
く
が
、

い
わ
ゆ
る
因
果
応
報
と
い
う
見
方
で
は
な
く
、
主
題
的
に
は
多
少
不
鮮

明
で
あ
る
。

(
中
略
)
と
も
か
く
前
半
後
半
で
主
題
が
ま
二
つ
に
割
れ
て
い
る
」



と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
原
曲
を
知
ら
な
く
と
も
、
近
代
能
の
鑑
賞
、
理
解
が

妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
能
楽
の
「
自
由
な
空
間
と
時
間
の
処
理
」

を
生
か
し
つ
つ
、
原
曲
の
分
裂
し
た
主
題
を
、
い
か
に
因
果
関
係
に
よ
っ
て
統
合
し
て

現
代
化
す
る
か
に
、
三
島
の
独
自
性
が
表
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
近
代
能
の

方
の
主
題
は
、

ど
の
よ
う
に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
て
い
く
上
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
登
場
人
物
の
関
係
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
原
由
に
お
け
る
、
選
き
も
の
に
よ
る
物
狂
い
の
部
分
を
、
小
町

と
詩
人
の
二
人
に
分
化
し
た
三
島
の
意
図
・
意
識
を
解
明
す
る
乙
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

初
め
に
、
小
町
の
側
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

彼
女
は
「
見
る
も
い
ま
は
し
き
乞
食
」
の
姿
で
「
煙
草
の
吸
殻
を
ひ
ろ
ひ
っ
h

」

登
場
す
る
。
落
腕
し
老
衰
し
て
も
な
お
、

か
つ
て
の
才
気
を
発
揮
し
て
、
相
手
を

屈
伏
さ
せ
る
ま
で
問
答
を
や
め
な
い
点
は
、
謡
曲
の
小
町
と
等
し
い
。
原
曲
と
異

な
る
の
は
、
三
島
の
小
町
は
、
絶
対
応
「
酔
は
な
い
こ
と
」
が
「
長
寿
の
秘
訣
」

だ
、
と
い
う
生
の
論
理
を
既
に
持
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
と
そ

が
永
遠
の
も
の
な
の
で
あ
「
て
、
向
酔
(
乙
の
劇
で
は
、
詩
人
が
体
現
し
て
い
る
)

は
瞬
時
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
哲
理
を
も
っ
て
、
彼
女
は
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
原
曲
で
は
、
「
翁
翠
の
髪
ざ
し
は
畑
榔
と
た
を
や
か
に
し
て
、
楊
柳
の

春
の
風
に
磨
く
が
ど
と
し
」
と
歌
わ
れ
、
近
代
能
で
は
、
「
乙
の
世
の
中
が
住
み
よ

く
み
え
た
り
、
小
つ
ぽ
け
な
吾
被
の
花
が
、
円
屋
根
ほ
ど
に
大
き
く
み
え
た
り
、

と
ん
で
ゐ
る
鳩
が
人
の
声
で
、
歌
っ
て
ゐ
る
や
う
に
み
え
た
り
す
る
と
き
、
(
中
略
)

:
:
:
死
ん
だ
苔
磁
の
樹
か
ら
苔
破
が
咲
く
や
う
な
気
の
す
る
と
き
」
と
回
想
さ
れ

る
よ
う
な
、
華
や
か
で
美
し
く
、
間
倣
に
満
ち
た
日
々
を
、
若
き
小
町
は
送
っ
た
。

青
春
が
美
し
か
っ
た
だ
け
に
、
零
落
し
て
か
ら
の
心
境
に
は
痛
切
な
も
の
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
謡
曲
の
小
町
は
.

そ
の
成
れ
の
果
て
と
し
て
、
過
ぎ

去
っ
た
情
慢
の
時
を
惜
し
み
、
今
の
賎
の
身
を
恥
じ
て
い
る
。

ら
う
よ
、
悟
り
の
道
に
入
ら
う
よ
」
と
、
静
か
な
透
み
き
っ
た
心
境
に
達
す
る
の

「
悟
り
の
道
に
入

は
、
も
の
狂
い
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
過
去
を
顕
示
し
た
の
ち
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
島
の
小
町
は
、
原
曲
の
小
町
が
最
後
に
辿
り
つ
い
た
悟
り
の
境

地
に
、
始
め
か
ら
到
達
し
て
い
る
。
行
為
の
は
か
な
さ
を
知
り
、
認
識
者
と
し
て

の
は
っ
き
り
と
し
た
自
覚
を
も
っ
て
始
め
か
ら
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
前
作
「
綾

の
鼓
」
で
は
、
老
い
の
一
徹
さ
か
ら
自
殺
し
て
亡
霊
と
な
る
老
人
を
登
場
さ
せ
て
、

三
島
は
、
老
人
の
恋
の
情
念
の
激
し
さ
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
次
作
「
葵
上
」
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で
は
、
同
じ
く
、
恋
の
情
念
の
強
さ
の
あ
ま
り
生
霊
と
な
る
女
性
を
登
場
さ
せ
て
、

女
の
業
を
描
き
出
し
て
い
る
。
両
作
と
も
、
幕
切
れ
乙
そ
か
な
り
手
を
加
え
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
原
曲
か
ら
さ
ほ
ど
改
変

あ
る
意
味
で
、
単
純
で
人
間
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
と
の
小
町
に
は
精
神
的
な
強
さ
が
感
じ
ら
れ
、
い
わ
ば
原
由
の
そ
れ

か
か

l
l原
曲
で
悟
っ
た
以
降
の
「
卒
培
婆
小
町
」
|
|
の
体
を
と
っ
て
い
る
。

さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
登
場
人
物
は
、

彼
女
は
、
青
春
に
お
け
る
一
過
性
の
も
の
と
し
て
陶
酔
を
退
け
、
「
か
う
し
て
生

き
て
ゐ
る
の
が
、
生
甲
斐
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と
言
う
。
陶
酔
し
て
い
る
聞
は
、
認
識

す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
、
彼
女
児
言
わ
せ
れ
ば
「
死
ん
で
る
ん
だ
」
と

い
う
乙
と
に
な
る
。

「
生
き
る
」
と
は
、
「
自
分
の
影
か
ら
目
を
離
さ
ず
に
」
、

す

な
わ
ち
、
自
己
の
行
為
に
酔
う
乙
と
な
く
、
確
実
に
認
識
す
る
ζ

と
で
あ
る
。
「
ひ

ど
く
退
屈
」
な
乙
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、

そ
れ
に
耐
え
て
冷
め
た
目
を
も
ち
続
け



る
乙
と
が
、
「
生
き
る
」
と
い
う
乙
と
な
の
で
あ
る
。

舞
台
は
、
〈
ち
ゅ
う
ち
ゅ
う
た
乙
か
い
な
、

ち
ゅ
う
ち
ゅ
う
た
ζ

か
い
な
:
:
:
〉

と
、
「
ひ
ろ
ひ
た
る
吸
殻
を
か
ぞ
へ
ゐ
る
」
小
町
の
科
白
で
始
ま
り
、
同
じ
く
〈
:
・

-
・
・
ち
ゅ
う
ち
ゅ
う
、

た
と
か
い
な
。
:
:
:
ち
ゅ
う
ち
ゅ
う
た
ζ

か
い
な
〉
と
、
吸

殻
を
再
び
「
丹
念
に
」
な
ら
べ
る
場
面
で
幕
を
閉
じ
る
。
こ
の
〈
数
の
勘
定
〉

は
、
年
月
が
経
っ
て
い
く
乙
と
の
愉
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
、

詩
人
や
深
草
の
少
将
と
出
会
っ
た
時
の
よ
う
な
劇
的
な
時
間
で
も
、
詩
人
が
、
「
君

は
美
し
い
」
と
言
う
と
と
に
よ
っ
て
得
た
光
惚
の
時
間
で
も
な
く
、
平
凡
で
混
沌

と
し
た
時
間
・
虚
無
的
で
終
わ
り
の
な
い
時
間
で
あ
る
。
舞
台
の
始
め
と
終
わ
り

に
、
見
る
も
無
残
な
老
婆
が
、
吸
殻
を
数
え
な
が
ら
〈
ち
ゅ
う
ち
ゅ
う
た
乙
か
い

な
:
:
:
〉
と
怯
く
姿
に
、
観
客
あ
る
い
は
読
者
は
、
認
識
者
の
生
が
い
か
に
孤

独
で
荒
涼
と
し
た
世
界
で
あ
る
か
を
知
書
り
さ
れ
る
。
小
町
は
、

八
十
年
の
問
、

の
政
き
に
象
徴
さ
れ
る
無
為
の
時
を
過
ご
し
て
、
詩
人
と
の
再
会
を
待
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、

こ
れ
か
ら
百
年
間
、
次
の
出
会
い
ま
で
、
ま
た
待
ち
続
け
る
の
で
あ
る
。

老
い
と
は
、
限
り
な
く
死
に
近
い
地
点
で
あ
る
。
老
い
て
、

し
か
も
、
既
に
悟

り
に
入
っ
た
小
町
の
認
識
は
、
死
の
世
界
か
ら
生
を
展
望
す
る
の
に
近
似
し
て
い

る

つ
ま
り
、
彼
女
自
身
や
詩
人
の
生
の
時
聞
は
、
圧
縮
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
て
、

再
び
辿
る
と
と
が
可
能
に
な
る
。
生
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
何

か
を
き
れ
い
だ
と
思
っ
た
ら
、
き
れ
い
だ
と
言
ふ
さ
、

た
と
へ
死
ん
で
も
」
と
言

う
詩
人
に
対
し
て
、

「
つ
ま
ら
な
い
。
お
よ
し
な
さ
い
。
そ
ん
な
一
瞬
間
が
一
体

何
で
す
」
と
、

そ
の
言
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
小
町
は
、
現
実
に
陶
酔
す
る
こ
と
の

な
い
認
識
者
な
の
で
あ
り
、
彼
女
に
と
っ
て
の
繰
り
返
し
と
は
、
時
間
を
隔
て
て

再
訪
す
る
詩
人
の
生
を
受
け
と
め
る
た
め
に
待
ち
続
け
る
乙
と
な
の
で
あ
る
。
こ

の
点
で
、
彼
女
は
、
夢
の
中
で
も
向
酔
せ
ず
、
人
生
の
空
虚
さ
を
見
す
え
る
と
と

で
生
を
充
実
さ
せ
る
「
間
郎
」
の
主
人
公
と
類
似
し
た
生
き
方
を
体
現
し
て
い
る

と
い
え
る
。

認
識
と
そ
を
人
間
の
生
の
本
質
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
陶
酔
と
は
、

そ
の
意
識
の

流
れ
を
分
断
し
て
し
ま
う
と
と
で
あ
り
、
死
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
彼
女
は
、

決
し
て
陶
酔
は
し
な
い
。
陶
酔
と
い
う
分
断
が
な
け
れ
ば
、
彼
女
の
意
識
の
流
れ

に
は
終
り
が
な
く
な
り
、
遂
に
は
死
す
ら
免
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
決
し
て
「
酔

ふ
」
乙
と
も
な
く
、
生
を
認
識
し
続
け
る
限
り
は
、
彼
女
の
精
神
は
、
肉
体
の
老

い
を
も
越
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
、
単
に
老
い
続
け
て
い
く
だ
け

で
は
な
い
の
か
。

そ
の
認
識
の
果
て
に
、
何
か
展
望
が
聞
か
れ
る
乙
と
が
あ
る
の

か
ー
ー
と
れ
が
、
後
年
、
三
島
の
胸
中
に
芽
生
え
た
疑
問
で
あ
ろ
う
。

乙

詩
人
の
側
に
、
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
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詩
人
は
、
原
曲
に
お
け
る
僧
と
、
小
町
に
透
い
た
深
草
少
将
の
怨
霊
と
を
統
合

す
る
存
在
で
あ
る
。
原
曲
前
半
で
も
宗
教
問
答
は
あ
っ
た
が
、
僧
の
役
割
は
あ
く

ま
で
も
ワ
キ
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
近
代
能
の
詩
人
は
、
小

町
に
拾
抗
す
る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
は
、
若
い
恋
人
た
ち
の
恋
愛
に
共
感
す
る
浪
漫
主
義
者
で
あ
る
。
現
実
に
は
、

「
三
文
詩
人
で
、
相
手
に
し
て
く
れ
る
女
の
子
も
ゐ
ゃ
し
な
い
」
の
で
あ
る
が
、

「
し
か
し
僕
は
尊
敬
す
る
ん
だ
、
愛
し
合
っ
て
ゐ
る
若
い
人
た
ち
、
彼
ら
の
自
に

映
っ
て
ゐ
る
も
の
、
彼
ら
が
見
て
ゐ
る
百
倍
も
美
し
い
世
界
、
さ
う
い
ふ
も
の
を

尊
敬
す
る
ん
だ
」
と
い
う
科
自
に
表
白
さ
れ
て
い
る
様
に
、
恋
愛
か
ら
生
じ
る
陶

酔
を
、
理
想
と
し
、
希
求
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
詩
人
は
、
老
婆
の
語
り
が
作
り
出
し
た
世
界
の
中
に
、
容
易
に
没
入
し

て
い
く
乙
と
の
で
き
る
人
間
で
あ
っ
た
。
「
む
か
し
写
真
屋
が
背
景
に
用
ひ
た
る
絵



の
如
き
」
書
割
り
の
鹿
鳴
館
の
景
色
も
、
彼
の
自
に
は
「
す
ば
ら
し
い
」
も
の
と

し
て
映
じ
、
夢
想
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
中
で
、
詩

人
は
、

か
つ
て
の
小
町
の
恋
人
で
あ
る
深
草
少
将
と
し
て
、
前
述
し
た
、
彼
の
「
理

想
」
の
生
を
送
り
、
小
町
へ
の
愛
に
殉
じ
る
の
で
あ
る
。

百
夜
通
い
の
百
日
目
、
彼
は
次
の
様
に
岐
く
。

詩
人

た
し
か
に
今
夜
、
望
み
が
叶
ふ
ん
だ
な
。
な
ん
て
妙
な
、
淋
し
い
、

気
怯
れ
し
た
気
持
な
ん
だ
ら
う
。
も
う
望
ん
で
ゐ
た
も
の
を
、
手
に
入
れ

た
あ
と
み
た
い
な
気
持
ち
だ
。

(
中
略
)
望
み
が
叶
ふ
、
:
:
:
さ
う
し
て

い
つ
か
、

も
し
か
し
た
ら
あ
な
た
に
も
飽
き
る
。

あ
な
た
み
た
い
な
人
に

飽
き
た
ら
、

そ
れ
乙
そ
後
生
が
お
そ
ろ
し
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
死
ぬ
ま
で

の
永
の
月
日
が
お
そ
ろ
し
い
。
さ
ぞ
か
し
退
屈
す
る
だ
ら
う
な
。

向
酔
を
夢
み
て
、
「
天
に
も
昇
る
心
地
で
ゐ
」
な
が
ら
、

一
方
で
は
、
行
為
の
あ
と

お
田
の

の
、
理
想
を
達
成
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
、
空
白
の
予
感
に
戦
か
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
は
、
虚
無
の
時
を
耐
え
て
い
く
認
識
者
・
小
町
の
次
の
科
白
と
対
応
す
る
。

詩
人

あ
な
た
は
平
気
な
の
か
。
た
と
へ
飽
き
ら
れ
で
も
。

も
も
よ

え
え
、
何
と
も
思
ひ
ま
せ
ん
。
又
別
の
殿
方
が
百
夜
が
よ
ひ
を
お
は

老
婆じ

め
に
な
る
で
せ
う
。
退
屈
な
ん
ぞ
い
た
し
ま
せ
ん
わ
。

繰
り
返
し
訪
れ
て
来
る
者
を
受
け
と
め
続
け
る
乙
と
で
、
生
を
充
実
さ
せ
る
小
町

に
対
し
て
、
詩
人
は
、

一
度
き
り
の
行
為
で
燃
え
つ
き
て
し
ま
う
。

一
回
性
の
行

為
者
な
の
で
あ
る
。

彼
は
、
「
何
か
を
き
れ
い
だ
と
思
っ
た
ら
、
き
れ
い
だ
と
言
ふ
さ
、

た
と
へ
死
ん

で
も
」
と
い
う
理
念
の
下
で
、
行
為
の
瞬
間
に
、

一
回
き
り
の
間
酔
を
味
わ
う
。

小
町
の
、
「
絶
対
に
酔
は
な
い
と
と
」
と
い
う
認
識
者
の
理
念
が
、
退
屈
な
時
間
で

は
あ
っ
て
も
、
永
世
を
約
束
す
る
の
と
は
逆
に
、
陶
酔
と
は
、
全
て
の
感
覚
が
集

中
し
た
、
充
実
の
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
繰
り
返
す
が
、
絶
対
的
な
向
酔

は
、
死
を
賭
し
て
し
か
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
詩
人
の
造
型
が
、

な
ぜ
、

な
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
個
別
に
見
て

き
た
小
町
と
詩
人
の
人
物
像
を
ふ
ま
え
て
、

以
下
、
両
者
の
関
係
の
検
討
に
移
り

-』、，
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舞
台
で
は
、
始
め
、

二
人
の
対
立
は
、
生
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て
一
不
さ
れ
る
。
原

曲
の
卒
都
婆
問
答
に
相
当
す
る
部
分
で
、
認
識
と
陶
酔
と
、

い
ず
れ
の
方
が
充
実

し
た
生
の
あ
り
様
な
の
か
、
と
い
う
論
争
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
葛
藤
が
顕
在

化
し
て
、
夢
想
の
世
界
へ
と
導
か
れ
、
最
終
的
に
、
詩
人
を
死
に
向
か
わ
せ
る
契

n
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機
と
な
っ
た
の
は
、
「
私
を
美
し
い
と
云
っ
た
男
は
み
ん
な
死
ん
ぢ
ま
っ
た
。

Tご
か

ら
、
今
ぢ
や
私
は
か
う
考
へ
る
、
私
を
美
し
い
と
云
ふ
男
は
、

み
ん
な
き
っ
と
死

ぬ
ん
だ
と
」
と
語
る
、
小
町
の
科
白
で
あ
る
。

と
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
両
者

の
葛
藤
は
公
然
化
し
、
始
め
は
、
「
そ
れ
ぢ
ゃ
あ
僕
は
安
心
だ
。
九
十
九
歳
の
君
に

会
っ
た
ん
だ
か
ら
な
」
と
噺
い
て
い
た
詩
人
が
、
夢
怨
の
世
界
で
の
争
い
の
末
に
、

自
ら
望
ん
で
、
「
:
:
:
小
町
、
君
は
美
し
い
」
と
言
っ
て
し
ま
う
と
と
に
な
る
の
だ
。

潜
在
的
に
は
ら
ん
で
い
た
対
立
が
顕
在
化
し
、
次
第
に
緊
迫
度
が
高
ま
っ
た
末
に
、

破
局
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

小
町
は
、
「
美
人
は
い
つ
ま
で
も
美
人
だ
よ
」
と
述
べ
る
が
、

そ
も
そ
も
、
美
と

は
、
単
に
そ
と
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
、
「
美
し
い
」
と
判
定
し
て
く

れ
る
人
聞
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
あ
ん
ま
り
み
ん
な
か
ら
別
績
だ
と
言
は
れ
つ
け
て
、

も
う
七
、

八
十
年
と
の



方
、
私
は
自
分
が
美
し
く
な
い
、

い
や
自
分
が
美
人
の
ほ
か
の
も
の
だ
と
恩
ひ
直

す
の
が
、
事
面
倒
に
な
っ
て
ゐ
る
の
さ
」
と
語
る
小
町
に
と
っ
て
、

そ
の
美
を
証

明
し
て
く
れ
る
詩
人
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
。
認
識
の
高
み
に
達
し
、
生
の
虚

無
を
見
続
け
る
小
町
で
あ
る
が
、
数
十
年
に
一
度
遅
追
す
る
行
為
者
に
よ
っ
て
自

ら
の
認
識
を
慰
め
る
の
で
あ
る
。

逆
に
、
詩
人
の
側
に
立
っ
て
み
よ
う
。
彼
は
、
恋
愛
を
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
生

ず
る
「
向
酔
」
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
。
陶
酔
状
態
が
極
ま
れ
ば
、
「
死
」
に
つ
な

5
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そ
れ
は
、
最
高
に
充
実
し
た
「
生
」
を
約
束
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
と

っ
て
も
、
「
世
界
中
で
い
ち
ば
ん
美
し
い
。

一
万
年
た
っ
た
っ
て
、
君
の
美
し
さ
は

衰
へ
ゃ
し
な
い
」
と
語
る
乙
と
の
で
き
る
瞬
間
を
得
る
た
め
に
、
命
を
暗
け
る
だ

け
の
価
値
の
あ
る
対
象
で
あ
り
、
絶
対
的
な
「
美
」
で
あ
る
、

小
町
の
存
在
が
必

要
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
両
者
は
、
互
い
の
存
在
な
く
し
て
は
存
在
し
え
な
い
、
相

互
依
存
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

乙
の
両
者
の
依
存
関
係
が
、
「
現
実
」
界
で

の
関
係
で
は
な
い
乙
と
で
あ
る
。
現
実
の
小
町
は
、
「
見
る
も
い
ま
は
し
き
乞
食
」

の
姿
な
の
で
あ
っ
て
、
詩
人
が
「
美
し
い
」
と
言
う
の
は
、

あ
く
ま
で
も
、
彼
の

主
観
の
内
部
に
お
け
る
、
小
町
の
仮
相
に
対
し
て
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
現
実
」

世
界
に
相
対
立
す
る
、
と
の
「
仮
相
」
の
世
界
(
内
面
宇
宙
)

へ
の
通
路
と
し
て
、

小
町
の
語
り
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
幻
想
世
界
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
両
者
の
関
係
を
検
討
し
て
い
く
。
先
程
、
小
町
の
生
の
論
理
に
つ
い

て
触
れ
た
際
に
、
小
町
は
老
い
の
地
点
か
ら
人
生
の
す
べ
て
を
振
り
返
っ
て
見
て

い
る
、
と
述
べ
た
。
彼
女
は
「
死
」
に
近
い
地
点
に
立
つ
乙
と
で
、
「
生
」
の
全
体

を
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
詩
人
は
、

一
瞬
の
陶
酔
に
命
を
賭
け
た
。

「
死
」
に
限
り
な
く
近
い
地
点
か
ら
認
識
し
な
が
ら
「
生
」
き
続
け
て
い
る
小
町

と
、
「
生
」
を
絶
対
的
に
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
一
回
性
の
行
為
の
末
に
「
死
」
ん

だ
詩
人
と
。
両
者
は
、
生
と
死
の
聞
の
距
離
を
示
現
す
る
こ
典
型
と
し
て
造
型
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
と
で
、
三
島
自
身
の
自
解
の
と
と
ば
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

小
町
は
、
「
生
を
超
越
せ
る
生
」
、
形
而
上
学
的
生
の
権
化
で
あ
る
。

詩
人
は
肉

感
的
な
生
、
現
実
と
共
に
流
転
す
る
生
の
権
化
で
あ
る
。
小
町
に
は
、
決
し
て

敗
北
し
な
い
と
い
ふ
と
と
の
悲
劇
が
あ
り
、
詩
人
に
は
、
浪
漫
主
義
的
な
、
「
悲

劇
へ
の
意
志
」
が
あ
る
。
二
人
の
触
れ
合
ひ
は
と
の
種
の
誤
解
と
、
好
奇
心

と
軽
侮
を
ま
じ
へ
た
相
互
の
憧
れ
に
基
い
て
ゐ
る
。

〔
卒
塔
婆
小
町
演
出
覚
え
書

昭
お
・

l
〕

主
題
に
つ
い
て
は
、
余
計
な
と
と
を
云
っ
て
、
観
客
を
迷
は
せ
で
は
な
ら

な
い
が
、
作
者
自
身
の
芸
術
家
と
し
て
の
決
心
の
詩
的
表
白
で
あ
る
点
で
、

qa 
r
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，
間
郎
'
と
同
工
異
曲
で
あ
る
。

つ
ま
り
作
者
は
登
場
す
る
詩
人
の
や
う
な

青
春
を
自
分
の
内
陀
ひ
と
ま
づ
殺
す
と
と
ろ
か
ら
、
九
十
九
歳
の
小
町
の
や

う
な
不
屈
な
永
劫
の
青
春
を
士
山
す
と
と
が
、
芸
術
家
た
る
の
道
だ
と
愚
考
し

て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。

〔
卒
塔
婆
小
町
覚
書

昭
幻
・
日
〕

三
島
自
身
の
意
図
は
、

と
と
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
三
島
は
、

小
町
と
詩
人
の
二
人
を
生
の
表
わ
れ
方
の
二
典
型
と
し
て
措
定
し
た
上
で
、

回

性
の
行
為
者
で
あ
る
詩
人
の
生
き
方
を
「
ひ
と
ま
づ
殺
」
し
、
不
屈
の
認
識
者
で

あ
る
小
町
の
生
を
「
士
心
す
」

ζ

と
が
、
「
芸
術
家
た
る
の
道
だ
」
と
-
一
一
口
う
の
で
あ
る
。

「
生
を
超
越
せ
る
生
」

「
形
而
上
学
的
生
の
権
化
」
で
あ
る
小
町
を
、
芸
術
家
の

あ
る
べ
き
姿
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
三
島
は
、
手
放
し
で
小
町
の
側
の
生
を
選
択
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

「
芸
術
家
と
し
て
の
決
心
の
詩
的
表
白
」
と
い
う
言
い
方
に
、
そ
れ
が
よ

L 、
。



く
表
わ
れ
て
い
る
。
小
町
は
、
決
し
て
、
「
理
想
像
」
と
し
て
作
品
中
に
君
臨
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
誇
っ
た
そ
の
美
貌
も
、
零
落
し
、
老

婆
と
な
っ
た
今
、
無
残
に
も
荒
廃
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
不
屈
な
永
劫
の
青
春
」

と
は
い
う
も
の
の
、
〈
ち
ゅ
う
ち
ゅ
う
た
と
か
い
な
:
:
:
〉
と
い
う
肱
き
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、

そ
の
実
体
は
、
荒
涼
と
し
た
退
屈
な
時
聞
が
永
遠
に
流
れ
て
い
く

の
を
、

た
だ
ひ
た
す
ら
、
耐
え
続
け
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
で
は
、

小
町
の
側
も
客
観
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
決
し
て
、
簡
単
に
は
肯
定
で
き
な
い
像

と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
人
の
一
刻
の
陶
酔
と
、
老
婆
小
町
の
永

遠
の
認
識
と
。

「
卒
塔
婆
小
町
」
と
い
う
作
品
に
は
、
乙
の
二
つ
の
生
の
様
相
が
、

い
ず
れ
に
も
加
担
し
な
い
形
で
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
島
は
、
二
つ
の
生

の
究
極
の
型
の
う
ち
「
芸
術
家
と
し
て
の
決
心
の
詩
的
表
白
」
と
し
て
、
そ
の
苦

闘
を
知
り
尽
し
た
上
で
、
認
識
者
の
荒
涼
と
し
た
永
世
を
志
す
乙
と
を
、
自
ら
に

課
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

乙
の
視
点
か
ら
、
再
び
、
作
品
世
界
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

詩
人
は
、
小
町
の
科
自
に
導
か
れ
て
、
幻
想
の
鹿
鳴
館
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
。

前
作
「
綾
の
鼓
」
や
、
次
作
「
葵
上
」
な
ど
と
同
様
に
、
女
性
は
、
時
空
を
操
る

存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
男
性
は
、
詩
人
の
よ
う
に
、
幻
想
で
あ
る

と
知
り
つ
つ
も
問
酔
の
中
で
噴
死
し
て
い
く
し
か
な
い
。
三
島
は
、
空
虚
な
日
常

生
活
を
見
す
え
る
乙
と
な
く
、

一
時
の
陶
酔
の
た
め
に
現
世
を
放
棄
し
て
し
ま
う

と
の
詩
人
の
タ
イ
プ
を
「
自
分
の
う
ち
に
ひ
と
ま
づ
殺
」
し
て
、
小
町
の
側
を
、

芸
術
家
の
理
想
と
し
て
志
向
し
た
。
し
か
し
、
八
十
年
先
の
と
と
を
想
像
し
て
、

二
人
は
、
次
の
様
に
語
り
合
う
。

老
婆

何
を
考
へ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
?

詩
人

い
や
ね
、
今
僕
は
妙
な
乙
と
を
考
へ
た
。
も
し
今
、
僕
が
あ
な
た
と

に、お、
、男IJ、

又、れ、
ど、し、
乙、て、
か、も、
で、、
会、百、
ふ、年、
ゃ、
つ、
な、さ、
気、ぅ、
古f、、
し、ぉ、
Tこ、そ、
。ら、

く、
百、
年、
と、
は、
Tこ、
7こ、
な、

っ、
ち、

老
婆

ど
と
で
お
目
に
か
か
る
で
せ
う
。
お
墓
の
中
で
せ
う
か
。
多
分
、

さ

う
ね
。

詩
人

い
や
、
今
僕
の
頭
に
何
か
ひ
ら
め
い
た
。
待
っ
て
下
さ
い
。
と
こ
と

お
ん
な
じ
だ
。
乙
乙
と
ま
る
き
り
お
ん
な
じ
と
こ
ろ
で
、

も
う
一
度
あ
な

た
に
め
ぐ
り
逢
ふ
。

老
婆

ペ
ン
チ
、
恋
人
同
志

ひ
ろ
い
お
庭
、

ガ
ス
燈
、

詩
人

何
も
か
も
乙
と
と
お
ん
な
じ
な
ん
だ
。
そ
の
と
き
僕
も
あ
な
た
も
、

ど
ん
な
風
に
変
っ
て
ゐ
る
か
、

そ
れ
は
わ
か
ら
ん
。

老
婆

あ
た
く
し
は
年
を
と
り
ま
す
ま
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

年
を
と
ら
な
い
の
は
、
僕
の
は
う
か
も
し
れ
な
い
よ
。

(
傍
点
は
引

a-
E
U
 

詩
人用

者
に
よ
る
。
以
下
同
)

三
島
自
身
は
多
分
無
意
識
に
造
型
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
の
後
年
に
重
要
な

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
く
る
「
転
生
」
の
概
念
が
と
と
に
崩
芽
し
て
い
る
乙
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
。
深
草
少
将
か
ら
詩
人
へ
、
詩
人
か
ら
次
の
行
為
者
へ
と
、
人
格
が

移
り
か
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
転
生
」
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

回

性
の
行
為
者
も
、
時
聞
を
超
越
し
て
永
遠
の
生
を
獲
得
す
る
乙
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、

唯
識
論
を
導
入
し
て
壮
大
に
構
成
さ
れ
た
「
豊
鏡
の
海
」

に
至
る
に
は
、

な
お
相
当
の
過
程
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
卒
塔
婆
小
町
」
に
、

の
ち

に
、
三
島
が
辿
り
つ
い
た
理
念
の
き
ざ
し
が
見
ら
れ
る
と
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ

、J

l

(

一2M

'
u
+ト
ヲ
r，
J

a

と
う
し
て
見
て
い
く
と
、
劇
の
進
行
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
の
は
詩
人
の
側
で
あ

る
、
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。



詩
人

老
婆

詩
か、人

老
婆

わ
か
っ
た
か
ら
昔
の
話
を
し
て
く
れ
。

八
十
年
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と

九
十
年
か
な
。

い
や
八
十
年
前
の
話
を
し
て
く
れ
。

八
十
年
前
:
:
:
私
は
二
十
だ
。
そ
の
と
ろ
だ
っ
た
よ
、
参
謀
本
部
に

ゐ
た
傑
草
少
将
が
、
私
の
と
ζ

ろ
へ
通
っ
て
来
た
の
は
。

よ
し
、
そ
れ
ぢ
ゃ
あ
僕
が
、
そ
の
何
と
か
少
将
に
な
ら
う
ぢ
ゃ
な
い

莫
迦
を
お
言
ひ
な
。
あ
ん
た
の
百
倍
も
好
い
男
だ
。
:
:
:
さ
う
だ
、

百
ペ
ん
通
っ
た
ら
、
恩
ひ
を
叶
へ
て
あ
げ
ま
せ
う
、

さ
う
私
が
言
っ
た
。

百
日
目
の
晩
の
乙
っ
た
。
鹿
鳴
館
で
踊
り
が
あ
っ
た
。
私
は
あ
ま
り
の
さ

わ
ぎ
に
暑
く
な
っ
て
、
庭
の
ペ
ン
チ
で
休
ん
で
ゐ
た
ん
だ

0

・

両
人
は
、
鹿
鳴
館
の
場
面
に
、

こ
の
よ
う
な
形
で
入
っ
て
い
き
、

さ
ら
に
、
次

の
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
。

老
婆

見
て
て
ご
ら
ん
、
当
時
飛
切
の
俗
悪
な
連
中
が
や
っ
て
来
る
か
ら
。

詩
人

あ
れ
が
俗
悪
?

あ
ん
な
す
ば
ら
し
い
連
中
が
。

老
婆

あ
の
人
た
ち
に
お
く
れ
を
と
ら
な
い
や
う
に
、

大
で
つ
え
』
、

さ
あ
、

ル
ツ
を
踊
ら
う
。

詩
人

わ、君
す、と
オ1、ワ
ち、 Jレ

や、ッ
い、を
け、?
Tふ、

あ
ん
た
は
深
草
少
将
だ
よ
。

詩
人
の
「
そ
れ
ぢ
ゃ
あ
僕
が
、
そ
の
何
と
か
少
将
に
な
ら
う
ぢ
ゃ
な
い
か
」
、

老
婆

老
婆
の
「
わ
す
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
あ
ん
た
は
深
草
少
将
だ
よ
」
と
い
う
科
自
に

そ
れ
は
、

よ
っ
て
、
二
人
が
、
共
同
し
て
一
つ
の
劇
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

い
わ
ば
「
鹿
鳴
館
ど
勺
乙
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
遊
び
で
あ
る
。
詩
人
は
、

「
む
か
し
小
町
と
い
は
れ
た
」
老
婆
へ
の
少
し
ば
か
り
の
興
味
か
ら
、

そ
の
「
ど

っ
乙
劇
」
を
始
め
る
。
し
か
し
、
次
第
に
、
劇
中
の
「
少
将
と
し
て
の
自
分
」
に

な
っ
た
よ
う
に
空
想
し
、

そ
う
ふ
る
ま
っ
て
い
く
。
現
実
の
詩
人
と
し
て
の
自
己

に
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
彼
が
、
空
想
の
中
で
演
じ
て
い
る
少
将
と
し
て
の
自
己

を
、
自
分
の
主
体
と
し
て
、
積
極
的
に
生
き
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
動

者
と
し
て
の
自
ら
の
役
割
に
、
自
己
を
賭
け
て
し
ま
う
。

ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
、
「
遊
び
と
は
、

あ
る
は
っ
き
り
定
め
ら
れ
た
時
間
、
空
間
の
範

囲
内
で
行
な
わ
れ
る
自
発
的
な
行
為
も
し
く
は
活
動
で
あ
る
。

そ
れ
は
自
発
的
に

受
け
入
れ
た
規
則
に
従
っ
て
い
る
己

「
そ
れ
は
『
本
気
で
そ
う
し
て
い
る
』
の
で

は
な
い
も
の
、

日
常
生
活
の
外
に
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、

そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
遊
ん
で
い
る
人
を
心
の
底
ま
で
す
っ
か
り
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
も

可
能
な
一
つ
の
自
由
な
活
動
で
あ
る
」
と
し
て
い

d
v

夜
の
公
園
と
い
う
、
現
代
で
最
も
陳
腐
で
「
俗
悪
」
と
も
い
え
る
場
に
お
い
て
、

た
ま
た
ま
出
会
っ
た
詩
人
と
老
婆
が
、
華
や
か
な
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
を
幻
想
し
な

p
h
d
 

p
h
u
 

が
ら
、
共
同
で
「
ど
っ
と
劇
」

「
ど
っ
と
遊
び
」
を
す
る
。
そ
れ
は
、
本
来
、

ホ

イ
ジ
ン
ガ
の
い
う
「
「
本
気
で
そ
う
し
て
い
る
』
の
で
は
な
い
も
の
、

日
常
生
活

ワ

の
外
に
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
劇
は
、
遊
ん
で
い
た
は
ず
の
詩
人
を
「
心
の
底
ま
で
す
っ

か
り
捉
え
て
」
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
愛
し
合
っ
て
ゐ
る
若
い
人
た
ち
」
を
尊
敬

す
る
と
い
う
詩
人
に
は
、
変
身
へ
の
潜
在
的
な
欲
望
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼

は
、
「
深
草
少
将
」
に
同
一
化
し
、
現
実
に
は
ま
っ
た
く
利
得
の
な
い
自
ら
の
役
割

に
、
「
向
酔
」
の
喜
び
で
殉
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
卒
塔
婆
小
町
」
は
、
詩
人
の

幻
想
世
界
が
日
常
世
界
へ
侵
入
し
て
い
き
、

そ
の
世
界
の
方
が
現
実
と
な
っ
て
い

く
過
程
を
表
し
た
作
品
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
時
空
を
あ
や
つ
り
、
詩
人
の
幻
想
を
導
き
出
し
て
い
く
の
は
小
町
で

あ
る
が
、
彼
女
は
、
彼
岸
か
ら
の
訪
問
者
を
繰
り
返
し
迎
え
る
だ
け
の
受
身
の
存



在
で
あ
る
。

「
ど
っ
と
劇
」
と
い
う
、
劇
の
時
間
の
中
の
虚
構
を
繰

「
劇
中
夢
」

縦
す
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
彼
女
は
、
詩
人
が
陶
酔
し
た
鹿
鳴
館
世
界
も
、
彼
が
「
俗

悪
」
だ
と
し
た
公
園
も
、
共
に
、
「
む
か
し
俗
悪
で
な
か
っ
た
も
の
は
な
い
。
時
が

た
て
ば
、
又
か
は
っ
て
く
る
」
と
、
同
一
平
面
上
に
断
ず
る
と
と
の
で
き
る
認
識
者

で
あ
る
が
、
現
実
の
劇
の
中
で
は
、
転
生
者
の
訪
問
を
待
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
老

い
て
い
く
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
現
実
と
は
別
の
、

あ
る
世
界
の
中
で
受
け
入
れ

た
役
割
を
生
き
抜
き
、
百
年
の
時
を
隔
て
て
再
訪
す
る
転
生
者
の
側
ζ

そ
、
時
空

聞
を
超
え
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
乙
と
も
で
き
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
最
初
に
指
摘
し
た
乙
と
だ
が
、
原
曲

に
お
け
る
物
狂
い
の
相
を
、
近
代
能
で
は
小
町
と
詩
人
の
二
人
物
に
分
化
し
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
原
曲
M
M
、
「
一
見
、
何
の
脈
絡
も
な
い
よ
う
な
事
件
を
、
狂

(
4
)
.
 

つ
な
げ
て
い
る
」
、

乱
と
い
う
事
態
で
、
う
ま
く
、

「
そ
れ
(
狂
乱
の
乙
と
・
引

用
者
注
)
が
突
然
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
巧
み
な
場
面
転
換
と
な
っ
て
、
す
ば
ら

f
(
5ば

し
い
舞
台
効
果
が
あ
カ
る
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、
「
狂
乱
」
は
、
場
面
転
換
上
で
も

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
三
島
は
、
「
班
女
」
な
ど
で
は
、
非
日
常
の
あ
り

方
の
一
つ
と
し
て
の
狂
乱
を
う
ま
く
取
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
卒
塔
婆
小
町
」

で
は
、

そ
の
魅
力
的
で
、
原
由
で
は
劇
的
原
動
力
に
さ
え
な
っ
て
い
る
「
狂
乱
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
捨
て
て
ま
で
、
人
物
を
二
分
化
し
て
、
対
立
構
造
を
強
調
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
突
然
、
過
去
に
遡
る
と
い
う
場
面
転
換
の
呼
吸
を
原
曲
か
ら

得
て
、

そ
の
枠
組
の
中
に

原
曲
と
は
異
っ
た
生
の
観
念
の
対
立
劇
を
組
み
込
ん

だ
の
で
あ
る
。

四

次
に
、

二
人
物
が
一
示
す
対
立
の
様
相
を
、
戯
曲
全
体
の
構
成
や
方
法
の
面
か
ら

検
討
し
て
い
き
た
い
。

作
品
は
、

現
代
の
公
園
で
始
ま
り
、
次
い
で
、
過
去
の
鹿
鳴
館
の
幻
想
場
面
に

入
る
。

乙
乙
で
、
詩
人
の
死
と
い
う
破
局
を
迎
え
、
再
び
現
代
に
戻
り
、
公
園
の

場
の
静
誌
の
う
ち
に
幕
を
閉
じ
る
。
構
成
は
以
上
の
通
り
な
の
だ
が
、

乙
れ
・
り
の

場
面
は
、
画
然
と
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
が
、

そ
れ

ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
暖
昧
さ
は
、
老
婆
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
幻

想
世
界
に
導
入
さ
れ
る
部
分
に
も
、

現
在
の
時
聞
に
戻
る
部
分
に
も
断
層
が
な
く
、

場
面
転
換
が
徐
々
に
行
な
わ
れ
る
た
め
に
、
出
て
く
る
。

例
え
ば
、
黒
幕
が
聞
か
れ
て
鹿
鳴
館
の
背
景
が
現
わ
れ
て
し
ば
ら
く
は
、
幻
想

ρo 
p
h
u
 

世
界
の
導
入
部
分
と
し
て
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。
乙
の
問
、

詩
人
は
、
「
立
に
然
と
し
て
」
お
り
、
「
(
夢
う
つ
つ
に
)
ふ
し
ぎ
だ
:
:
:
」
と
政
く
。

彼
は
、
自
ら
「
ど
っ
乙
劇
」
を
始
め
な
が
ら
も
、
自
己
の
置
か
れ
た
状
況
を
理
解

で
き
ず
に
、

い
わ
ば
、
夢
と
現
の
境
目
に
誘
い
乙
ま
れ
た
状
態
に
あ
っ
て
、
定
然

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
人
の
主
体
的
意
識
が
深
草
少
将
の
役
割
を
受
け
入
れ
、

少
将
と
し
て
本
当
に
行
動
し
始
め
る
ま
で
は
、
戯
曲
の
時
聞
が
過
去
に
移
行
し
た

と
は
、
厳
密
に
は
言
え
な
い
。

ま
た
、
小
町
の
言
葉
遣
い
に
も
、

そ
れ
が
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
、
老
婆

は
、
「
あ
ん
た
の
文
句
は
乙
の
ベ
ン
チ
か
い
。
ま
さ
か
ヤ
ア
公
ぢ
ゃ
あ
る
ま
い
し
、

場
銭
を
と
り
に
来
る
柄
か
い
」
と
、
俗
語
を
交
え
た
、
ぞ
ん
ざ
い
で
蓮
っ
葉
な
口

調
で
語
り
、
小
町
は
、
「
殿
方
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
お
そ
ろ
し
い
の
は
、

そ
の
お
気

持
か
も
し
れ
な
い
わ
ね
」

「
そ
ん
な
ら
や
め
て
お
お
き
あ
そ
ば
せ
」
と
、
貴
婦
人



と
し
て
の
、

正
統
的
な
山
の
手
言
葉
で
語
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
鹿
鳴
館
の
若
い

小
町
か
ら
、
老
婆
へ
の
言
葉
遣
い
の
変
化
は
、

一
挙
に
は
進
ま
な
い
。

老
婆

ご
ら
ん
な
さ
い
、

ぼ
ろ
ぼ
ろ
だ
わ
。
臭
い
で
せ
う
、

そ
ら
、
試
が
ゐ

て
よ
。

乙
の
手
を
見
て
ど
ら
ん
、

乙
ん
な
に
ふ
る
へ
て
ゐ
る
。
鍛
の
中
に

手
が
あ
る
ゃ
う
よ
。
爪
が
の
び
て
ゐ
る
。
ど
ら
ん
な
さ
い
。

詩
人

い
い
匂
ひ
だ
。
秋
海
業
の
爪
の
色
だ
。

老
婆

こ
の
茶
い
ろ
く
な
っ
た
垢
だ
ら
け
の
胸
を
。
女
の

さ
あ
、
ご
ら
ん
。

胸
に
あ
る
も
の
は
何
も
あ
り
は
し
な
い
。

さ
が
し
て
ど
ら
ん
/

さ
が
し

て
ど
ら
ん
/

お
乳
な
ん
か
ど
こ
に
も
な
く
っ
て
よ
。

詩
人

(
悦
惚
と
し
て
)
あ
あ
、
胸
:

老
婆

私
は
九
十
九
歳
だ
よ
。
目
を
お
さ
ま
し
。
じ
っ
と
見
て
ご
ら
ん
。

詩
人

あ
あ
、

や
っ
と
思
ひ
出
し
た
。

「
ど
ら
ん
」

「
私
は
九
十
九
歳
だ
よ
」
と
い
う
、

も
と
の
老
婆
の
言
葉
と
「
:
・

:
・
ゐ
て
よ
」

「
:
:
:
な
く
っ
て
よ
」
と
い
う
、
小
町
の
貴
婦
人
言
葉
が
混
在
し
て

い
る
。
小
町
か
ら
老
婆
へ
、
過
去
か
ら
現
在
へ
と
漸
進
し
、

そ
れ
に
伴
っ
て
、
詩

人
の
意
識
も
ゆ
る
や
か
に
覚
醒
し
て
い
く
。

乙
の
作
品
の
造
り
の
巧
み
な
点
で
あ
る
し
、
小
道
具
に
よ
っ
て
、
虚

(
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と
実
の
世
界
を
区
別
す
る
他
の
『
近
代
能
楽
集
」
の
場
面
転
換
と
比
較
し
て
も
、

乙
れ
が
、

特
異
な
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
町
の
美
醜
を
、
す
べ
て
詩
人
の
主
観
と
し
て
表

〔

7
)

現
し
て
し
ま
う
方
法
論
に
基
づ
く
。

つ
ま
り
、
深
草
少
将
と
小
町
の
愛
を
再
現
す
る
鹿
鳴
館
の
場
面
は
、
決
し
て
、

現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
老
婆
と
詩
人
と
の
「
ど
っ
と
劇
」

な
の
で
あ
り
、
観
客
に
は
、
詩
人
の
主
観
が
創
出
し
た
非
現
実
な
幻
影
と
し
て
一
不

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

乙
の
場
の
セ
ッ
ト
は
、
「
む
か
し
写
真
屋
が
背
景
に

用
ひ
た
る
絵
の
如
き
」
平
面
的
な
書
き
割
り
と
し
て
指
定
さ
れ
、
現
実
感
を
出
す

努
力
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、

乙
の
場
面
は
、
老
婆
の
言
葉
の
暗
示
に

よ
っ
て
、
詩
人
が
創
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
幻
想
世
界
で
あ
る
乙
と
が
示
さ
れ
る
。

「
君
が
美
し
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
た
老
婆
は
、
「
か
っ
た
ぢ
ゃ
な
い
。
今
も
別
績
だ

よ
」
と
反
駁
す
る
。
し
か
し
、

一
た
び
幻
想
世
界
に
入
り
と
ん
で
し
ま
っ
た
詩
人

「
酸
っ
ぱ
い
匂
ひ
が
し
て
ゐ
た
」
と
、
老
婆
の
醜
さ
を
過
去
の
も
の
に
し
て

し
ま
い
、
彼
女
か
ら
、
「
し
て
ゐ
た
?

は、

今
し
て
ゐ
る
の
が
わ
か
ら
な
い
の
?
」
と
、

足
を
踏
み
な
ら
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
幻
想
シ

l
ン
は
、
前
述
し
た
よ
う
に

「
美
」
と
い
う
も
の
が
、

客
観
的
に
自
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
、
「
美
し
い
」
と
判
定
し
て
く
れ
る

証
人
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
出
現
す
る
。
現
実
の
小
町
が
、
ど

れ
ほ
ど
老
い
て
醜
く
く
と
も
、
詩
人
の
幻
想
の
中
で
は
、
彼
女
の
美
は
完
全
な
も

n
t
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の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
生
は
支
配
さ
れ
る
。
三
島
が
述
べ
て
い
る
よ

'つに、

そ
の
美
は
「
ま
っ
た
く
主
観
的
な
美
」
で
あ
っ
て
、

そ
の
評
価
は
、
見
る

者
の
態
度
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
小
町
の
「
主
観
的
な
美
」
を
導
き
出
す
の
も
、

「
す
べ
て
の
幻
影
の
め
ざ
ま
し
い
変
化
」
も
、
「
詩
人
の
主
観
を
通
し
て
表
現
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
老
婆
と
詩
人
と
の
「
ど
っ
乙
劇
」
へ

そ
し
て
、
重
要
な
の
は
、

と
観
客
を
導
入
し
て
い
き
、

そ
の
幻
想
世
界
か
ら
覚
醒
さ
せ
る
の
も
、
す
べ
て
、

詩
人
の
語
る
科
自
に
よ
る
。
観
客
に
は
、
科
白
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
を
示
す
の
で

あ
る
。以

下
、

乙
の
曲
の
科
白
を
検
討
し
て
い
く
。

老
婆
と
詩
人
の
生
の
論
理
の
内
実
は
既
に
詳
述
し
た
通
り
だ
が
、

そ
れ
ら
は
、

対
話
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
照
の
効
果
を
生
み
、

そ
れ
ぞ
れ
が
個



別
に
提
出
さ
れ
る
よ
り
も
き
わ
だ
た
さ
れ
る
。
悦
惚
と
し
た
愛
の
時
聞
か
ら
覚
め

て
し
ま
っ
た
、
公
園
の
一
組
の
ア
ベ
ッ
ク
の
会
話
を
聞
い
て
、
老
婆
は
、

「
ゃ
っ

と
あ
い
つ
ら
は
生
き
返
っ
た
ね
」
と
言
い
、
詩
人
は
、
「
花
火
が
消
え
た
ん
だ
、
生

き
返
っ
た
ど
乙
ろ
ぢ
ゃ
な
い
」
と
言
う
。
乙
の
対
比
に
よ
っ
て
、
二
人
の
持
つ
理

念
の
差
が
、

は
っ
き
り
と
観
客
に
一
不
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
節
で
一
部
引
用
し
た
、
詩
人
が
波
漫
的
な
理
想
を
表
白
し
て
い
る
科

白
で
は
、
前
半
部
分
が
「
:
:
:
ん
だ
」
、
後
半
部
分
は
「
:
:
:
み
え
る
」
「
:
:

ゐ
る
」
と
い
う
脚
韻
を
ふ
ん
で
い
る
。
前
半
で
は
、
「
(
前
略
)
乙
の
ベ
ン
チ
、

ね、

ζ

の
ベ
ン
チ
は
い
は
ば
、
天
ま
で
登
る
梯
子
な
ん
だ
。
世
界
二
口
向
い
火
の
見

櫓
な
ん
だ
。
展
望
台
な
ん
だ
」
と
、
自
分
の
頭
の
中
に
あ
る
浪
漫
的
な
観
念
を
説

ま
た
、

明
し
て
聞
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
後
半
で
は
、
「
懐
中
電
気
を
ふ
り
ま
わ
し

て
ゐ
る
奴
が
見
え
る
。
あ
り
ゃ
あ
お
巡
り
だ
な
。
そ
れ
か
ら
焚
火
が
見
え
る
。
乞

食
が
火
に
当
っ
て
ゐ
る
。

(
中
略
)
:
:
:
僕
に
見
え
る
の
は
、

せ
い
ぜ
い
と
れ
だ

け
さ
」
と
、
現
在
の
位
置
か
ら
見
え
る
も
の
を
、
な
ぞ
っ
て
羅
列
し
て
い
る
た
め

に
、
終
止
形
止
め
が
連
続
し
て
現
れ
る
。
詩
人
の
、
理
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
世
界
の

豊
能
さ
と
、
現
実
世
界
の
ま
ず
し
さ
と
を
対
比
さ
せ
る
た
め
に
、
三
島
は
、
文
末

(
8〉

表
現
を
変
え
て
反
復
さ
せ
、
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
表
現
技
巧
は
、
脚
韻
だ
け
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
「
物

を
見
る
目
が
な
い
ん
だ
ね
」

「
花
の
匂
ひ
に
埋
ま
っ
て
」

「
(
年
を
と
ら
な

い
の
は
)
僕
の
は
う
か
も
し
れ
な
い
よ
」

「
(
そ
れ
ば
か
り
か
死
ぬ
ま
で
の
)

永
の
月
日
が
お
そ
ろ
し
い
」
な
ど
の
句
に
、
従
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
の
科
自
に

は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
。
三
音
・
四
音
・
五
音
と
い
う
リ
ズ
ム
数
の
規
則
的
な

(
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増
加
を
指
摘
す
る
と
と
が
で
き
る
な
ど
、
科
白
内
部
の
音
韻
に
も
工
夫
の
あ
と
が

見
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
、

リ
ズ
ム
が
生
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
内
在
す
る
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
科
自
に
う
ね
り
ゃ
変
化
が
生
じ
、

ま
た
、
対
話
に
よ
っ
て
二
人
の
対
立
が
生
ま
れ
、

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
、
「
美
し

い
」
と
言
お
う
と
す
る
詩
人
と
、
言
わ
せ
ま
い
と
す
る
老
婆
と
の
、

た
た
み
こ
む

よ
う
に
迫
刀
の
あ
る
や
り
と
り
へ
向
け
て
、
劇
の
筋
が
進
行
し
て
い
く
。

そ
の
対

話
の
中
で
も
、
特
に
自
己
を
語
る
科
白
が
あ
る
。
そ
の
科
白
は
、
心
理
を
表
白
し
、

あ
る
い
は
、
理
念
を
吐
露
す
る
も
の
で
、
独
自
に
近
く
な
り
、
長
台
詞
に
な
る
傾

向
が
強
い
。
そ
れ
は
、
前
半
部
分
に
集
中
し
て
い
る
の
だ
が
、

一
例
に
、
老
婆
の

科
白
を
引
用
し
た
い
。

老
婆

あ
ん
た
は
若
く
て
、
能
な
し
で
、
ま
だ
物
を
見
る
目
が
な
い

ふ
ん
、

ん
だ
ね
。

あ
の
鼻
垂
れ
小
僧
と
お
き
ゃ
ん
共
の
坐
っ
て
ゐ

あ
い
つ
ら
の
、

る
ベ
ン
チ
が
生
き
て
ゐ
る
?

よ
し
と
く
れ
。
あ
い
つ
ら
乙
そ
お
基
の
上

で
乳
繰
り
合
っ
て
ゐ
や
が
る
ん
だ
よ
。
ご
ら
ん
、
青
葉
の
か
げ
を
透
か
す

no 
r
D
 

燈
り
で
、

あ
い
つ
ら
の
顔
が
ま
つ
蒼
に
見
え
る
。
男
も
女
も
呂
を
つ
ぶ
つ

て
ゐ
る
。

あ
い
つ
ら
は
死
人
に
見
え
ゃ
し
な
い
か
い
。

あ
あ
や
つ

そ
ら
、

て
る
あ
ひ
だ
、

あ
い
つ
ら
は
死
ん
で
る
ん
だ
。
な
る
ほ
ど
花
の
匂
ひ
が
す

る
ね
。
夜
は
花
壇
の
花
が
よ
く
匂
ふ
。
ま
る
で
お
棺
の
中
み
た
い
だ
。
花

の
匂
ひ
に
埋
ま
っ
て
、
と
ん
と
あ
い
つ
ら
は
仏
さ
ま
だ
よ
。
:
:
:
生
き
て

る
の
は
、

あ
ん
た
、

こ
ち
ら
さ
ま
だ
よ
。

愛
を
語
ら
う
男
女
の
陶
酔
を
「
死
」
に
見
立
て
て
、
自
ら
の
生
の
論
理
を
述
べ

て
い
る
の
だ
が
、

乙
乙
で
は
、
〈
生
|
ベ
ン
チ
|
お
墓

l
青
葉
|
ま
つ
蒼
l
目
を
つ

ぷ
る

l
死
人
|
花
喧
の
花

l
お
棺
l
花
の
匂
ひ
|
仏
さ
ま
|
生
き
て
い
る
自
己
と

の
対
比
:
:
:
〉
と
、
次
々
に
連
想
を
発
展
さ
せ
る
乙
と
で
、
自
ら
の
語
り
を
紡
ぎ

出
し
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
が
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
、
比
輸
が
比
輸
を
生
み
、
暗
輸
の

積
み
重
ね
に
よ
っ
て
科
白
が
構
成
さ
れ
て
い
く
。

乙
の
た
め
、

乙
の
部
分
の
科
白



は
、
能
の
詞
章
に
お
け
る
懸
詞
や
枕
言
葉
の
よ
う
に
、

一
語
が
多
義
性
を
も
ち
、

詩
的
で
象
徴
性
に
富
ん
だ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

乙
ζ

で
、
「
卒
塔
婆
小
町
」
、

あ
る
い
は
、
『
近
代
能
楽
集
』
全
体
の
科
自
に
つ
い

て
、
も
う
少
し
考
え
た
い
。
三
島
自
身
の
意
図
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

私
の
近
代
能
楽
祭
は
、
韻
律
を
も
た
な
い
日
本
語
に
よ
る
一
種
の
詩
劇
の
試

み
で
、
退
屈
な
気
分
劇
に
堕
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
全
体
に
、
時
間
と
空
間

を
超
越
し
た
詩
の
ダ
イ
メ
ン
シ
ヨ
ン
を
舞
台
に
実
現
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で

〔
卒
塔
婆
小
町
覚
書
昭
幻
・
日
〕

近
代
能
楽
祭
は
単
な
る
能
楽
の
現
代
化
で
は
な
い
。
現
代
に
お
け
る
観
念
劇

と
詩
劇
と
の
ア
マ
ル
ガ
ム
を
試
み
る
の
に
、
た
ま
た
ま
能
楽
に
典
拠
を
借
り

あ
る
。

た
の
で
あ
る
。

〔
卒
塔
婆
小
町
演
出
覚
え
書

昭
お
・

1
〕

三
島
は
、

こ
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
謡
曲
の
詞
章
の
文
体
に
触
発
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、

こ
れ
ら
の
作
品
を
、
〈
韻
律
を
も
た
な
い
日
本
語
に
よ
る
詩
劇
の
試
み
〉

で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

能
は
、
基
本
的
に
は
シ
テ
が
中
心
で
あ
っ
て
、

シ
テ
の
語
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
全

体
を
貫
い
て
い
る
。
し
か
し
、
『
近
代
能
楽
集
』
に
お
い
て
は
、
三
島
は
、
き
わ
め

て
明
確
に
、

人
物
の
対
立
構
造
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
特
に
、

乙
れ
ま
で
検
討
し

て
き
た
「
卒
塔
婆
小
町
」
で
は
、
本
来
の
シ
テ
で
あ
る
老
婆
に
拾
抗
す
る
人
物
と

し
て
詩
人
を
創
出
し
、
両
者
の
対
立
の
う
ち
に
、
抽
象
的
な
主
題
を
浮
び
あ
が
ら

せ
る
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
と
れ
は
、
西
欧
的
な
近
代
劇
の
形
態
で
あ
り
、

〔
叩
)

三
島
の
言
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
西
洋
の
対
話
劇
」
の
劇
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
対

話
の
対
照
効
果
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
を
明
確
に
し
、

そ
の
対
立
が
、

劇
的
効
果
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
三
島
は
、
謡
曲
の

美
し
い
独
自
を
も
自
ら
の
文
体
内
に
取
り
乙
も
う
と
し
た
。
三
島
に
と
っ
て
は
、

「
認
識
」
し
「
告
白
」
す
る
と
と
が
〈
詩
〉
の
実
体
で
あ
る
ら
し
い
の
だ
が
、

そ
れ
を
表
現
す
る
の
に
、
暗
輸
を
積
み
重
ね
、
イ
メ
ー
ジ
を
飛
躍
さ
せ
る
乙
と
で
、

能
の
詞
章
に
近
づ
け
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
は
、
『
近
代
能
楽
集
』
に
お
い
て
、
西
欧
の
対
話
劇
と
、
中
世
の

謡
曲
の
独
自
と
の
統
合
を
目
指
し
た
、
と
言
う
乙
と
が
で
き
る
。
生
の
論
理
を
独

白
的
に
表
白
す
る
前
半
部
分
か
ら
、
迫
刀
の
あ
る
対
話
劇
の
後
半
部
分
へ
と
展
開

し
て
お
り
、

と
の
点
で
〈
韻
律
を
も
た
な
い
日
本
語
に
よ
る
詩
劇
の
試
み
〉

観

念
劇
と
詩
劇
と
の
ア
マ
ル
ガ
ム
の
試
み
〉
と
い
う
所
期
の
目
的
は
、

ほ
ぽ
達
成
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
後
期
の
、
科
白
劇
と
し
て
完
成

の
域
に
あ
る
作
品
群
と
比
較
す
れ
ば
、
小
粒
で
あ
る
感
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、

〈
詩
劇
の
試
み
〉
と
し
て
、
例
え
ば
、
「
小
町
の
主
観
的
な
美
」
を
言
葉
の
刀
に
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よ
っ
て
表
現
す
る
、
と
い
う
目
論
見
に
か
な
う
だ
け
の
科
白
の
質
の
高
さ
が
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、

乙
れ
を
、
舞
台
上
で
表
現
す
る
と
な
る
と
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
果

た
し
て
、
観
客
は
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

本
来
、
演
劇
が
、
光
学
的
に
は
見
え
な
い
も
の
を
舞
台
化
す
る
、
不
可
視
の
も

の
を
現
実
化
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
乙
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
物
の
醜

い
老
婆
の
存
在
が
舞
台
上
に
あ
り
な
が
ら
、

目
の
前
の
観
客
に
、

そ
の
「
主
観
的

な
芙
」
を
示
す
と
と
は
、

か
な
り
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
紙
の
上
で
、
言
葉
に

よ
っ
て
表
現
し
て
、
読
者
に
像
を
形
成
さ
せ
る
小
説
な
ら
ば
と
も
か
く
、

あ
る
い

は
、
戯
曲
と
し
て
読
む
の
な
ら
ば
と
も
か
く
、

で
あ
る
。
演
劇
は
、
生
身
の
俳
優

の
肉
体
に
よ
っ
て
表
現
す
る
と
い
う
制
約
が
あ
り
、
ど
う
し
て
も
形
市
下
的
な
要

素
が
入
り
ζ

ん
で
し
ま
う
メ
デ
ィ
ア
な
の
で
あ
る
。



事
実
、

こ
れ
ま
で
の
「
卒
塔
婆
小
町
」
の
何
回
か
の
上
演
は
、

乙
の
部
分
の
演

出
方
法
を
め
ぐ
っ
て
の
戦
い
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
わ

く
、
光
線
の
当
る
加
減
で
衣
裳
の
色
を
変
え
る
、

ダ
ブ
ル
・
キ
ャ
ス
ト
に
す
る
、

全
く
表
情
だ
け
の
変
化
に
よ
っ
て
美
女
に
見
立
て
る
、
等
々
、
決
め
手
は
な
い
。

そ
し
て
、

乙
の
場
面
は
、

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
の
直
前
で
あ
り
、
劇
的
緊
張
が
最
高
に

高
ま
る
場
面
な
の
で
あ
る
。

乙
の
点
に
つ
い
て
、
三
島
は
、

昭
和
田

O
年
の
「
サ
ド
候
爵
夫
人
」
に
お
い
て
、

画
期
的
な
創
作
上
の
解
決
策
を
提
出
す
る
。
す
な
わ
ち
、

人
々
の
主
観
で
彩
ら
れ

る
主
人
公
サ
ド
候
爵
を
、
舞
台
上
に
全
く
登
場
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
不
在
の
も

の
に
、

い
か
な
る
主
観
が
浴
び
せ
ら
れ
で
も
、
観
客
の
異
和
感
を
誘
う
と
と
は
な

ぃ
。
と
の
点
に
お
い
て
は
、
「
卒
塔
婆
小
町
」
は
、

ま
だ
観
念
劇
の
試
み
の
段
階
だ

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

〔注〕
(
l
)
三
島
は
、
『
近
代
能
楽
祭
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

能
楽
の
自
由
な
空
間
と
時
間
の
処
理
ゃ
、
露
は
な
形
而
上
学
的
主
題
な
ど
を
、

そ
の
ま
ま
現
代
に
生
か
す
た
め
に
、
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
は
う
を
現
代
化
し
た

の

で

あ

る

。

〔

近

代

能

楽

集

あ

と

が

き

昭

幻

・

4
〕

(
2
)
乙
の
点
で
、
自
解
の
段
階
で
は
、
小
町
の
生
き
方
を
芸
術
家
の
理
想
と
考
え
て
い

た
三
島
が
、
後
に
は
、
詩
人
の
「
悲
劇
へ
の
意
志
」
を
理
想
と
す
る
立
場
に
移
っ
て

い
っ
た
、
と
い
う
田
中
美
代
子
氏
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
(
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学

三
島
由
紀
夫
』
角
川
書
庖
・
「
卒
塔
婆
小
町
」
の
項
)
。
た
だ
し
、
遺
作
「
登
鏡
の

海
」
に
お
け
る
、
転
生
者
・
認
識
者
に
対
す
る
聡
子
の
位
置
づ
け
な
ど
を
含
め
て
、

さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル

l
デ
ン
ス
』
(
高
橋
英
夫
訳
・
中
公
文
庫
)

(
4
)
本
田
欽
三
『
能
鑑
賞
入
門
』
(
淡
交
社
〉

(
5
)
金
井
清
光
『
能
の
研
究
』
(
桜
楓
社
)

(
6
)
例
え
ば
、
「
葵
上
」
で
は
、
「
電
話
」
と
「
置
き
忘
れ
ら
れ
た
手
袋
」
が
、
幻
想
と
現

実
と
の
接
点
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
場
面
は
急
転
す
る
。

(
7
)
乙
の
点
に
関
す
る
、
三
島
自
身
の
言
を
掲
げ
て
お
く
。

「
小
町
の
美
は
、
ま
っ
た
く
主
観
的
な
美
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
美
で
は
な
い
。

老
婆
は
そ
の
ま
』
で
美
し
く
見
え
て
乙
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
幻
影
の
め

ざ
ま
し
い
変
化
は
、
詩
人
の
主
観
を
と
ほ
し
て
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己

〔
卒
塔
婆
小
町
演
出
覚
え
書
昭
お
・

1
〕

(
8
)
同
様
に
、
老
婆
が
、
生
の
論
理
を
語
っ
て
青
春
を
回
想
す
る
科
白
の
中
で
も
、
「
:
・

・
:
み
え
た
り
」
と
い
う
句
や
「
:
:
:
の
な
か
で
」
と
い
う
句
が
脚
韻
と
し
て
使
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
反
復
に
よ
っ
て
、
長
台
詞
の
中
に
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
い
る
。

(
9
)
菅
谷
規
矩
雄
氏
は
、
「
3
・
4
・
5
と
い
う
規
則
的
な
音
数
変
化
が
美
的
で
あ
り
う

る
の
は
、
テ
ン
ポ
の
加
速
に
よ
る
快
感
に
起
因
し
て
い
る
「
(
『
詩
的
リ
ズ
ム
』
大

和
書
房
)
と
考
察
し
て
い
る
。

(
叩
)
三
島
「
『
斑
女
』
拝
見
」
昭
和
幻
年

(
日
)
「
認
識
と
そ
詩
の
実
体
だ
」
(
私
の
遍
歴
時
代
)
や
「
私
は
妙
な
性
質
で
、
本
職

の
小
説
を
書
く
と
き
よ
り
も
、
戯
曲
、
殊
に
近
代
能
楽
集
を
書
く
と
き
の
は
う
が
、

は
る
か
に
弁
勝
平
吾
b
h口
占
げ
が
下
品
』
唱
。
。
そ
れ
は
多
分
、
乙
の
系
列
の
一
幕
物
が
、

現
在
の
私
に
と
っ
て
、
持
作
品
U
A
川
尻
町
を
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
ら
う
」
(
声
・
同
人
雑

記
)
な
ど
の
記
述
に
、
そ
れ
が
覗
わ
れ
る
。

A
U
 

F
O
 

〔
附
記
〕

引
用
は
、
新
潮
社
『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
に
よ
っ
た
。
そ
の
際
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に

改
め
た
ほ
か
、
ト
書
き
の
引
用
を
省
い
た
箇
所
が
あ
る
。




