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七
四

(六
O
八
)

詩

一詰

と

そ

の

ヲ
ー

ヅ
ヲ
ス
の
詩
論
を
中
心
と
し
て

岡

本

夫

日
目

J

詩
が
言
語
を
媒
介
と
す
る
芸
術
で
あ
り
、
し
か
も
詩
の
内
容
と
外
形
と
が
合
致
す
る
こ
と
を
以
て
そ
の
理
想
的
状
態
と
考
え
る
以
上
、
詩
と

言
語
の
問
題
は
、
詩
に
於
け
る
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
詩
が
初
ま
っ
て
以
来
考
え
ら
れ
て
来
た
問
題
で
あ
る
と
共
に
、
詩
が
存
す
る
限
り

論
ぜ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
誠
に
こ
れ
は
、
詩
学
の
祖
ア
リ
ス
ト

テ・
レ
ス
の
問
題
で
あ

っ
た
と
同
時
に
、
今
日
T
・

s
・
エ
リ
オ

ッ
ト
や

I
・
A
・
リ
チ
ャ

I
ヅ
の
問
題
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
一

口
に
詩
と
言
語
の
問
題
と
い
っ
て
も
、
問
題
の
範
囲
は
頗
る
広
く
、
到
底
短
時
間
に
論
じ
尽
し
得
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
故
、

私
は
今
、
7

1
ヅ
ワ
ス
の
詩
語
論
、
殊
に
「
持
情
詩
集
」
(
と
ミ
ミ
切
ミ
?
な
〉
の
序
文
に
現
わ
れ
た
詩
のニ一一
口
語
と
日
常
の
言
語
と
の
関
係
の
問

題
を
取
上
げ
、
簡
単
な
考
察
を
加
え
て
見
た
い
と
思
う
。

詩
に
は
詩
に
適
す
る
言
語
が
あ
り
、
散
文
及
び
日
常
語
に
は
叉
そ
れ
に
適
す
る
言
語
が
あ

っ
て
、
そ
の
聞
に
は
確
然
た
る
区
別
が
あ
る
と
す

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
考
え
で
あ
っ

て、

英
国
に
於
て
は
久
し
く
当
然
の
考
え
と
し
て
容
認
さ
れ
、
極
め
て
僅
か
の
例
外
を
除

い
て
(
ダ
ン
や
ド
ラ
イ
デ
ン
は
そ
の
僅
か
の
例
外
で
あ
る
)
殆

ん

ど

問

害

さ

れ

る

よ

ユ

く
十
九
世
紀
に
至
っ
た
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
い
ア

ア
リ
.ス

ト
テ
レ
ス
は
、

ハ

h
dミ
凡
な
)
第
二
十
二
章
に
於
て
、
詩
人
は
そ
の
が
依

(広
州
事
刊
日

ω至
。
。
ご

g品
。
。
ご
旬
。
ゅ
の
ど

を
明
断

る
考
え
は
、

「
詩
学
」

に
す
べ
き
で
あ
る
と
共
に
下
品
な
ら
ざ
る
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
日
常
の
会
話
の
文
体
は
最
も
明
断
で



あ
る
け
れ
ど
も
下
品
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
会
話
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
詩
の
一
一
一
回
東
と
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
く
、
そ
の
下
口
問
さ
を
脱
れ
る

た
め
に
、

稀
少
語
、
隠
喰
、
共
他
日
常
の
慣
用
語
を
離
れ
た
語
を
用
し
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
た
り
、
長
く
引
延
さ
れ
た
り
、
短
く
切
り
つ
め
ら

れ
た
り
、
故
意
に
改
め
ら
れ
た
り
し
た
語
を
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
か
に
一
一
討
の
手
一
コ
訴
を
日
常
の
一
一
一
白
話
を
離
れ
た

特
殊
の
も
の
と
考
え
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。

厳
(
巳

2
色
8

2
円
四
仲
間
ロ
伊
丹
ち
を
そ
な
え
る
必
要
、
が
あ
る
と
説
き
、

っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

叉
彼
の
「
修
辞
学
」
(
旬
、
芯
芯
ミ
〉
に
於
て
も
、
詩
は
明
断

正
確
で
あ
る
と
同
時
に
気
口
問
或
は
威

こ
の
故
に
「
詩
の
文
体
は
散
文
の
文
件
と
一
以
別
さ
れ
る
」

(HHH-r
ゆ
)

と
は

こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
は
、
彼
の
書
物
に
由
来
す
る
他
の
諸
々
の
思
想
と
共
に
、
久
し
く
英
国
に
於
け
る
か
入
ぷ
思
想
の
上
に
影
響
を

及
ぼ
し
、
殊
に
十
八
世
紀
に
於
て
は
、
そ
の
世
紀
特
有
の
詩
語
論
を
培
う
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

私
が
こ
こ
に
い
う
十
八
世
紀
特
有
の
詩
語
論
と
い
う
の
は
、
十
八
世
紀
全
般
を
通
じ
て
作
詩
の
常
識
と
な
っ
て
い
た
「
詩
に
は
詩
特
有
の
語

を
用
い
る
」
と
い
う
考
で
あ
り
、

ワ
ー
ヅ
ヲ
ス
が
特
に
問
題
と
し
た
「
詩
一
語
」
肯
定
の
思
想
で
あ
る
。

ハ

3
0去
り
仙
の
件
。
ろ

な
必
}
也
聞
は
7

1
ヅ
ワ
ス
が
初
め
て
用
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

.十
・ノ
世
紀
の
批
評
家

τ
g
ロ
g
E
ω

や
詩
人
ポ

つ-

I
プ
が
既
に
早
く
か
ら
用
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
が
、
要
す
る
に
「
特
に
詩
に
適
す
る
と
考
え
ら
れ
て
詩
の
み

「
詩
語
」

に
用
い
ら
れ
る
用
語
、
或
は
そ
の
語
法
」
を
意
味
す
る
と
し
っ
て
よ
か
ろ
う
。

ポ
!
プ
は
、
彼
か
翻
訳
し
た
ホ

i

マ
!
を
「
詩
語
の
父
」
で
あ

ホ
1

マ
ー

が
特
に
愛
用
し
た
複
合
形
容
辞

令
O
B窓
口
足
。
何
回
比
5
2
6
を
そ
の
証
左
と
し
て
、

Q
U
 

か
ら
一
一
層
引
き
離
す
た
め
に
、
複
合
形
容
辞
を
愛
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
ポ
l

フ
は
、
所
謂
「
詩
語
」
は
、
詩
と

る
と
い
い
、

彼
の
言
語
を
散
文

「ホ

1

マ
1
は
、

散
文
を
区
別
し
、
詩
を
愈
々
詩
ら
し
き
も
の
に
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

詩
の
用
語
に
関
す
る
か
よ
う
な
考
え
は
、
ひ
と
り
ポ
l
プ
の
み
の
も
の
で
は
な
く
、
広
〈
十
八
世
紀
詩

と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
証
拠
は
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。

達
一
般
に
共
通
の
も
の
て
あ
っ
た

ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
(
、
H
4
5
B訟
の

g
》コミ
g
l
H
3
C
の
よ
う
な
浪
漫
主
義
の
先
駅
レ
一
呼
は
れ
ζ
詩
人
に
が
て
さ
え
、

こ
の
考
え
は
確
乎
と
し
て

詩
と
そ
の
言
語

七
五

ハ
ム
ノ

九



詩
と
そ
の
言
語

七
六

(六一

O
)

動
か
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
一

七
四
二
年
友
人
リ
チ
ャ

i

ド

・
ク
エ

ス
ト

(
E
S
R也
君
2件

〉

に
宛
て
た
手
紙
の
う
ち
に
於
て
、

散
文
の
言
語
の
相
違
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「
文
体
の
こ
と
に
つ
い
て
私
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

即
ち
、時
代
の
言
語
は
決
し
て
詩
の
言
語
で
は
な
い
と
。
ハ
H
，
F
O
Uロ
m
g
m
o

詩
は
思
想
や
形
象
が
詩
で
あ
る
こ
と
を
可
能

。同

任
命
ωmO
2
5

5
円仲
Z
-
g
m
c
m
m
o
ぇ

3
2ミ
・〉

た
だ
例
外
と
し
て
フ
ラ
ン
ス

人
の
聞
で
は
、

に
し
な
い
限
り
、
散
文
と
何
等
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

λ
宝

を
持
つ
も
の
で
あ
る
己

こ
れ
に
反
し
て
わ
が
国
の
詩
は
、
詩
独
自
の
言
語

(
mw

z

-
ロ
∞.c
m
凶
問
。
匂
ゅ
の
ロ
ロ
mwH1

件
。
昨
ωゆ
戸
時
〉

即
ち
グ
レ
イ
は
、

詩
の
言
語
と
い
う
も
の
は
時
代
の
一
般
の
言
語
、

て
、
詩
は
詩
特
有
の
言
葉
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
詩
を
散
文
と
区
別
す
る
も
の
は
、
単
に
「
思
想
や
形
象
」

即
ち
一
般
民
衆
の
話
し
言
葉
や
散
文
の
一一一一
口
棄
と
違
っ
た
も
の
で
あ
っ

の
み
で
は
な
い
と
考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。

コ
リ
ン
ズ

は
叉
そ
の
「
オ
l

ド
集
」

(。
丸町♂

同吋hp
吋
)
の
タ
イ
ト
ル
頁
に
ピ

ン
ダ
l

の

「
わ
れ
詩
語
の
工
夫
者
と
な
ら

(当
E
5
5
。。ロルロ
ω
)

ん
:
・」
な
る
文
句
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
附
け
加
え
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス

〈。
-
2
2
。。迂
ωSF
F
)
も
亦
、
「
他
の
作
品
と
区
別
さ
れ
た
詩
」

(3
2ミ

ヲ

l
ヅ

「
ど
の
言
語
に
も
、
特
に
詩
的
表
現
に
適
し
た
或
る
語
繋
が
あ
る
。
或

FD
 

そ
れ
ら
が
耳
に
与
え
る
効
果
の
放
に
己
と
述
べ
て
い
る
が
、

る
も
の
は
、

と
題
さ
れ
た
論
文
に
於
て
、

そ
れ
が
想
像
力
に
訴
え
る
心
象
と
概
念
の
故
に
、
叉
或
る
も
の
は
、

門出
注
目
ロ

m
E
任
命仏

同円。ョ

。
5
2
巧ユ片山口問
ω

)

何
れ
も
明
か
に
「
詩
語
」
肯
定
の
声
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

市
し
て
か
よ
う
な
考
え
が
実
際
の
詩
に
於
て
如
何
に
実
践
さ
れ
て
い
る
か
は
、
詩
華
集
、
例
え
ば
。
h
¥
町
、
札
旬
。。
除
。
¥
岡
、h
h~
主

見
れ
ば
明
か
で
あ
り
、
叉
そ
の
「
詩
語
」

て
hN3hw

の
性
質
乃
至
様
相
を
詳
し
く
研
究
し
た
も
の
と
し
て
は
、
口
5
5
8
ρ
5三
ぬい

3
5
n
U
R
N
Sミ
川
l
込

円。

今
は
そ
の
詳
細
に
立
入
る
い
と
ま
が
な
い
。

めヘミ
丸、
。
¥
同
町
民
主
町
、

SHE
ns
sミ

s
a
p
F。
E
8
5
N仏
甘
六
他
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、

か
よ
う
に
詩
語
が
肯
定
さ
れ
重
視
さ
れ
た
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
相
当
の
理
由
が
あ
り
、

円

i

。

-
d
g
z
g
も
い
う
よ
う
に
全
然
そ
の
効
果
が
な

詩
と

で
も



し
わ
け
で
は
な
く
、
殊
に
そ
の
音
楽
的
効
果
は
抗
日
す
べ
主
も
の
で
あ
る
け

れ
と
も
、
そ
れ
を
肯
定
し

そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
な
ら
は
、
詩
的

想
像
力
を
萎
縮
せ
し
め
、
詩
の
生
命
を
圧
迫
す
る
と
共
に
、
L
U

付
を
し八
衆
か
ら
遊
航
せ
し
め
、
持
を
或
る
特
定
の
人

々
の
一
抗
具
と
す
る
危
険
に
陥

い
る
の
で
あ
る
。
今
日
十
八
世
紀
の
英
詩
が
一
般
の
人

々
に
視
し
す
れ
な
い
肢
大
の
原
閃
は
、
同
)
の
詩
話
過
剰
の
放
で
あ
る
と
し
っ
て
よ
か
ろ

う
兎
に
角
十
ノ
世
紀
に
於
け
る
「
詩
語
」
の
脅
え
は
実
に
供
強
く
当
時
の
…
一
討
を
い
え
配
し
、
こ
れ
に
反
抗
し
て
一
般
大
衆
の

a
4

口
語
を
用
い

て
大
衆

の
生
活
を
歌
い
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
徹
め
て
大
胆
な
こ

'乙
で
あ
っ
て
、
u
日
付
壇
に
於
け
る

4

大
革
命
で
あ
り
、
凡
庸
の
いイ
を
以
て
し
て
は
到
底

達
成
し
難
い
大
事
業
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
o

イ
ノ
附
紀

-f
か
ら
卜
九
肘
紀
初
頭
.
に
か
り
て
こ
の
大
事
業
を
胆
論
と
実
践
の
両
国
に
か
て
立
派
に

成
し
遂
げ
た
の
が
、
ク
f

リ
ア
ム

・
7

1
ヅ
ワ
ス
で
あ
っ
人
。

は
、
未
だ
十
ぺ
世
紀
的
詩
語
の
伝
統
を
脱
す
る
こ
と
は
山
来
た
か

っ
た
か
、

政
ょ
、

4'~4
2
l
''MMY 

ν
h
作
「

FJ
UN
b
s
c、vVH
ヘビぬ

匁
ミ

s
a及
ひ

の
ミ
ミ
ヘ
ご
~
礼
的
。
ミ
G
N
C

に
が
イ

じ
ん
一ノ
年
「
行
情
詩
特
色

C
3
3
~
旬
。
~~。与

を
出
版
す
る

κ及

ん
で
、
敢
然
と
こ
の
大
事
業
と
取
組
み
、
一
一
符
に
於
け
る
一
庁
指
の
不
命
を
己
り
任
務
と
し
た
の
で
あ
る
ohm

ヲ
1

ヅ
ワ
ス
は
周
知
の
通
り
、

一
七
九

O
年
フ
ラ
ン
ス
に
政
り

ま

'H潮
(
た
革
命
の
現
実
を
目
の
あ
た
り
に
見
て
深
い
感
銘
を
覚
え
、
民
主

的
精
神
に
徹
し
国
民
大
衆
の
怠
味
の
重
要
さ
を
悟
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
帰
国
後
も
コ
ド
ク
イ
ン
な
と
社
会
主
義
的
思
想
に
共
鳴
し
て
、

問

自
然
、
レJ

一
共
に
社
会
」
を
深
く
局
、ぇ
、

詩
人
と
し
て
の

'H己
の
任
務
に
つ
い
て
も
、

そ
の
社
会
的
意
義
を
深
く
反
省
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
即
ち
、
ヲ
l
ヅ
ワ
ス
は
、
早
く
よ
り
、
文
学
は
一
部
の
人
々
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、

一
般
大
衆
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て、

そ
れ
は
大
衆
の
言
葉
を
以
て
大
衆
の
生
活
を
摘
し
た
も
の
で
な
け
れ
は
な
ら
ね
と
考
え
て
岡
山
り
、
長
い
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
英
詩
に
か
て
も
、

こ
れ
は
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
仔
情
詩
集
」
は
実
に
、
か
よ
う
な
恩
細
川
的
背
景
を
以
J

書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
「
序
文
」
は
、
こ
の
思
想
の
上
に
立
つ
詩
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
ワ

1
ヅ
ヲ
ス
の
詩
論
は

一
七
九
八
年
の
「
持
情
詩
集
」
初
版
の

一
は
し
が
き
」
と
も
し
う
へ
き

長
仏
足
立

5
5
8ぺ
に
於
て
既
に
簡
単
こ

詩
と
そ
の
言
語

，じ
，じ

ハ
ム
ノ

一

一
〉

ノ



詩
と
そ
の
言
語

七
八

(

ム

ハ

一

一

一

)

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
於
て
は
、

「
次
の
詩
の
大
部
分
は
実
験
(
日
匂

2
5
8
Z
)
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

て
用
い
ら
れ
る
会
話
の
言
語

(5
1
8
m
g向
。
。
向
。
。
口
語
吋
g
t
g
E
S。
E
E
Z
S品目。君。円。
-gωg
。同

8
3
q
)
が、

Q
U
 

目
的
、
即
ち
詩
的
歓
喜
を
与
え
る
と
い
う
目
的
に
適
す
る
か
を
確
か
め
る
つ
も
り
で
書
か
れ
た
げ
一
と
述
べ
ら
れ
、
大
衆
の
言
語
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
詩
が
、

ど
の
程
度
ま
で
成
功
す
る
か
を
自
ら
真
剣
に
試
み
よ
う
と
し
た
意
図
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
こ
の
「
は
し
が
き
」
は
三
頁
に
も
満
た
ぬ
短
文
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
を
充
分
に
尽
し
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
り
、
か
つ
「
持

情
詩
集
」
初
版
は
思
わ
ぬ
誤
解
を
受
け
、
悪
評
を
裳
う
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
充
分
に
意
を
尽
し
て
詩
集
出
版
の
真
意
を
明
か
に
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
た
た
め
、

一
八

O
O年
の
詩
集
第
二
版
に
は
、
今
日
一
般
に
広
く
知
ら
れ
る
あ
の
長
文
の
序
文

Q
B
P
8
)
が
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
序
文
」
は
「
持
情
詩
集
」
に
関
連
し
て
詩
の
題
材
と
言
語
の
両
面
に
亘
っ
て
、
7

1
ヅ
ワ
ス
の
詩
観
を
詳
細
に
論
じ
た
も
の
で
あ
っ

そ
れ
ら
の
詩
は
主
と
し
て
、
中
流
及
び
下
流
階
級
に
於

ど
の
程
度
ま
で
詩
の

て
、
今
こ
れ
を
詳
論
す
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
要
す
る
に
、
詩
の
根
本
義
か
ら
、
詩
は
如
何
な
グ
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、・
叉
そ
の
言
語
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
を
論
じ
.た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
く
だ
い
て
い
え
ば
、
詩
は
民
衆
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
民
衆
の

言
葉
に
.よ

っ
て
民
衆
の
生
活
を
歌
っ
た
詩
こ
そ
本
当
の
詩
で
あ
る
点
を
強
調
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
右
。
そ
し
て
先
の
「
は
し
が
き
」

に
於
て
、
こ
の
詩
集
が
、
詩
の
き
口
語
に

つ
い
て
の
実
験
で
あ
る
点
が
強
調
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
序
文
」
に
於
て
も
亦
、
詩
の
言
語
の
問
題
が
中

心
問
題
と
な
っ
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
こ
の
「
序
文
」
に
於
て
は
、
詩
語
の
問
題
が
詩
の
主
題
の
問
題
と
の

関
連
に
於
て
徹
底
的
に
論
ぜ
ら
れ
、
議
論
は
綿
密
で
あ
り
-、
用
語
は
用
意
周
到
に
行
届
い

て、

詳
細
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
例
え
ば
先
に
引
用

し
た
「
は
し
が
き
」
に
相
当
す
る
部
分
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
の
詩
の
初
版
本
は
既
に
一
般
の
愛
読
を
受
け
て
い
る
。
私
は
そ
の
書
物
を
一
つ
の
試
み
と
し
て
出
版
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
私
は
、
生
々
と
物
に
感
じ
る
状
態
に
あ
る
人
々
が
実
際
に
用
い
る
言
語
を
、
選
択
し
韻
律
よ
く
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
人
が
与
え

ょ
う
と
努
力
し
て
も
不
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
種
類
の
喜
び
と
、
不
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
程
度
の
喜
び
と
を
、
ど
の
程
度
ま
で
与
え
得
る
か
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を
確
か
め
る
の
に
、
何
ら
か
の
役
に
立
つ
こ
と
を
希
望
し
た
の
で
あ
る
以

先
の
「
は
し
が
き
」
に
於
て
は
、
7

1
ヅ
ヲ
ス
の
詩
の
大
部
分
が
、

「
小
流
及
び
ド
流
桝
級
に
於
て
阿
川
し
ら
れ
る
会
話
の
一
一
一
一
口
茶
」
に
よ
っ

て

書
か
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
し
る
に
対
し
て
、
こ
の

「序
文
」
に
於
て
は
、

「
佐
々
と
物
に
感
し
る
抄
態
に
あ
る
人
々
が
実
際
に
用
し
る
「
二
口
語
を

選
択
し
、
韻
律
よ

配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」

h

か
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
が
特
に
注
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
し
。

「
中
流
及
ひ
下
流
階

級
」
と
い
う
文
字
が
姿
を
消
し
、
そ
れ
が

一
般
の
庶
民
の
意
味
を
表
わ
す

「
人
々
」
(B
g
)
と
し
う
友
現
に
代
え
ら
れ
、
そ
れ
に
「
生
々
と
物

に
感
じ
る
」
と
い
う
形
容
の
言
葉
が
附
さ
れ
て
し
る
ば
カ
り
で
な
く
、
そ
の
人
々
の
実
際
の
三
一一円
請
を
「
選
択
し
間
律
よ
く
配
置
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
」
書
か
れ
た
と
非
常
に
用
意
周
到
で
行
届
い
た
表
現
に
な
っ
て
し
と
。

更
に
机
志
す
へ
き
は
、

こ
の
序
文
に
が
て
は
、

先
の
一
ー
は
し
か

き
」
に
於
て
述
べ
ら
れ
た
表
現
よ
り
は
、
よ
り

一
般
的
普
通
的
な
いわ
広
場
が
な
さ
し
、
こ
の
詩
集
に
関
連
し
て
も
の
を
し
っ
て
い
な
か
ら
、
詩
一

般
を
論
ず
る
と
い
う
趣
が
見
ら
れ
、

詩
と
そ
の
言
語
の
本
質
並
び
に
そ
め
桜
源
に
関
す
る

一
段
と
行
屈
し
た
配
慮
か
な
さ
れ
て
し
る
の
て
あ

る
。
こ
の
「
野
情
詩
集
」
の
序
文
を
以
て
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
詩
と
無
関
係
な

一
般
の
文
学
論
と
解
釈
す
る
こ
と
は
勿
論
誤
り
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
こ
の
序
文
を
非
常
に
特
殊
な
詩
に
関
す
る
特
殊
な
議
論
と
解
し
て
、

一
般
性
を
持
た
ね
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
当
を
得
て
し
な
し
と
思

わ
れ
る
。
以
上
の
短
い
引
用
の
み
に
つ
い
て
い
っ
て
も
、
ワ
1
ヅ
ヅ

ス
が
、
-
)
の
序
文
に
於
て
、
彼
の
持
つ
詩
の
阪
本
恩
恕
を
出
来
る
だ
け
首

遍
妥
当
な
形
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
用
意
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
こ
の
序
文
全
体
を
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
真
意
か
一
層

明
瞭
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
ヲ
l
ヅ
ワ
ス
は
、
か
よ
う
に
慎
重
な
配
慮
の
下
に
、
詩
と
そ
の
丙
訴
の
あ
り
-M
に
つ
し
て
、
彼
の
年
来
の
抱
負
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
7

1
ヅ
ヲ
ス
が
こ
の
「
序
文
」
に
於
て
特
に
力
説
し
て
し
る
点
は
、彼
が

目
的
に
遵
奉
さ
れ
て
来
た
「
詩
語
」
の
伝
統
に
反
対
し
、

己
の
詩
作
に
関
し
て
、
従
来
殆
ん
ど
盲

一
般
大
衆
の
話
し
言
葉
を
選
択
し
て
大
衆
の
生
活
、
殊
に
土
に
親
し
む
醇
朴
な
回
合

「
善
き
詩
は
、
力
強
い
感
情
が
自
然
に
流
露
し
た

人
の
生
活
を
写
す
こ
と
を
本
義
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

7

1
ヅ
ワ
ス
に
よ
れ
ば
、

詩
と
そ
の
言
語

，七
九

ハ
ム
ノ
一
一
一
一
〉



詩
と
そ
の
言
語

j¥ 。

ハ
六
一
四
)

も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
力
強
い
感
情
は
、
田
舎
に
住
ん
で
都
会
の
虚
偽
に
染
ま
ぬ
醇
朴
な
田
舎
人
に
於
て
最
も
純
粋
強
烈
に
把
持
さ
れ
る
が
故

に
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
生
活
を
写
す
こ
と
を
本
義
と
し
、
更
に
そ
れ
ら
の
人
々
の
言
語
は
純
粋
素
朴
な
る
が
故
に
彼
等
の
生
活
を
写
す
に
最
も

適
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
田
舎
人
の
言
葉
を
以
て
旧
舎
人
の
生
活
を
写
す
と
い
う
の
は
、
7

1
ヅ
ヲ
ス
の
「
持
情
詩
集
」
中
の
詩
の
実
際
に

関
連
し
て
述
べ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
の
底
を
流
れ
る

段
と
普
遍
的
な
思
想
は
、
詩
の
言
語
は
力
強
い
感
情
を
表
現
し
得
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
特
に
詩
に
適
す
る
言
語
或
は
詩
特
有
の
一
一
一
口
語
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
り
、

民
衆
の
言
葉
こ
そ
詩
に
最
も
適
す
る
言
葉
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
で
あ
ろ
う
。

然
し
な
が
ら
、
詩
を
一
般
大
衆
の
日
常
の
言
語
に
よ
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
は
、

一
面
に
於
て
詩
の
口
即
位
を
落
し
、
詩
的
効
果
を
削
減
ず
る

怖
れ
の
あ
る
こ
と
も
否
定
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
日
常
の
会
話
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
下
賎
な
性
質
を
帯
び
、
野
卑
で
聞
く
に
堪
え
ね
場
合
、
が
往
々
に
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
口
言
葉
が
下
品
で
野
卑
な
こ
と
は
、
今
日
流
行
の

漫
才
や
落
語
が
明
瞭
に
示
し
て
お
り
、
二
葉
亭
四
迷
は
口
言
葉
の
下
日
間
さ
の
故
に
、
言
文
一
致
体
文
学
に
行
き
つ
ま
っ
た
と
い
わ
れ
ヘ
の
で
あ

る

口
言
葉
の
欠
点
は
単
に
そ
れ
が
野
卑
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
が
口
頭
で
早
急
に
述
べ
ら
れ
る
性
質
上
当
然
に
荷
っ

て

い
る
幾
つ
か
の
難
点
を
持
つ
の
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
は
月
一
一
日
葉
の
難
点
と
し
て
、

一
、
語
棄
の
貧
困

、
音
楽
的
効
果
の
稀
薄

三
、
壮
厳
性
の
稀
薄

四
、
科
学
的
、
論
理
的
叙
述
の
困
難

五
、
語
匂
の
意
味
の
単
純

六
、
雰
囲
気
醸
成
の
困
難



七
、
視
覚
的
効
果
の
不
備

住
寸
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
o

こ
れ
ら
の
一
々
に
つ
し
て
詳
論
す
る
し
と
ま
は
な
し
が
、
こ
れ
ら
の
難
点
が
屯
な
り
の
っ
て
、

業
と
い
う
も
の
を
詩
の
言
業
と
区
別
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

7
1
ヅ
ヲ
ス
は
勿
論
こ
れ
ら
の
口
言
葉
の
難
点
に
気
づ
し
て
お
り
、
民
衆
の
口
一一
一
斤
来
そ
の
ま
ま
が
持
で
あ
る
と
は
身
え
ず
、
そ
の

は
・1
4

川
佐
木
を

適
当
に
選
択
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
れ
ら
の
難
点
を
克
服
し
、
単
純
素
朴
で
あ
る
と
共
に
人
聞
の
貞
の
熱
情
を
ぷ
刻
す
る
純
粋
な
持
を
作
る
こ

と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
詩
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
民
衆
の
二一一
門
柴
に
よ

っ
て

か
れ
る
と
し
う
だ
け
で
は
た
め
で
あ

っ
て、

そ
こ
に
適
当
な
選
択
が
な
さ
れ
、

快
的
な
リ
ズ
ム
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
し
う
ま
で
も
な
し
こ

と
で
あ
る
。

た
だ
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
選
択
」
と
い
う
点
に
重
点
を

し
て
考
え
る
時
、

}門誌
聞
は
次
第
に

パ
H

来
を
隊
れ
、

「
詩
語
」
を

も
容
認
し
よ
う
と
す
る
に
至
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
7

1
ツ
ワ
ス

円
身
そ
の
一
一
討
に
於
て
、

一
O
O
ノ

1

セ
ン
ト
日
常
の
言
語

に
よ
っ
て
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
叉
「
序
文
」
に
於
て
も
、

円
。
巳
宮
ロ

m
g
mゆ
え

g
g
d
な
る
語
を
後
に
再
び
引
用
す
る
に
当
っ
て
「
出
来
得
る
限
り
」

と
し
う
限
定
を
附
し
て

先
に
引
用
し
た
「
人
々
の
本
当
の
-一一一
円
語
の
選
択
」
(
‘

ω
ω
m
w】
ゅ
の
立
。
ロ

O
片

片

}
M
O

(
ば
ω
片
山
門

ωω

ぽ
旬
。
ω巴
σ-mげ‘
)

い
る
位
で
あ
る
か
ら
、

彼
の
理
論
を
何
の
融
通
も
な
く
機
械
的
に
あ
て
は
め
よ
う
と
は
考
え
て
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
口
一一一
口
業
に
適
当
な

表
現
を
見
出
し
難
い
よ
う
な
場
合
は
若
干
の
文
語
的
表
現
も
止
む
を
得
な
し
と
考
え
て
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
然
し
な
か
ら
こ
の
事
実
は
7

1
ヅ
ワ
ス
の
詩
語
論
の
根
底
を
な
す
、
日
常
会
話
の
言
語
を
以
て
詩
の
言
語
と
す
る
と
い
う
原
則
を
破
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
o

十
八
世

紀
の
一
一
討
語
論
に
於
て
は
、
詩
は

「
詩
一語
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
愈
々
詩
的

ιな
る
と
考
え
ら
れ
、
詩
の
言
語
は

「詩
語
」

の
方
向
に
向
っ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、

ヮ
i
ヅ
ヲ
ス
の
詩
語
論
に
於
て
は
、
詩
の
言
語
は
出
来
得
る
限
り
日
常
の
言
語
に
近
す
こ
う
と
し
う
の
で
あ
る
か
ら
、

川切

コ
ー
ル
リ
ッ
ヂ
は
そ
の
「
文
学
的
自
伝
」

同
町
公
ミ
三

s
h凡な
ミ
ミ
hN
K
於
て
、仕
7

1

全
く
方
向
を
異
に
す
る
と
し
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ヅ
ヲ
ス
の
詩
語
論
は
或
る
種
類
の
詩
に
あ
て
は
ま
る
だ
け
で
あ
る
と
い
っ
て
そ
の
不
当
な
こ
と
を
説
し
た
が
、
7

1
ヅ
y
ス
の
説
を
詩
の
言
語

が
一
般
大
衆
の
日
常
の
言
語
に
近
ず
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
詩
一
般
に
関
す
る
根
本
原
理
を
説
い
た
も
の
と
解
す
る
時
、
そ
れ
は
不
変
の
真
理

詩
と
そ
の
言
語
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詩
と
そ
の
言
語

八

(

ム

ハ

一

ム

ハ

)

一
般
の
人
々
の
た
め
に
書
く
の
で

あ
る
」
と
い
う
詩
人
の
詩
作
態
度
か
ら
来
る
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ひ
と
り
7
1
ヅ
ヲ
ス
だ
け
に
限
ら
ず
、
心
あ
る
詩
人
の
総
て
が

念
願
し
、
希
望
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
詩
語
に
対
す
る
根
本
原
理
か
ら
、
ワ
I
ヅ
ヲ
ス
が
言
っ
た
よ
う
に
「
散
文
の
言
語
と
韻
文
作
品
の
言
語
と
の
聞
に
は
本
質
的
相
違
は
な

く
、
叉
あ
り
得
な
い
L
と
い
う
結
論
も
出
て
来
る
の
で
あ
る
o

詩
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
い
う
よ
う
に

「
総
て
の
書
き
も
の
の
う
ち
で
最
も
哲

学
的
な
も
の
で
あ
る
斗
け
れ
ど
も
、
そ
の
表
現
に
特
別
の
言
語
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
散
文
の
言
語
と
異
な
ら
な
い
一
般
大
衆
の
日
常
語
が

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

「詩
人
は
詩
人
の
み
の
た
め
に
書
く
の
で
は
な
く
て
、

用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
詩
で
あ
る
た
め
に
は
、
詩
の
内
容
が
思
想
的
に
一
段
と
き
び
し
い
鍛
錬
を
経
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
共
に
、
そ
の
言
語
は
一
段
と
厳
重
な
選
択
と
練
磨
を
経
た
も
の
で
広
い
り
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

o

近
ご
ろ
の
詩
人
は
、
ワ
1
ヅ
ワ

ス
の
詩
語
論
を
更
に
押
し
進
め
て
、

「
詩
は
散
文
と
同
様
に
書
く
べ
き
で
あ
凸
と
主
張
し
、
叉
そ
の
通
り
実
践
し
て
い
る
人
々
も
多
い
が
、

然
し
詩
を
散
文
と
区
別
し
、
詩
の
特
質
を
認
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
内
容
と
外
形
の
一
致
を
以
て
詩
の
理
想
と
す
る
な
ら
ば
、
詩
の

言
語
に
は
き
び
し
い
選
択
と
練
磨
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
o

ワ
1
ヅ
ワ
ス
が
、
民
衆
の
日
符
会
話
の
言
葉
を
以
て

詩
の
言
葉
と
す
べ
き
こ
と
を
説
く
と
共
に
、
言
葉
の
選
択
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
、
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
る
ご
と
に
選
択
と
い
う
語
を
忘
れ
ず
用

い
て
い
る
こ
と
は
、
殊
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

7

1
ヅ
ワ
ス
を
詩
人
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
実
に
こ
の
言
葉

の
選
択
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
言
葉
の
選
択
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
更
に
色
々
と
突
込
ん
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
選
択
の
規
準
、
選
択
の

主
導
力
、
言
葉
の
選
択
に
於
け
る
韻
律
的
感
覚
等
、
考
え
る
べ
き
問
題
ぽ
数
多
い
が
、
今
は
そ
こ
ま
で
立
入
っ
て
論
ず
る
い
と
ま
が
な
い
o

何

れ
も
後
日
の
研
究
に
侯
ち
た
い
と
考
え
る
。

叉
7

1
ヅ
ワ
ス
の
詩
語
論
を
中
心
と
し
て
我
々
が
考
え
る
べ
き
問
題
も
決
し
て
一

、
二
に
止
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
私
が
今
取
上
げ
た
詩
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