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大
岡
信
、
ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
に
お
け
る
「
孤
心
」
の
交
流 

  
 

沖 

永 

由 

伸 
 

 
  

一
、
は
じ
め
に 

連
詩
１

の
創
始
者
で
あ
る
大
岡
信
は
、
詩
人
と
し
て
多
く
の
詩
を
残
し
、
批
評

家
と
し
て
様
々
な
詩
や
詩
人
に
つ
い
て
論
評
し
た
の
み
な
ら
ず
、
古
典
詩
歌
論
や

美
術
評
論
と
い
っ
た
も
の
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
っ
た
人
物
だ
が
、
世
間
的
に
は

「
詩
人
」
と
い
う
よ
り
も
「
折
々
の
う
た
」
の
連
載
に
代
表
さ
れ
る
古
典
や
詩
の

「
批
評
家
・
紹
介
者
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
彼

の
側
面
が
詩
作
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ほ

と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
特
に
、
連
句
を
下
敷
き
と
し
て
成
立
し
国
際

的
な
取
り
組
み
に
ま
で
発
展
し
た
「
連
詩
」
と
い
う
共
同
創
作
の
試
み
に
い
た
っ

て
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
少
な
く
、
三
浦
雅
士
（
二
〇
一
八
）
は
「
集
団
の

作
品
で
あ
っ
て
個
人
の
作
品
で
は
な
い
と
い
う
情
報
が
マ
イ
ナ
ス
に
働
い
て
い

る
」
２

と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
連
詩
と
い
う
試
み
は
、
大
岡

に
よ
っ
て
長
き
に
わ
た
り
取
り
組
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
古
典
詩
歌
論

や
詩
作
と
の
関
連
が
非
常
に
強
い
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
連
詩
に
着
目
す

る
こ
と
は
、
大
岡
の
批
評
家
・
紹
介
者
と
し
て
の
側
面
と
彼
の
詩
作
と
を
繋
げ
て

い
く
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
一
九
八
一
年
に
大
岡
が
ミ
シ
ガ
ン
州
立
オ
ー
ク
ラ
ン
ド

大
学
英
文
学
部
の
客
員
教
授
と
し
て
滞
在
し
た
際
に
、
共
同
制
作
詩
の
伝
統
を
中

心
と
し
た
日
本
の
詩
歌
の
歴
史
を
ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
３

に
話
し
た
こ

と
を
き
っ
か
け
と
し
て
生
ま
れ
た
『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
（
一
九
八
二
）

４

を
対
象
と
し
、
そ
こ
で
の
詩
の
交
流
の
様
相
を
、
大
岡
の
古
典
詩
歌
論
と
絡
め

な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 

二 

多
様
な
文
化
イ
メ
ー
ジ
の
交
錯 

 

 

最
初
に
、
こ
の
連
詩
で
特
徴
的
な
「
多
様
な
文
化
イ
メ
ー
ジ
の
交
錯
」
に
つ
い

て
見
て
い
く
。
ま
ず
、
8
の
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
詩
で
は
、 

 

8 

木 
 

Ｔ
・
Ｆ 

 

男
の
幹
、
水
の
ほ
と
り
で
空
に
踊
る 

女
の
髪
、
お
ど
ろ
な
樹
皮
を
着
た
シ
ャ
ー
マ
ン 

の
登
り
下
り
す
る
、
魔
の
闇
か
ら 

天
界
に
到
る
往
還
道
、 

太
古
の
女
性
支
配
者
た
ち
へ
の
捧
げ
も
の
、 

軍
神
た
ち
の
憩
ひ
の
地
、
キ
リ
ス
ト
の
緑
の
小
屋
。 

 

朝
露
の
中
へ
立
ち
あ
が
り
、
お
ま
へ
は
熊
や 

大
ト
ナ
カ
イ
の
背
を
こ
す
り
、
陽
を
食
つ
て 

 

生
き
る
。
岩
の
下
の
ま
つ
く
ら
な
泥
の
深
み
に 

晶
玉
の
精
髄
を
さ
ぐ
つ
て
す
す
り
、 

わ
れ
わ
れ
の
吐
く
黒
ず
ん
だ
息
を
吸
つ
て
は
、 

だ
い
じ
な
空
気
を
踊
り
還
す
、 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

老
い
た
る
静
か
な
も
の
た
ち
。 （

八
三
五
頁
） 

 

「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
や
「
キ
リ
ス
ト
」
と
い
っ
た
存
在
と
「
木
」
が
関
係
づ
け
ら
れ

て
い
っ
て
い
る
の
が
印
象
的
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
自

身
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

 

キ
リ
ス
ト
は
常
に
樹
木
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
関
係
は 

「
キ
リ
ス
ト
生
誕
」
の
主
題
の
絵
に
た
い
て
い
描
か
れ
て
い
る
、
大
き
な
木 

陰
を
つ
く
っ
て
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
守
る
よ
う
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
例
の 

ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
樹
木
は
別
の
意
味 

で
も
キ
リ
ス
ト
教
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
と
英
国
へ
の 

ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
征
服
行
進
が
も
た
ら
し
た
の
は
、
各
地
で
尊
ば
れ 

信
仰
さ
れ
て
い
る
聖
な
る
森
を
策
略
や
拷
問
を
使
っ
て
探
り
だ
し
、
森
を
信 

仰
す
る
こ
と
を
や
め
さ
せ
、
森
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
と
い
う
歴
史
で
も
あ 

っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
神
が
よ
り
一
層
強
大
で
あ 

る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。…

（
中
略
：
論
者
）…

 

樹
は
、
古
来
、
僧 

侶
、
詩
人
、
医
者
と
い
っ
た
「
呪
術
者
」
た
ち
が
神
々
の
世
界
、
悪
魔
の
世 

界
へ
と
旅
す
る
た
め
の
公
道
で
あ
り
、
同
時
に
裏
道
で
も
あ
っ
た
の
だ
。「
呪 

術
者
」
た
ち
の
仕
事
は
、
こ
れ
ら
の
世
界
と
人
間
界
を
仲
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ 

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
各
々
の
世
界
は
一
つ
一
つ 

が
不
可
欠
で
あ
り
共
鳴
し
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
な
い
と
悲 

劇
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
古
い
民
間
伝
承
は
言
う
。
そ
し
て
真
の
「
呪 

術
者
」
の
名
に
値
す
る
者
は
、
死
ん
で
か
ら
復
活
し
た
り
、
狂
気
の
荒
野
を 

さ
ま
よ
っ
た
の
ち
に
生
還
し
た
り
、
想
像
力
を
駆
使
し
た
寓
話
を
話
し
て
い 

る
最
中
に
奇
跡
で
人
を
癒
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
人
間
、
つ
ま
り
キ 

リ
ス
ト
を
お
い
て
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
５ 

 

つ
ま
り
、
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
権
威
を
も
っ
て
い
る
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
と

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
中
心
と
す
る
原
始
宗
教
と
の
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
宗
教
間
の
関
係
は
、
さ
ら
に
、
世
界
に
蔓
延
し
て
い
る

自
己
中
心
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
、
そ
の
最
中
に
お
い
て
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン

ズ
が
始
め
た
「
声
の
織
物
」（
多
人
数
の
声
や
音
楽
、
時
に
は
ダ
ン
ス
を
使
っ
た
長

編
詩
）
と
い
う
取
り
組
み
６

と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

そ
し
て
、
続
く
9
の
大
岡
の
詩
で
は
、 

 

9 

老
い
た
る
静
か
な
も
の
た
ち 

 

大
岡 

 

シ
ャ
イ
ヨ
ー
宮
の
二
階
、 

人
類
博
物
館
。 

ア
フ
リ
カ
の
仮
面
は 

魂
の
宴
へ
の
至
上
の
通
路
。 

日
本
の
陳
列
館
は
や
や
貧
弱
。 

南
米
の
部
に 

眼
を
奪
ふ
品
目
が
あ
る―

―
 

燻
製
に
な
つ
た
人
の
顔
。 

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
あ
る
部
族
の 
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生
き
る
。
岩
の
下
の
ま
つ
く
ら
な
泥
の
深
み
に 

晶
玉
の
精
髄
を
さ
ぐ
つ
て
す
す
り
、 

わ
れ
わ
れ
の
吐
く
黒
ず
ん
だ
息
を
吸
つ
て
は
、 

だ
い
じ
な
空
気
を
踊
り
還
す
、 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

老
い
た
る
静
か
な
も
の
た
ち
。 （

八
三
五
頁
） 

 

「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
や
「
キ
リ
ス
ト
」
と
い
っ
た
存
在
と
「
木
」
が
関
係
づ
け
ら
れ

て
い
っ
て
い
る
の
が
印
象
的
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
自

身
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

 

キ
リ
ス
ト
は
常
に
樹
木
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
関
係
は 

「
キ
リ
ス
ト
生
誕
」
の
主
題
の
絵
に
た
い
て
い
描
か
れ
て
い
る
、
大
き
な
木 

陰
を
つ
く
っ
て
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
守
る
よ
う
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
例
の 

ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
樹
木
は
別
の
意
味 

で
も
キ
リ
ス
ト
教
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
と
英
国
へ
の 

ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
征
服
行
進
が
も
た
ら
し
た
の
は
、
各
地
で
尊
ば
れ 

信
仰
さ
れ
て
い
る
聖
な
る
森
を
策
略
や
拷
問
を
使
っ
て
探
り
だ
し
、
森
を
信 

仰
す
る
こ
と
を
や
め
さ
せ
、
森
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
と
い
う
歴
史
で
も
あ 

っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
神
が
よ
り
一
層
強
大
で
あ 

る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。…

（
中
略
：
論
者
）…

 

樹
は
、
古
来
、
僧 

侶
、
詩
人
、
医
者
と
い
っ
た
「
呪
術
者
」
た
ち
が
神
々
の
世
界
、
悪
魔
の
世 

界
へ
と
旅
す
る
た
め
の
公
道
で
あ
り
、
同
時
に
裏
道
で
も
あ
っ
た
の
だ
。「
呪 

術
者
」
た
ち
の
仕
事
は
、
こ
れ
ら
の
世
界
と
人
間
界
を
仲
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ 

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
各
々
の
世
界
は
一
つ
一
つ 

が
不
可
欠
で
あ
り
共
鳴
し
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
な
い
と
悲 

劇
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
古
い
民
間
伝
承
は
言
う
。
そ
し
て
真
の
「
呪 

術
者
」
の
名
に
値
す
る
者
は
、
死
ん
で
か
ら
復
活
し
た
り
、
狂
気
の
荒
野
を 

さ
ま
よ
っ
た
の
ち
に
生
還
し
た
り
、
想
像
力
を
駆
使
し
た
寓
話
を
話
し
て
い 

る
最
中
に
奇
跡
で
人
を
癒
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
人
間
、
つ
ま
り
キ 

リ
ス
ト
を
お
い
て
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
５ 

 

つ
ま
り
、
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
権
威
を
も
っ
て
い
る
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
と

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
中
心
と
す
る
原
始
宗
教
と
の
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
宗
教
間
の
関
係
は
、
さ
ら
に
、
世
界
に
蔓
延
し
て
い
る

自
己
中
心
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
、
そ
の
最
中
に
お
い
て
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン

ズ
が
始
め
た
「
声
の
織
物
」（
多
人
数
の
声
や
音
楽
、
時
に
は
ダ
ン
ス
を
使
っ
た
長

編
詩
）
と
い
う
取
り
組
み
６

と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

そ
し
て
、
続
く
9
の
大
岡
の
詩
で
は
、 

 

9 

老
い
た
る
静
か
な
も
の
た
ち 

 

大
岡 

 

シ
ャ
イ
ヨ
ー
宮
の
二
階
、 

人
類
博
物
館
。 

ア
フ
リ
カ
の
仮
面
は 

魂
の
宴
へ
の
至
上
の
通
路
。 

日
本
の
陳
列
館
は
や
や
貧
弱
。 

南
米
の
部
に 

眼
を
奪
ふ
品
目
が
あ
る―

―
 

燻
製
に
な
つ
た
人
の
顔
。 

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
あ
る
部
族
の 
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神
聖
な
戦
利
品
だ
。 

う
ち
と
つ
た
敵
の
頭
を
は
ね
、 

頭
蓋
骨
を
口
腔
か
ら 

巧
み
に
抜
き
と
る
。 

特
別
の
製
法
で
蒸
し
焼
き
に
す
る
と 

顔
は
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
ほ
ど
に
縮
ま
る
。 

驚
い
た
こ
と
に
皺
ひ
と
つ
な
い
。 

 

瞑
目
し
て
ゐ
る
元
人
間
の
首
、 

人
形
の
顔
よ
り
静
か
に 

誇
ら
し
げ
な
胸
に
吊
る
さ
れ 

深
海
魚
よ
り
も
つ
と
静
か
に 

「
時
」
と
「
永
遠
」
を
反
芻
し
て
ゐ
る
。 

 

若
い
戦
士
で
あ
つ
た
は
ず
だ
が
、 

お
そ
ろ
し
く
年
と
つ
た
神
の
や
う
に
見
え
る
、 

生
ま
れ
て
ま
も
な
い
赤
子
の
や
う
に
見
え
る
。 

（
八
三
六
頁―

八
三
七
頁
） 

 

「
老
い
た
る
静
か
な
も
の
た
ち
」
と
い
う
題
名
か
ら
「
パ
リ
の
シ
ャ
イ
ヨ
ー
宮
に

あ
る
人
類
博
物
館
で
見
た
静
か
な
陳
列
物
」
７

へ
と
発
想
が
飛
ば
さ
れ
、
日
本
の

陳
列
館
と
違
い
「
ア
フ
リ
カ
の
仮
面
」
や
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
あ
る
部
族
の
神
聖

な
戦
利
品
」
の
「
燻
製
に
な
つ
た
人
の
顔
」
と
い
っ
た
見
応
え
の
あ
る
も
の
を
陳

列
す
る
パ
リ
の
博
物
館
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
仮
面
」
や
「
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い
っ
た
語
か
ら
は
、
前
の
8
の
詩
と
の
繋
が
り
が
感
じ
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
詩
に
お
い
て
は
「
燻
製
に
な
つ
た
人
の
顔
」
に
つ
い
て
、

顔
の
描
写
か
ら
製
法
の
説
明
を
す
る
の
み
に
留
ま
ら
ず
「
人
形
」
や
「
深
海
魚
」

と
の
比
較
ま
で
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
大
岡
の
詩
の
描
写
に
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
よ
う
な
具
体
的
で
詳
細
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

８

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
化
の
比
較
と
詳
細
な
描
写
と
い
っ
た
要
素
は
、
終
盤

の
大
岡
の
詩
に
も
再
度
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
19
の
大
岡
の
詩
で
は
、 

 

19 

膝
の
ま
は
り
に 

 

大
岡 

 

上
海
の
南
、
銭
塘
江
岸
、 

杭
州
湾
に
近
い
と
こ
ろ
、
八
角
の 

巨
大
な
石
の
塔
が
あ
る
。
膝
の
ま
は
り
に 

労
働
者
、
兵
士
、
家
族
を
散
歩
さ
せ
て
。
こ
の
古
い
石
の
巨
人
を 

米
飯
と
脂
と
血
を
こ
ね
た
糊
が
支
へ
て
ゐ
る
。 

光
と
風
を
通
す
窓
は
ご
く
少
な
い
、
し
か
も
小
さ
い
。 

  

こ
の
が
ら
ん
ど
の
石
塔
の
中
で
、
僕
は
思
つ
た
、
ゴ
シ
ッ
ク
の 

大
寺
院
を
。
二
つ
と
も
空
に
そ
び
え
る
が
ら
ん
ど
の
中
心
部
へ
の 

崇
敬
で
共
通
し
て
ゐ
る
。 

日
本
の
塔
は
、
神
聖
な
太
く
高
い 

木
柱
を
中
心
に
し
て
建
て
ら
れ
る
、 

木
柱
は
腕
を
ひ
ろ
げ
て
吊
り
さ
げ
る 

三
層
五
層
の
窓
多
い
部
屋
を
。 

そ
の
屋
根
の
な
だ
ら
か
に
ひ
ろ
が
る
形
は 

地
上
に
憩
ひ
に
舞
ひ
お
り
る 

鳥
の
ひ
ろ
げ
た
翼
に
似
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
ま
た
反
映
す
る
、 

 

日
本
の
仏
の
こ
こ
ろ
を
。 

 

中
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
の
石
造
建
築
物
の
形
は
、 

嵐
を
つ
い
て
、
力
の
か
ぎ
り
羽
根
を
し
ぼ
り
、 

空
に
一
路
舞
ひ
あ
が
る
巨
鳥
の
姿
、 

こ
の
力
、
こ
の
舞
ひ
あ
が
る
意
志
こ
そ
は
、
た
ぶ
ん 

古
代
に
お
け
る
中
国
の
黄
金
文
明
、
そ
し
て
今
の 

西
欧
に
お
け
る
宇
宙
船
文
明
の
生
み
の
親
。 

  

杭
州
の
宿
で
そ
の
夜
僕
は
、
翼
を
ひ
ろ
げ
て
寝
床
に
こ
ろ
げ
、 

冬
の
葉
つ
ぱ
の
や
う
に
眠
つ
た
、
こ
ん
こ
ん
と
、 

文
明
と
文
明
が
出
会
ふ
小
さ
な
谷
間
の
、 

奥
深
い
一
本
の
木
の
、
高
い
小
枝
に
と
ま
つ
て
。 （

八
六
四
頁―

八
六
五
頁
） 

 

建
造
物
を
題
材
と
し
た
、
中
国
・
日
本
・
西
欧
（
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
）
の
文

化
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
特
徴
的
な
の
が
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た

表
現
で
あ
る
。
日
本
の
塔
の
屋
根
の
形
を
「
地
上
に
憩
ひ
に
舞
ひ
お
り
る
／
鳥
の

ひ
ろ
げ
た
翼
」
に
喩
え
た
り
、「
中
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
の
石
造
建
築
物
の

形
」
を
「
嵐
を
つ
い
て
、
力
の
か
ぎ
り
羽
根
を
し
ぼ
り
、
／
空
に
一
路
舞
ひ
あ
が

る
巨
鳥
の
姿
」
に
喩
え
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
多
様
な
文
化
イ
メ
ー
ジ
が

交
錯
す
る
大
岡
と
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
連
詩
の
や
り
取
り
の
過
程
を
経
た
か
ら

こ
そ
生
ま
れ
た
表
現
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

三 

「
孤
心
」
の
交
流 

大
岡
は
古
典
詩
歌
論
『
う
た
げ
と
孤
心
』
（
一
九
七
八
）
の
中
に
お
い
て
、
「
う

た
げ
」
と
「
孤
心
」
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

 

今
こ
う
し
て
書
き
つ
い
で
い
る
「
う
た
げ
と
孤
心
」
と
い
う
文
章
は
、
大 

方
は
ゆ
く
え
定
め
ぬ
古
典
世
界
の
彷
徨
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
た
だ
私
は
、 

日
本
の
詩
歌
あ
る
い
は
ひ
ろ
く
文
芸
全
般
、
さ
ら
に
は
諸
芸
道
に
い
た
る
ま 

で
、
何
ら
か
の
い
ち
じ
る
し
い
盛
り
上
り
を
見
せ
て
い
る
時
代
や
作
品
に
眼 

を
こ
ら
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
必
ず
あ
る
種
の
「
合
す
」
原
理
が
強
く
働 

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ 

を
方
法
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
懸
詞
や
縁
語
の
よ
う
な
単
純
な
要
素
か
ら
本 

歌
取
り
ま
で
、
ま
た
短
連
歌
か
ら
長
大
な
連
歌
、
俳
諧
ま
で
、
あ
る
い
は
謡 

曲
の
詞
章
に
そ
の
好
例
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
佳
句
名
文
の
綴
れ
織
り
ス 

タ
イ
ル
の
ご
と
き
に
い
た
る
ま
で
、
一
様
に
「
合
す
」
原
理
の
強
力
な
働
き 

を
示
す
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
れ
を
制
作
の
場
に
つ
い
て
い 

え
ば
、
協
調
と
競
争
の
両
面
性
を
も
っ
た
円
居
、
宴
の
場
で
の
「
合
せ
」
と 

い
う
も
の
が
、
「
歌
合
」
に
お
い
て
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
、
古 

代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
の
文
芸
意
識
を
た
え
ず
支
配
し
て 

き
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。…

（
中
略
：
論 

者
）…

 

 
 

 

け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
た
だ
そ
れ
だ
け
で
作
品
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
の 

だ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
に
楽
な
話
は
な
い
。
現
実
に
は
、
「
合
す
」
た
め
の
場 

の
ま
っ
た
だ
中
で
、
い
や
お
う
な
し
に
「
孤
心
」
に
還
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ 

と
を
痛
切
に
自
覚
し
、
そ
れ
ら
を
徹
し
て
行
な
っ
た
人
間
だ
け
が
、
瞠
目
す 

べ
き
作
品
を
つ
く
っ
た
。
し
か
も
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
「
孤
心
」
だ
け
に 

と
じ
こ
も
っ
て
ゆ
く
と
、
作
品
は
や
は
り
色
褪
せ
た
。「
合
す
」
意
志
と
「
孤 

心
に
還
る
」
意
志
と
の
間
に
、
戦
闘
的
な
緊
張
、
そ
し
て
牽
引
力
が
働
い
て 
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日
本
の
仏
の
こ
こ
ろ
を
。 

 

中
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
の
石
造
建
築
物
の
形
は
、 

嵐
を
つ
い
て
、
力
の
か
ぎ
り
羽
根
を
し
ぼ
り
、 

空
に
一
路
舞
ひ
あ
が
る
巨
鳥
の
姿
、 

こ
の
力
、
こ
の
舞
ひ
あ
が
る
意
志
こ
そ
は
、
た
ぶ
ん 

古
代
に
お
け
る
中
国
の
黄
金
文
明
、
そ
し
て
今
の 

西
欧
に
お
け
る
宇
宙
船
文
明
の
生
み
の
親
。 

  

杭
州
の
宿
で
そ
の
夜
僕
は
、
翼
を
ひ
ろ
げ
て
寝
床
に
こ
ろ
げ
、 

冬
の
葉
つ
ぱ
の
や
う
に
眠
つ
た
、
こ
ん
こ
ん
と
、 

文
明
と
文
明
が
出
会
ふ
小
さ
な
谷
間
の
、 

奥
深
い
一
本
の
木
の
、
高
い
小
枝
に
と
ま
つ
て
。 （

八
六
四
頁―

八
六
五
頁
） 

 

建
造
物
を
題
材
と
し
た
、
中
国
・
日
本
・
西
欧
（
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
）
の
文

化
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
特
徴
的
な
の
が
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た

表
現
で
あ
る
。
日
本
の
塔
の
屋
根
の
形
を
「
地
上
に
憩
ひ
に
舞
ひ
お
り
る
／
鳥
の

ひ
ろ
げ
た
翼
」
に
喩
え
た
り
、「
中
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
の
石
造
建
築
物
の

形
」
を
「
嵐
を
つ
い
て
、
力
の
か
ぎ
り
羽
根
を
し
ぼ
り
、
／
空
に
一
路
舞
ひ
あ
が

る
巨
鳥
の
姿
」
に
喩
え
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
多
様
な
文
化
イ
メ
ー
ジ
が

交
錯
す
る
大
岡
と
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
連
詩
の
や
り
取
り
の
過
程
を
経
た
か
ら

こ
そ
生
ま
れ
た
表
現
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

三 

「
孤
心
」
の
交
流 

大
岡
は
古
典
詩
歌
論
『
う
た
げ
と
孤
心
』
（
一
九
七
八
）
の
中
に
お
い
て
、
「
う

た
げ
」
と
「
孤
心
」
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

 

今
こ
う
し
て
書
き
つ
い
で
い
る
「
う
た
げ
と
孤
心
」
と
い
う
文
章
は
、
大 

方
は
ゆ
く
え
定
め
ぬ
古
典
世
界
の
彷
徨
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
た
だ
私
は
、 

日
本
の
詩
歌
あ
る
い
は
ひ
ろ
く
文
芸
全
般
、
さ
ら
に
は
諸
芸
道
に
い
た
る
ま 

で
、
何
ら
か
の
い
ち
じ
る
し
い
盛
り
上
り
を
見
せ
て
い
る
時
代
や
作
品
に
眼 

を
こ
ら
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
必
ず
あ
る
種
の
「
合
す
」
原
理
が
強
く
働 

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ 

を
方
法
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
懸
詞
や
縁
語
の
よ
う
な
単
純
な
要
素
か
ら
本 

歌
取
り
ま
で
、
ま
た
短
連
歌
か
ら
長
大
な
連
歌
、
俳
諧
ま
で
、
あ
る
い
は
謡 

曲
の
詞
章
に
そ
の
好
例
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
佳
句
名
文
の
綴
れ
織
り
ス 

タ
イ
ル
の
ご
と
き
に
い
た
る
ま
で
、
一
様
に
「
合
す
」
原
理
の
強
力
な
働
き 

を
示
す
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
れ
を
制
作
の
場
に
つ
い
て
い 

え
ば
、
協
調
と
競
争
の
両
面
性
を
も
っ
た
円
居
、
宴
の
場
で
の
「
合
せ
」
と 

い
う
も
の
が
、
「
歌
合
」
に
お
い
て
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
、
古 

代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
の
文
芸
意
識
を
た
え
ず
支
配
し
て 

き
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。…

（
中
略
：
論 

者
）…

 

 
 

 

け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
た
だ
そ
れ
だ
け
で
作
品
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
の 

だ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
に
楽
な
話
は
な
い
。
現
実
に
は
、
「
合
す
」
た
め
の
場 

の
ま
っ
た
だ
中
で
、
い
や
お
う
な
し
に
「
孤
心
」
に
還
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ 

と
を
痛
切
に
自
覚
し
、
そ
れ
ら
を
徹
し
て
行
な
っ
た
人
間
だ
け
が
、
瞠
目
す 

べ
き
作
品
を
つ
く
っ
た
。
し
か
も
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
「
孤
心
」
だ
け
に 

と
じ
こ
も
っ
て
ゆ
く
と
、
作
品
は
や
は
り
色
褪
せ
た
。「
合
す
」
意
志
と
「
孤 

心
に
還
る
」
意
志
と
の
間
に
、
戦
闘
的
な
緊
張
、
そ
し
て
牽
引
力
が
働
い
て 
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い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
作
品
は
稀
有
の
輝
き
を
発
し
た
。
９ 

 
そ
し
て
、
今
回
の
連
詩
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
う
た
げ
」
と
「
孤
心
」
の

関
係
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
箇
所
が
幾
つ
も
見
ら
れ
た
。
そ
の
中
の
一
つ
で

あ
る
、
13
の
大
岡
の
詩
で
は
、 

 

13 

過
ぎ
て
ゆ
く
鳥 

 

大
岡 

 

若
き
尊
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が 

ノ
ボ
ノ
の
荒
野
で
死
ん
だ
と
き 

骸
か
ら
白
い
大
き
な
鳥
が
飛
ん
だ
。 

妃
た
ち
は
哭
き
な
が
ら 

歌
ひ
つ
つ 

何
日
も
何
日
も 

泥
田
を
か
き
わ
け 

あ
と
を
追
つ
た
。 

 

白
い
鳥
は
高
く
高
く
飛
び 

天
に
還
つ
た
。 

妃
た
ち
は
遠
く
遠
く 

散
り
ぢ
り
に
な
つ
て 

地
に
還
つ
た
。 

伝
説
の
英
雄
が
死
ぬ
と 

彼
ら
は
し
ば
し
ば
白
い
鳥
に
な
る
。 

  

十
月
一
日
未
明
、 

僕
は
父
を
喪
つ
た
。 

コ
マ
ー
ス
湖
畔
（
ミ
シ
ガ
ン
）
か
ら 

渡
り
鳥
を
追
ひ
な
が
ら 

東
京
の
病
院
に
た
ど
り
つ
い
た
が
、 

彼
は
す
で
に
昏
睡
し
て
ゐ
た
。 

六
時
間
の
ち
、
溜
息
を
し
て 

彼
方
へ
滑
つ
て
い
つ
た
。 

 

暗
い
夜
空
は
雨
の
ど
し
や
降
り
、 

一
羽
の
鳥
も
飛
ば
な
か
つ
た
。 

 
 

 

彼
が
白
い
鳥
に
な
つ
た
か
ど
う
か 

だ
れ
も
知
ら
な
い
。
し
か
し
彼
は 

二
十
五
歳
の
時
の
詩
で 

す
で
に
見
て
ゐ
た
薄
明
界
へ
帰
つ
た
の
だ―

―
 

 

水
鳥
の
背
に
残
り
ゐ
る
夕
明
り 

湖
暮
れ
ゆ
け
ば
た
だ
仄
か
な
る 

 
 

 

彼
が
そ
の
一
生
に
知
つ
た
ま
ば
ゆ
い
光
は 

や
が
て
す
べ
て
消
え
て
い
つ
た
が
、 

鳥
の
背
中
に
と
も
つ
て
ゐ
た
一
筋
の
細
い
光
は 

そ
の
ま
ま
こ
の
詩
人
の
心
に
残
つ
て 

行
手
へ
の
標
識
に
な
つ
た
、 

 
 

 

一
条
の
遠
い
銀
河
の
流
れ
に
な
つ
た
。 

 

（
八
四
六
頁―

八
四
八
頁
） 

 

一
つ
前
の
12
の
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
詩
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
、
彼
の
妻
の

弟
の
死
に
触
発
さ
れ
る
よ
う
に
、
直
前
に
亡
く
な
っ
た
大
岡
の
父
（
大
岡
博
）
の

死
が
題
材
と
さ
れ
て
い
る
。１
０

こ
の
詩
の
第
一
・
二
連
は
、
倭
建
命
が
死
ん
だ
後
、

そ
の
魂
が
白
鳥
と
な
っ
て
飛
び
、
そ
の
白
鳥
の
飛
ん
で
い
く
後
を
妃
た
ち
が
追
っ

て
い
っ
た
と
い
う
『
古
事
記
』
の
話
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
第
三
連
に
お
い

て
は
「
若
き
尊
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
（
伝
説
の
英
雄
）
」
が
大
岡
の
父
（
大
岡
博
）
に
、

「
妃
」
が
大
岡
自
身
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
の

「
白
い
大
き
な
鳥
」
と
響
き
合
わ
せ
る
よ
う
に
「
水
鳥
」
の
姿
を
詠
ん
だ
短
歌
が

詩
の
途
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
岡
博
が
詠
ん
だ
短
歌
で
あ
り
、
次

の
よ
う
な
解
説
が
『
続 

折
々
の
う
た
』（
一
九
八
一
）
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

…

（
前
略
：
論
者
）…

 

日
が
山
の
背
に
沈
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
最
後
の
光
が
、 

今
は
も
う
水
鳥
の
背
に
だ
け
ぽ
つ
ん
と
ほ
の
か
に
残
っ
て
い
る
の
を
、
見
る 

と
い
う
よ
り
は
、
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
界
の
仄
明
り
は
、
実
は
青
年 

内
面
の
薄
明
境
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
１
１ 

 

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
詩
の
第
七
連
へ
と
反
映
さ
れ
、
水
鳥
の
背
の
光
は
詩
の
最
後

に
お
い
て
「
行
手
へ
の
標
識
」「
一
条
の
遠
い
銀
河
の
流
れ
」
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
同
じ
く
大
岡
の
15
の
詩
で
は
、 

 

15 

結
晶
を
造
る
も
の 

 

大
岡 

 
 

 

鏡
で
自
分
を
じ
つ
と
視
る 

習
慣
は
な
い
が
、 

詩
を
書
く
と
き
、
僕
は
感
じ
る
、 

自
分
が
詩
を
特
殊
な
鏡
に
照
ら
し
な
が
ら 

書
い
て
ゐ
る
と―

―
 

そ
れ
で
と
き
ど
き
僕
の
詩
は 

左
右
が
ひ
つ
く
り
か
へ
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。 

 
 

 

僕
は
知
ら
な
い
、
そ
の
鏡
が 

僕
の
中
に
か
か
つ
て
ゐ
る
の
か
、 

そ
れ
と
も
外
に
か
。 

 
 

 

友
達
が
夢
を
見
た
、
そ
の
夢
で
彼
は 

血
の
や
う
に
赤
い
水
晶
を 

生
み
出
す
岩
に
な
つ
て
ゐ
た
。 

そ
の
夢
の
隠
れ
た
意
味
が
何
な
の
か
、 

僕
ら
は
し
ば
し
議
論
し
た
が
、 

ら
ち
は
あ
か
な
か
つ
た
。 

 
 

 

そ
の
夜
僕
は
眠
り
な
が
ら
、 

結
晶
を
造
る
道
具
を
手
に 

人
間
の
顔
を
し
た
一
つ
の
岩
を
磨
い
て
ゐ
た
、 

そ
し
て
た
う
と
う
削
り
出
し
た
、 

僕
自
身
の
手
の
な
か
か
ら
、 

は
て
し
な
く
血
を
噴
き
つ
づ
け
る 

揺
れ
る
鏡
を 

（
八
五
二
頁―

八
五
四
頁
） 
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（
八
四
六
頁―

八
四
八
頁
） 

 
一
つ
前
の
12
の
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
詩
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
、
彼
の
妻
の

弟
の
死
に
触
発
さ
れ
る
よ
う
に
、
直
前
に
亡
く
な
っ
た
大
岡
の
父
（
大
岡
博
）
の

死
が
題
材
と
さ
れ
て
い
る
。
１
０

こ
の
詩
の
第
一
・
二
連
は
、
倭
建
命
が
死
ん
だ
後
、

そ
の
魂
が
白
鳥
と
な
っ
て
飛
び
、
そ
の
白
鳥
の
飛
ん
で
い
く
後
を
妃
た
ち
が
追
っ

て
い
っ
た
と
い
う
『
古
事
記
』
の
話
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
第
三
連
に
お
い

て
は
「
若
き
尊
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
（
伝
説
の
英
雄
）
」
が
大
岡
の
父
（
大
岡
博
）
に
、

「
妃
」
が
大
岡
自
身
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
の

「
白
い
大
き
な
鳥
」
と
響
き
合
わ
せ
る
よ
う
に
「
水
鳥
」
の
姿
を
詠
ん
だ
短
歌
が

詩
の
途
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
岡
博
が
詠
ん
だ
短
歌
で
あ
り
、
次

の
よ
う
な
解
説
が
『
続 

折
々
の
う
た
』（
一
九
八
一
）
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

…

（
前
略
：
論
者
）…

 

日
が
山
の
背
に
沈
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
最
後
の
光
が
、 

今
は
も
う
水
鳥
の
背
に
だ
け
ぽ
つ
ん
と
ほ
の
か
に
残
っ
て
い
る
の
を
、
見
る 

と
い
う
よ
り
は
、
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
界
の
仄
明
り
は
、
実
は
青
年 

内
面
の
薄
明
境
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
１
１ 

 

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
詩
の
第
七
連
へ
と
反
映
さ
れ
、
水
鳥
の
背
の
光
は
詩
の
最
後

に
お
い
て
「
行
手
へ
の
標
識
」「
一
条
の
遠
い
銀
河
の
流
れ
」
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
同
じ
く
大
岡
の
15
の
詩
で
は
、 

 

15 

結
晶
を
造
る
も
の 

 

大
岡 

 
 

 

鏡
で
自
分
を
じ
つ
と
視
る 

習
慣
は
な
い
が
、 

詩
を
書
く
と
き
、
僕
は
感
じ
る
、 

自
分
が
詩
を
特
殊
な
鏡
に
照
ら
し
な
が
ら 

書
い
て
ゐ
る
と―

―
 

そ
れ
で
と
き
ど
き
僕
の
詩
は 

左
右
が
ひ
つ
く
り
か
へ
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。 

 
 

 

僕
は
知
ら
な
い
、
そ
の
鏡
が 

僕
の
中
に
か
か
つ
て
ゐ
る
の
か
、 

そ
れ
と
も
外
に
か
。 

 
 

 

友
達
が
夢
を
見
た
、
そ
の
夢
で
彼
は 

血
の
や
う
に
赤
い
水
晶
を 

生
み
出
す
岩
に
な
つ
て
ゐ
た
。 

そ
の
夢
の
隠
れ
た
意
味
が
何
な
の
か
、 

僕
ら
は
し
ば
し
議
論
し
た
が
、 

ら
ち
は
あ
か
な
か
つ
た
。 

 
 

 

そ
の
夜
僕
は
眠
り
な
が
ら
、 

結
晶
を
造
る
道
具
を
手
に 

人
間
の
顔
を
し
た
一
つ
の
岩
を
磨
い
て
ゐ
た
、 

そ
し
て
た
う
と
う
削
り
出
し
た
、 

僕
自
身
の
手
の
な
か
か
ら
、 

は
て
し
な
く
血
を
噴
き
つ
づ
け
る 

揺
れ
る
鏡
を 

（
八
五
二
頁―

八
五
四
頁
） 
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大
岡
が
昔
か
ら
親
し
ん
で
き
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
夢
の
イ
メ
ー
ジ
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。「
僕
」
は
「
鏡
」
を
詩
作
に
用
い
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
が
、「
鏡
」

が
「
僕
の
中
に
か
か
つ
て
ゐ
る
の
か
、
／
そ
れ
と
も
外
に
か
」
と
い
う
こ
と
を
知

ら
な
い
。
そ
し
て
友
達
の
夢
の
中
で
は
「
彼
」
が
「
血
の
よ
う
に
赤
い
水
晶
を
／

生
み
出
す
岩
」
に
な
っ
て
お
り
、
自
分
の
夢
の
中
で
は
「
人
間
の
顔
を
し
た
一
つ

の
岩
」
を
磨
き
、
つ
い
に
は
「
僕
自
身
の
手
の
な
か
か
ら
、
／
は
て
し
な
く
血
を

噴
き
続
け
る
／
揺
れ
る
鏡
を
」
見
つ
け
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
お
い
て
、
磨
い
て
い

た
岩
（
友
達
）
か
ら
「
鏡
」
が
出
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
「
鏡
」
は
自
分
の
外
に
あ

る
こ
と
に
な
る
訳
だ
が
、「
鏡
」
は
磨
い
て
い
た
岩
か
ら
で
は
な
く
「
僕
自
身
の
手

の
な
か
」
か
ら
出
て
き
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
注
目
し
て
更
に
考
え
て
い
く
と
、

「
友
達
」（
他
者
）
と
切
磋
琢
磨
す
る
状
況
（
「
う
た
げ
」
）
の
中
で
自
身
の
中
に
「
鏡
」

（
「
孤
心
」
）
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
暗
示

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
る
。
も
ち
ろ
ん
「
そ
の
夢
の

隠
れ
た
意
味
が
何
な
の
か
、
／
僕
ら
は
し
ば
し
議
論
し
た
が
、
／
ら
ち
は
あ
か
な

か
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
「
夢
の
隠
れ
た
意
味
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
曖
昧
模
糊
と

し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
人
の
対
話
の
よ
う
な
連
詩
に
臨

ん
で
い
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
含
意
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

そ
し
て
、
続
く
16
の
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
詩
で
は
、 

 

16 

揺
れ
る
鏡 

 

Ｔ
・
Ｆ 

 
 

 

こ
の
高
地
の
湖
水
の
お
も
て
に 

俺
は
自
分
の
顔
を
見
る
、 

久
し
い
以
前
、
海
の
中
に
見
た
や
う
に
。 

と
も
だ
ち
の
体
の
間
で
俺
は
揺
れ
て
ゐ
た
、 

と
も
だ
ち
の
体
の
か
け
ら
、
こ
ま
ぎ
れ
の 

間
で
揺
れ
て
。
い
や
も
う 

友
だ
ち
で
は
な
い
、
だ
れ
に
わ
か
る 

ど
う
し
て
わ
か
る
、
ど
の
手
が
ど
の
友
だ
ち
の
手
か
、 

腕
も
、
肩
も
、
首
も
、
顔
も
、
ど
れ
ひ
と
つ 

そ
の
手
に
つ
な
が
つ
て
な
ど
ゐ
な
い
の
に
？ 

お
の
れ
自
身
の
脳
が
血
を
噴
き 

塩
の
金
切
声
を
あ
げ
、 

風
を
嘔
吐
し
、
手
を
、
船
を
、 

海
を
、
眼
を
伝
つ
て
流
れ
る
血
を
嘔
吐
す
の
を 

必
死
に
防
い
で
ゐ
る
と
き
、
ど
う
し
て
わ
か
る
、
ど
う
し
て
見
得
る
？ 

ど
う
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、 

ひ
と
つ
の
顔
、
お
前
の
顔
が 

火
の
上
で
揺
れ
、
人
間
ご
み
の
鏡
の
中
で 

踊
つ
て
ゐ
た
の
を
？ 

思
ひ
出
の
縞
を
無
数
に
つ
け
た 

炎
と
油
の
顔
よ
、
い
ま
は 

澄
ん
だ
青
い
水
の
中
に 

冷
た
く
な
つ
て
。 

（
八
五
六
頁―

八
五
七
頁
） 

 
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
が
め
っ
た
に
描
く
こ
と
の
な
か
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
従
軍

中
の
瀕
死
し
た
体
験
が
描
か
れ
て
お
り
、
１
２

「
高
地
の
湖
水
の
お
も
て
に
」
映
っ

た
「
自
分
の
顔
を
見
る
」
こ
と
に
よ
り
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
す
る
か
の
よ
う
に
、

凄
惨
な
光
景
と
「
お
の
れ
自
身
の
脳
が
血
を
噴
き
／
塩
の
金
切
声
を
あ
げ
、
／
風

 

を
嘔
吐
し
、
手
を
、
船
を
、
／
海
を
、
眼
を
伝
つ
て
流
れ
る
血
を
嘔
吐
す
の
を
／

必
死
に
防
い
で
ゐ
る
」
と
い
っ
た
「
俺
」
の
状
態
が
鮮
明
に
呼
び
起
こ
さ
れ
、「
だ

れ
に
わ
か
る
／
ど
う
し
て
わ
か
る
、
ど
の
手
が
ど
の
友
だ
ち
の
手
か
」「
ど
う
し
て

わ
か
る
、
ど
う
し
て
見
得
る
」「
ど
う
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う

な
自
問
自
答
が
現
在
の
「
俺
」
の
視
点
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
詩
に
お
い
て
彼
の
戦
争
体
験
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
序
盤
の
3
の

大
岡
の
詩
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

3 

静
寂 

 

大
岡 

 

パ
ン
ケ
ー
キ
は
焼
け
た
。 

 

気
球
は
ま
だ
来
な
い
。 

最
後
の
コ
ー
ヒ
ー
す
す
る
ひ
ま
は
あ
る
。 

 

暗
号
帳
は
み
な
始
末
し
た
。 

 

「
パ
ン
ケ
ー
キ
も
う
一
つ
と
ん
な
よ
」 

「
も
う
手
紙
が
く
る
こ
と
も
な
い
ん
だ
な
」 

「
き
み
が
ク
ル
ミ
を
か
じ
る
音
、 

聞
く
人
間
も
お
れ
が
最
後
つ
て
わ
け
か
、 

こ
の
け
ち
な
壕
の
中
で
」 

 

気
球
は
ま
だ
見
え
な
い
。 

ど
こ
の
地
平
に
も
。 

（
八
二
五
頁―

八
二
六
頁
） 

 

こ
の
詩
の
中
で
は
「
壕
内
で
最
後
の
貧
し
い
食
事
を
し
な
が
ら
ど
こ
か
ら
来
る
と

も
知
れ
な
い
救
助
の
手
を
待
っ
て
い
る
二
人
」（
八
七
六
頁
）
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
の
「
パ
ン
ケ
ー
キ
」
は
、
こ
の
詩
の
終
末
的
な
雰
囲
気
も
あ
い
ま
っ
て
、

核
兵
器
の
原
料
で
あ
る
「
イ
エ
ロ
ー
ケ
ー
キ
」
を
連
想
さ
せ
、
核
戦
争
の
末
期
、

あ
る
い
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
核
兵
器
投
下
の
事
実
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
連
詩
に
は
前
後
の
詩
の
繋
が
り
の
み
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
な
複
層
的

な
影
響
関
係
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
16
の
フ
ィ
ッ
ツ

シ
モ
ン
ズ
の
詩
に
関
し
て
は
、
そ
の
他
に
も
、
池
袋
西
武
百
貨
店
の
「
ス
タ
ジ
オ

200
」
で
催
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
谷
川
俊
太
郎
を
司
会
役
と
し
て
、
大
岡
と
フ
ィ

ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
が
連
詩
を
朗
読
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
経
験
談
や
考
え
を
話
す
催

し
）
１
３

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
話
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

 

「
ぼ
く
は
、
こ
の
ト
マ
ス
の
『
揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
の
よ
う
な
詩
は
、 

日
本
の
詩
人
に
は
作
れ
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
」
と
谷
川
俊
太
郎
は
、 

聴
衆
に
向
け
て
言
っ
た
。
「
こ
の
背
後
に
は
ど
ん
な
物
語
が
あ
る
の
か
、
知 

り
た
い
と
思
う
ね
。
」 

 
 

 

「
こ
れ
は
長
い
物
語
な
ん
だ
」
と
私
は
答
え
る
。「
し
か
し
、
こ
れ
に
関
連 

し
た
二
、
三
の
事
柄
は
話
せ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
こ
の
詩
の
中
に
現 

れ
て
い
る
私
の
経
験
は
、
私
が
詩
人
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
私
が
書
く
詩 

の
タ
イ
プ
に
深
い
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
こ
れ
は
、
戦 

後
四
十
年
も
た
つ
と
い
う
の
に
、
そ
の
頃
の
こ
と
に
つ
い
て
私
が
書
い
た
二 

つ
目
の
詩
な
の
で
す
。
大
岡
信
と
連
詩
を
作
る
と
い
う
関
係
が
生
じ
た
た
め
、 

そ
れ
が
再
び
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
す
。
彼
の
詩
が
あ
ま
り
に
豊
か
で 

開
か
れ
て
い
る
た
め
、
何
事
に
よ
ら
ず
、
抑
制
す
る
の
は
罪
だ
、
と
思
え
ま 

し
た
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
死
や
残
酷
さ
、
残
さ
れ
た
傷
あ
と
を
扱
う
こ
と 
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を
嘔
吐
し
、
手
を
、
船
を
、
／
海
を
、
眼
を
伝
つ
て
流
れ
る
血
を
嘔
吐
す
の
を
／

必
死
に
防
い
で
ゐ
る
」
と
い
っ
た
「
俺
」
の
状
態
が
鮮
明
に
呼
び
起
こ
さ
れ
、「
だ

れ
に
わ
か
る
／
ど
う
し
て
わ
か
る
、
ど
の
手
が
ど
の
友
だ
ち
の
手
か
」「
ど
う
し
て

わ
か
る
、
ど
う
し
て
見
得
る
」「
ど
う
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う

な
自
問
自
答
が
現
在
の
「
俺
」
の
視
点
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
詩
に
お
い
て
彼
の
戦
争
体
験
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
序
盤
の
3
の

大
岡
の
詩
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

3 

静
寂 

 

大
岡 

 

パ
ン
ケ
ー
キ
は
焼
け
た
。 

 

気
球
は
ま
だ
来
な
い
。 

最
後
の
コ
ー
ヒ
ー
す
す
る
ひ
ま
は
あ
る
。 

 

暗
号
帳
は
み
な
始
末
し
た
。 

 

「
パ
ン
ケ
ー
キ
も
う
一
つ
と
ん
な
よ
」 

「
も
う
手
紙
が
く
る
こ
と
も
な
い
ん
だ
な
」 

「
き
み
が
ク
ル
ミ
を
か
じ
る
音
、 

聞
く
人
間
も
お
れ
が
最
後
つ
て
わ
け
か
、 

こ
の
け
ち
な
壕
の
中
で
」 

 

気
球
は
ま
だ
見
え
な
い
。 

ど
こ
の
地
平
に
も
。 

（
八
二
五
頁―

八
二
六
頁
） 

 

こ
の
詩
の
中
で
は
「
壕
内
で
最
後
の
貧
し
い
食
事
を
し
な
が
ら
ど
こ
か
ら
来
る
と

も
知
れ
な
い
救
助
の
手
を
待
っ
て
い
る
二
人
」（
八
七
六
頁
）
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
の
「
パ
ン
ケ
ー
キ
」
は
、
こ
の
詩
の
終
末
的
な
雰
囲
気
も
あ
い
ま
っ
て
、

核
兵
器
の
原
料
で
あ
る
「
イ
エ
ロ
ー
ケ
ー
キ
」
を
連
想
さ
せ
、
核
戦
争
の
末
期
、

あ
る
い
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
核
兵
器
投
下
の
事
実
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
連
詩
に
は
前
後
の
詩
の
繋
が
り
の
み
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
な
複
層
的

な
影
響
関
係
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
16
の
フ
ィ
ッ
ツ

シ
モ
ン
ズ
の
詩
に
関
し
て
は
、
そ
の
他
に
も
、
池
袋
西
武
百
貨
店
の
「
ス
タ
ジ
オ

200
」
で
催
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
谷
川
俊
太
郎
を
司
会
役
と
し
て
、
大
岡
と
フ
ィ

ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
が
連
詩
を
朗
読
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
経
験
談
や
考
え
を
話
す
催

し
）
１
３

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
話
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

 

「
ぼ
く
は
、
こ
の
ト
マ
ス
の
『
揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
の
よ
う
な
詩
は
、 

日
本
の
詩
人
に
は
作
れ
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
」
と
谷
川
俊
太
郎
は
、 

聴
衆
に
向
け
て
言
っ
た
。
「
こ
の
背
後
に
は
ど
ん
な
物
語
が
あ
る
の
か
、
知 

り
た
い
と
思
う
ね
。
」 

 
 

 

「
こ
れ
は
長
い
物
語
な
ん
だ
」
と
私
は
答
え
る
。「
し
か
し
、
こ
れ
に
関
連 

し
た
二
、
三
の
事
柄
は
話
せ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
こ
の
詩
の
中
に
現 

れ
て
い
る
私
の
経
験
は
、
私
が
詩
人
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
私
が
書
く
詩 

の
タ
イ
プ
に
深
い
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
こ
れ
は
、
戦 

後
四
十
年
も
た
つ
と
い
う
の
に
、
そ
の
頃
の
こ
と
に
つ
い
て
私
が
書
い
た
二 

つ
目
の
詩
な
の
で
す
。
大
岡
信
と
連
詩
を
作
る
と
い
う
関
係
が
生
じ
た
た
め
、 

そ
れ
が
再
び
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
の
で
す
。
彼
の
詩
が
あ
ま
り
に
豊
か
で 

開
か
れ
て
い
る
た
め
、
何
事
に
よ
ら
ず
、
抑
制
す
る
の
は
罪
だ
、
と
思
え
ま 

し
た
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
死
や
残
酷
さ
、
残
さ
れ
た
傷
あ
と
を
扱
う
こ
と 
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が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
個
所
に
至
っ
た
時
、
私
は
自
分
の
詩
作
に
課
し
て
い 

た
制
限
、
す
な
わ
ち
あ
ま
り
に
も
個
人
的
で
あ
っ
た
り
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
だ
っ 

た
り
す
る
も
の
は
避
け
る
、
と
い
う
原
則
を
棄
て
ま
し
た
。
」 

 
 

 
「
ト
マ
ス
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
わ
か
る
」
と
信
が
付
け
加
え
る
。

「
こ
の
連
詩
と
い
う
、
呼
び
か
け
合
い
応
答
し
合
う
方
法
は
、
新
鮮
な
対
応 

を
す
る
た
め
に
は
、
各
々
が
自
分
自
身
の
内
部
に
深
く
も
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
よ
う
に
私
た
ち
を
し
む
け
る
ん
で
す
。
あ
る
種
の
静
か
な
高
揚
感
が
、
互

い
の
差
異
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
新
し
い
努
力
に
む
け
て
、
私
た
ち
を
押
し

や
る
の
で
す
。
私
に
と
っ
て
一
番
興
味
深
い
発
見
は
こ
う
い
う
こ
と
で
し
た
。

連
詩
を
異
文
化
圏
の
詩
人
と
作
る
時
、
ま
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

本
当
の
自
分
に
な
ろ
う
と
努
力
し
、
相
手
が
最
上
の
答
え
方
で
答
え
て
こ
ら

れ
る
よ
う
に
、
相
手
に
対
し
て
自
分
も
最
高
の
贈
り
物
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
は
、
そ
れ
こ
そ
が
二
人
の

人
間
が
相
手
に
贈
り
う
る
最
高
の
尊
敬
と
名
誉
の
形
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
の
場
合
、
よ
く
日
本
の
典
型
的
美
徳
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
例

の
慎
み
深
さ
、
恥
ら
い
、
謙
譲
と
い
っ
た
要
素
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
共
同

作
業
全
体
を
調
和
的
に
遂
行
す
る
の
を
妨
げ
、
有
害
な
働
き
を
す
る
の
で

す
。
」
１
４ 

 

こ
こ
か
ら
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
が
「
自
分
の
詩
作
に
課
し
て
い
た
制
限
（
個

人
的
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
内
容
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
）
」
か
ら
逃
れ
出
て
い
く
と

い
っ
た
よ
う
な
自
ら
の
変
化
を
看
取
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
大
岡
が
「
自
分
自
身

の
内
部
に
深
く
も
ぐ
」
る
こ
と
が
「
異
文
化
圏
の
詩
人
」
と
の
連
詩
に
際
し
て
は

重
要
と
な
る
と
い
う
の
を
印
象
深
く
感
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
い
っ
た
点
か

ら
も
『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
孤
心
」
が
強

く
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

四 

お
わ
り
に 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
大
岡
と
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
二
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
を
対
象
と
し
、
そ
こ
で
の
詩
の
交
流
に
つ
い
て
、

大
岡
の
古
典
詩
歌
論
で
あ
る
『
う
た
げ
と
孤
心
』
と
絡
め
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。 

ま
ず
、
【
二
】
で
は
、
こ
の
連
詩
の
過
程
に
お
い
て
、
様
々
な
国
や
地
域
の
文

化
イ
メ
ー
ジ
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、
こ
の
特
徴
は
、

様
々
な
地
域
へ
の
旅
の
経
験
と
い
う
共
通
項
が
大
岡
と
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
間

に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
文
化
イ
メ
ー
ジ

が
詩
の
中
で
交
錯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
の
構
造
が
生
ま
れ
た
り
、
そ
れ
ぞ

れ
を
比
較
す
る
意
識
が
登
場
し
た
り
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。 

 

ま
た
、
続
く
【
三
】
で
は
、
大
岡
が
『
う
た
げ
と
孤
心
』
で
提
起
し
た
「
う
た

げ
」
と
「
孤
心
」
の
関
係
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
連
詩
と
い
う
「
う
た
げ
」
の

場
に
お
け
る
「
孤
心
」
の
交
流
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
大
岡
と

フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
連
詩
の
や
り
取
り
で
は
、
前
の
詩
の
内
容
や
「
し
り
と
り
」

の
よ
う
な
詩
の
連
ね
方
な
ど
に
触
発
さ
れ
る
形
で
自
分
自
身
の
内
部
に
深
く
も
ぐ

っ
て
い
っ
た
結
果
、
身
近
な
人
の
死
（
妻
の
弟
、
父
、
友
達
）
の
経
験
の
題
材
化

が
二
人
の
詩
に
共
通
し
て
現
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
大
岡
の
方
で
は
昔
か
ら
親
し

ん
で
き
た
詩
作
方
法
で
あ
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
活
用
が
、
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン

ズ
の
方
で
は
「
自
分
の
詩
作
に
課
し
て
い
た
制
限
（
個
人
的
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な

内
容
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
）
」
の
破
棄
と
い
っ
た
こ
と
が
起
き
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
言
語
も
文
化
背
景
も
異
な
る
詩
人
同
士
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
は
、
図
ら
ず
も
、
大
岡
が
古
典
詩
歌
か
ら

見
出
し
て
い
た
よ
う
な
「
孤
心
」
が
強
く
響
き
合
う
「
う
た
げ
」
の
場
を
体
現
す

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
最
後
に
、
本
稿
で
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
課
題
に
つ
い
て
付

 

言
し
て
お
く
。
本
稿
で
は
、
日
本
の
詩
人
と
西
洋
の
詩
人
が
一
緒
に
な
っ
て
行
っ

た
連
詩
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
他
に
も
、
連
詩
に
は
ア
ジ
ア
の
詩
人
間
で
実
施

さ
れ
た
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
１
５

ア
ジ
ア
に
お
け
る
共
同
体
の
構
築
へ
の
連
詩

の
関
与
と
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
も
改
め
て
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

注 
 

１ 

大
塚
常
樹
・
勝
原
晴
希
・
國
生
雅
子 

他
編
『
現
代
詩
大
事
典
』（
二
〇
〇
八
年
、
三
省
堂
、

安
藤
元
雄
・
大
岡
信
・
中
村
稔 

監
修
）
七
一
九
頁―

七
二
〇
頁
に
お
い
て
「
連
詩
」
は
以

下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
日
本
古
来
の
連
歌
・
連
句
の
精
神
を
現
代
詩
に
応
用
し

た
試
み
。
一
九
七
一
（
昭
46
）
年
に
同
人
詩
誌
「
櫂
」
の
大
岡
信
、
茨
城
の
り
子
、
川
崎
洋
、

岸
田
衿
子
、
谷
川
俊
太
郎
、
友
竹
辰
、
中
江
俊
夫
、
水
尾
比
呂
志
、
吉
野
弘
ら
が
始
め
た
。

詩
は
個
人
の
も
の
と
い
う
近
代
詩
の
概
念
を
離
れ
、
前
の
人
の
詩
に
付
け
て
い
く
こ
の
斬
新

な
試
み
は
、
『
櫂
・
連
詩
』
（
七
九
・
六 

思
潮
社
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
大
岡
は
そ
の
後
、

日
本
語
と
英
語
に
よ
る
連
詩
を
ア
メ
リ
カ
の
ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
と
試
み
、
『
揺

れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
（
八
二
・
一
二 

筑
摩
書
房
）
と
し
て
刊
行
。
ま
た
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ

ン
ス
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
等
で
も
連
詩
の
試
み
は
続
け
ら
れ
た
。
連
詩
集
（
共
著
）
に
『
ヴ
ァ

ン
ゼ
ー
連
詩
』（
八
七
・
四 

岩
波
書
店
）
、『
フ
ァ
ザ
ー
ネ
ン
通
り
の
縄
ば
し
ご
』（
八
九
・

三 

岩
波
書
店
）
等
が
あ
る
。
九
五
年
に
は
木
島
始
の
呼
び
掛
け
で
佐
川
亜
紀
、
津
坂
治
男
、

ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
が
四
行
連
詩
を
始
め
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
に
は
四
行
連
詩
集
『
近
づ

く
湧
泉
』
（
土
曜
美
術
社
出
版
販
売
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
第
二
集
（
〇
五
・
五
）
は
「
バ
イ

リ
ン
ガ
ル
四
行
連
詩
」
を
含
む
。
」 

２ 

三
浦
雅
士
『
孤
独
の
発
明 

ま
た
は
言
語
の
政
治
学
』
（
二
〇
一
八
年
、
講
談
社
）
五
一

四
頁―

五
一
五
頁 

３ 

詩
人
。
ミ
シ
ガ
ン
州
立
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学 

英
文
学
部
の
教
授
で
、
大
岡
の
英
訳
詩
集

の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
。 

４ 

『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
題
名
を
、
そ
の
前
に
あ
る
詩

の
最
後
の
言
葉
に
よ
っ
て
起
こ
し
て
ゆ
く
と
い
う
「
し
り
と
り
」
の
よ
う
な
や
り
方
で
、
二

十
篇
の
詩
が
連
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
二
人
の
詩
の
や
り
取
り
は
英
語
で
行
わ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
大
岡
が
行
い
、
大
岡
の
英
語
の
詩
に
関

し
て
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
添
削
を
経
て
修
正
加
筆
し
た
も
の
が
定
稿
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
の
引
用
は
全
て
、
大
岡
信
『
大
岡

 

信
全
詩
集
』
（
二
〇
〇
二
年
、
思
潮
社
）
に
拠
っ
た
。 

５ 

ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
『
日
本 

合
わ
せ
鏡
の
贈
り
物
』（
大
岡
信
・
大
岡
玲 

訳
、

一
九
八
六
年
、
岩
波
書
店
）
十
一
頁―

十
二
頁 

６ 

同
書 

一
二
八
頁
、
二
三
一
頁―

二
三
二
頁 

７ 

大
岡
信
『
連
詩
の
愉
し
み
』
（
一
九
九
一
年
、
岩
波
書
店
）
一
九
四
頁 

８ 

こ
の
大
岡
の
詩
の
描
写
の
変
化
に
は
、『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
の
「
自
己
翻
訳
」

と
「
添
削
」
と
い
う
特
徴
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

９ 

大
岡
信
『
う
た
げ
と
孤
心
』
（
二
〇
一
七
年
、
岩
波
書
店
〔
集
英
社
に
よ
る
最
初
の
刊
行

は
一
九
七
八
年
〕
）
一
九
八
頁―

一
九
九
頁 

１
０ 

ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
「
連
詩
の
制
作
ま
で
ー
日
本
の
詩
と
わ
た
し
ー
」
（
大

岡
玲 

訳
、『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
十
九
巻
、
八
号
、
一
九
八
四
年
、
至
文
堂
、
一

五
六
頁
） 

１
１ 

大
岡
信
『
続 

折
々
の
う
た
』
（
一
九
八
一
年
、
岩
波
書
店
）
六
十
三
頁 

１
２ 

大
岡
信
『
連
詩
の
愉
し
み
』
（
一
九
九
一
年
、
岩
波
書
店
）
一
八
五
頁―

一
八
六
頁 

１
３ 

ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
『
日
本 

合
わ
せ
鏡
の
贈
り
物
』（
大
岡
信
・
大
岡
玲 

訳
、

一
九
八
六
年
、
岩
波
書
店
）
二
〇
六
頁 

１
４ 

同
書 

二
一
九
頁―

二
二
〇
頁 

１
５ 

例
と
し
て
は
、
陳
千
武
・
高
橋
喜
久
晴
・
金
光
林
・
丸
地
守
『
筏
に
乗
っ
て—

—

東
ア
ジ

ア
号
の
連
詩
』
（
二
〇
〇
〇
年
、
書
肆
青
樹
社
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
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言
し
て
お
く
。
本
稿
で
は
、
日
本
の
詩
人
と
西
洋
の
詩
人
が
一
緒
に
な
っ
て
行
っ

た
連
詩
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
他
に
も
、
連
詩
に
は
ア
ジ
ア
の
詩
人
間
で
実
施

さ
れ
た
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
１
５

ア
ジ
ア
に
お
け
る
共
同
体
の
構
築
へ
の
連
詩

の
関
与
と
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
も
改
め
て
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

注 
 

１ 

大
塚
常
樹
・
勝
原
晴
希
・
國
生
雅
子 

他
編
『
現
代
詩
大
事
典
』（
二
〇
〇
八
年
、
三
省
堂
、

安
藤
元
雄
・
大
岡
信
・
中
村
稔 
監
修
）
七
一
九
頁―

七
二
〇
頁
に
お
い
て
「
連
詩
」
は
以

下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
日
本
古
来
の
連
歌
・
連
句
の
精
神
を
現
代
詩
に
応
用
し

た
試
み
。
一
九
七
一
（
昭
46
）
年
に
同
人
詩
誌
「
櫂
」
の
大
岡
信
、
茨
城
の
り
子
、
川
崎
洋
、

岸
田
衿
子
、
谷
川
俊
太
郎
、
友
竹
辰
、
中
江
俊
夫
、
水
尾
比
呂
志
、
吉
野
弘
ら
が
始
め
た
。

詩
は
個
人
の
も
の
と
い
う
近
代
詩
の
概
念
を
離
れ
、
前
の
人
の
詩
に
付
け
て
い
く
こ
の
斬
新

な
試
み
は
、
『
櫂
・
連
詩
』
（
七
九
・
六 

思
潮
社
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
大
岡
は
そ
の
後
、

日
本
語
と
英
語
に
よ
る
連
詩
を
ア
メ
リ
カ
の
ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
と
試
み
、
『
揺

れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
（
八
二
・
一
二 

筑
摩
書
房
）
と
し
て
刊
行
。
ま
た
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ

ン
ス
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
等
で
も
連
詩
の
試
み
は
続
け
ら
れ
た
。
連
詩
集
（
共
著
）
に
『
ヴ
ァ

ン
ゼ
ー
連
詩
』（
八
七
・
四 

岩
波
書
店
）
、『
フ
ァ
ザ
ー
ネ
ン
通
り
の
縄
ば
し
ご
』（
八
九
・

三 

岩
波
書
店
）
等
が
あ
る
。
九
五
年
に
は
木
島
始
の
呼
び
掛
け
で
佐
川
亜
紀
、
津
坂
治
男
、

ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
が
四
行
連
詩
を
始
め
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
に
は
四
行
連
詩
集
『
近
づ

く
湧
泉
』
（
土
曜
美
術
社
出
版
販
売
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
第
二
集
（
〇
五
・
五
）
は
「
バ
イ

リ
ン
ガ
ル
四
行
連
詩
」
を
含
む
。
」 

２ 

三
浦
雅
士
『
孤
独
の
発
明 

ま
た
は
言
語
の
政
治
学
』
（
二
〇
一
八
年
、
講
談
社
）
五
一

四
頁―

五
一
五
頁 

３ 

詩
人
。
ミ
シ
ガ
ン
州
立
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学 

英
文
学
部
の
教
授
で
、
大
岡
の
英
訳
詩
集

の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
。 

４ 

『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
題
名
を
、
そ
の
前
に
あ
る
詩

の
最
後
の
言
葉
に
よ
っ
て
起
こ
し
て
ゆ
く
と
い
う
「
し
り
と
り
」
の
よ
う
な
や
り
方
で
、
二

十
篇
の
詩
が
連
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
二
人
の
詩
の
や
り
取
り
は
英
語
で
行
わ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
大
岡
が
行
い
、
大
岡
の
英
語
の
詩
に
関

し
て
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
の
添
削
を
経
て
修
正
加
筆
し
た
も
の
が
定
稿
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
の
引
用
は
全
て
、
大
岡
信
『
大
岡

 

信
全
詩
集
』
（
二
〇
〇
二
年
、
思
潮
社
）
に
拠
っ
た
。 

５ 

ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
『
日
本 

合
わ
せ
鏡
の
贈
り
物
』（
大
岡
信
・
大
岡
玲 

訳
、

一
九
八
六
年
、
岩
波
書
店
）
十
一
頁―

十
二
頁 

６ 

同
書 

一
二
八
頁
、
二
三
一
頁―

二
三
二
頁 

７ 

大
岡
信
『
連
詩
の
愉
し
み
』
（
一
九
九
一
年
、
岩
波
書
店
）
一
九
四
頁 

８ 

こ
の
大
岡
の
詩
の
描
写
の
変
化
に
は
、『
連
詩 

揺
れ
る
鏡
の
夜
明
け
』
の
「
自
己
翻
訳
」

と
「
添
削
」
と
い
う
特
徴
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

９ 

大
岡
信
『
う
た
げ
と
孤
心
』
（
二
〇
一
七
年
、
岩
波
書
店
〔
集
英
社
に
よ
る
最
初
の
刊
行

は
一
九
七
八
年
〕
）
一
九
八
頁―

一
九
九
頁 

１
０ 

ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
「
連
詩
の
制
作
ま
で
ー
日
本
の
詩
と
わ
た
し
ー
」
（
大

岡
玲 

訳
、『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
十
九
巻
、
八
号
、
一
九
八
四
年
、
至
文
堂
、
一

五
六
頁
） 

１
１ 

大
岡
信
『
続 

折
々
の
う
た
』
（
一
九
八
一
年
、
岩
波
書
店
）
六
十
三
頁 

１
２ 

大
岡
信
『
連
詩
の
愉
し
み
』
（
一
九
九
一
年
、
岩
波
書
店
）
一
八
五
頁―

一
八
六
頁 

１
３ 

ト
マ
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
シ
モ
ン
ズ
『
日
本 

合
わ
せ
鏡
の
贈
り
物
』（
大
岡
信
・
大
岡
玲 

訳
、

一
九
八
六
年
、
岩
波
書
店
）
二
〇
六
頁 

１
４ 

同
書 

二
一
九
頁―

二
二
〇
頁 

１
５ 

例
と
し
て
は
、
陳
千
武
・
高
橋
喜
久
晴
・
金
光
林
・
丸
地
守
『
筏
に
乗
っ
て—

—

東
ア
ジ

ア
号
の
連
詩
』
（
二
〇
〇
〇
年
、
書
肆
青
樹
社
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
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