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象

徴

姿

七

形

の

!
l
「
哀
歌
』
解
釈
に

ょ
せ

る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ

ー
ー

岸

晩

節

田

ρ

イ
デ
ッ
ガ
1
の
最
近
の
芸
術
哲
学
に
お
い
て
は
「
思
惟
は
詩
作
で
あ
り
:
:
:
存
在
の
思
惟
は
詩
作
の
根
源
的

前
稿
に
敷
術
し
た
や
う
に
、

な
在
り
方
で
あ
る
。

:
:
:
忠
悦
は
根
源
の
文
学

一加
の
領
域
の
内
部
に
お
い
て
作
品
に
入
来
る
か
、
ぎ
り
、
芸
術
の
詩
的
な
る
も
の
に
も
先
行
す
る
」
(
同
叉
た
h
h
m
〆
均
三
N
S
h
h
句
、
め
・

'Sω
)と
ぜ

ら
れ
、
ま
た
、
メ
1

リ
ケ
が
一
八
四
六
年
に
書
い
た
詩

《
h
N
h
¥
3
sh
h
b
s
~
ば
》
に
つ
い
て
シ
ュ
タ
イ
ガ

!
と
の
問
に
と
り
か
は
さ
れ
た
往
復

書
簡
に
お
い
て
も
「
詩
人
は
も
と
よ
り
、
思
惟
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
詩
作
的
と
な
る
」
(同
ぎ
た
匂
ミ
%
、
、
N
N
h
h
凡
芯
尽
き
で
h
a

g芯
足
。
ミ
み
句、

同町
民S
N
W
ミ
ミ
.82ご
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
に
S
同
ミ
色町
内h川町、
、
§
~
吋
ミ
三
Nh
S
N
UA口
、
め
・
∞
w

k
ミ
N
N
S
~
同
N
h
s
h
N
号
、

E
R
Gミ
芯
|

句、込町、
N

刊
誌

s
h

で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
ポ
エ
ジ
イ
に
先
行
し
、

E
つ
ま
た
、
芸
術
が
言

N足。
F
N
b悼式
n
p
N
U
匂
旬
、
め
-
A
N
)
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
科
学
の
立
場
で
い
は
れ
る
の
で
は
な
く
、

「
存
在
の
思
惟
」
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
独
自
の
芸
術
皆
学
の
立
場
に
お
い
て
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
存
在
の
歴
史
」
に
お

い

て
の
み
成
立
す
る
事
態
た
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
「
科
学
は
」
む
し
ろ
「
思
惟
し
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
科
学
が
思
惟
し
え
な
い
、
と
し1

ふ
こ
と
は
欠
陥
で
は
な
く
、
長
所
で
あ
り
、
こ
れ
あ
っ
て
の
み
、
身
に
つ
け
た
探
求
の
技
術
を
以
て
個
々
の
対
象
領
域
へ
介
入
し、

そ
こ
に
移

り
住
む
」

し
か
も
架
橋
し
能
は
ぬ

で
も
司
、
円
、
b
h
川
町
営
S
m
N
h
N
h
¥仏

wbNN町、め・

の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
「
科
学
の
思
惟
に
対
す
る
関
係
は
、
諸
科
学
と
思
惟
と
の
問
に
存
す
る
裂
回
が、

裂
!
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
見
え
て
き
た
と
き
に
の
み
真
の
実
り
お
ほ
き
関
係
と
な
る
」

(
河
内
丈
h
h
h
R

~ωω¥.・)

の
で
あ
る
。



な
ら
な
し
、
文
学
の
乍
た
る
文
芸
学
と
思
惟
と
を
隔
て
、
し
か
も
ま
た
そ
の
学
と
学
の
対
象
と
を
隔
て
て
ゐ
る
、
い
は
ば
二
重
の
裂
目
は
、
架

は
た
し
て
さ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
く
の
ご
と
く
科
学
の
立
場
か
ら
架
橋
し
能
は
ぬ
裂
自
に
よ
っ
て
陥
て
ら
れ
て
ゐ
る
思
惟
を
そ
の

板
源
と
し
、
む
し
ろ
思
惟
そ
の
も
の
と
し
て
の
詩
作
に
よ
っ
て
成
る
文
学
の
ご
と
き
も
の
を
対
象
と
す
る
科
学
、
す
な
は
ち
わ
れ
わ
れ
の
文
芸

学
に
あ
っ
て
は
そ
も
そ
も
事
情
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
文
芸
学
は
ノ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
い
ふ
と
こ
ろ
の
「
思
惟
と
詩
作
と
の
対
話
」
を
、

っ
て
文
芸
学
の
、
こ
の
対
話
に
対
す
る
対
象
上
の
近
さ
こ

し
は
は
そ
の
学
の
対
象
の
な
か
に
持
つ
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
か

そ
、
ま
さ
に
架
橋
不
可
能
の
裂
自
の
速
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
文
芸
学
が
「
思
惟
と
詩
作
と
の
対
話
」
を
対
象
と
し
て
身
近
か
に
感
じ
、

こ
れ
を
み
づ
か
ら
の
学
の
対
象
と
し
て
対
象
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
対
話
と
の
間
は
、
し
た
が
っ
て
思
惟
と
の
問
も
、
ま
た
文
芸
学
本
来

の
対
象
た
る
詩
作
と
の
問
も
、
架
僑
不
可
能
の
裂
目
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
遠
く
隔
て
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
対
話
と
の
関
係
が
、
し
た

が
っ
て
思
惟
と
の
、
そ
し
て
ま
た
詩
作
と
の
関
係
が
真
に
実
り
お
ほ
き
関
係
と
な
る
た
め
に
は
、
こ
の
裂
目
が
、
い
よ
い
よ
架
橋
し
能
は
ぬ
裂

ー
と
し
て
、
は
っ
き
り
見
え
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
裂
自
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
る
」
と
い
ふ
こ
と
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
見
え
る
」
と

し
ふ
こ
と
、
し
か
も
「
架
橋
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
裂
目
で
あ
る
に
と
が
は
っ
き
り
見
え
る
」
と
い
ふ
こ
と
と
は
臼
ら
別
で
あ
る
。
諸
科
学
と

思
惟
と
を
隔
て
て
ゐ
る
か
く
も
逆
説
に
み
ち
た
裂
目
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
逆
説
的
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば

橋
不
可
能
な
裂
日
と
し
て
文
学
の
学
に
と
っ
て
し
か
に
し
て
認
識
可
能
で
あ
ら
う
か
。
本
論
に
お

い
て
前
後
数
回
に
わ
た
り
、
文
芸
学
基
礎
論

を
中
心
と
し
て
象
徴
の
形
姿
の
原
拠
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
い
た
り
、
い
は
ば
文
芸
学
死
活
の
関
頭
に

立
た
し
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
吊
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
文
芸
学
に
あ
っ
て
は
学
と
思
惟
と
の
聞
が
架
情
不
可
能
な
る
裂
自
に
よ
っ

て
隔
て
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
学
と
そ
の
対
象
と
の
聞
が
、
し
か
も
そ
の
対
象
の
内
に
お
い
て
、
同
じ
裂
自
に
よ
っ
て

似
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
他
の
諸
門
学
の
場
合
と
は
異
っ
て
、
こ
の
裂
目
を
自
己
の
領
域
の
外
の
問
題
と
し
て
間
保
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ

な
し
の
で
あ
る
。
象
徴
の
形
姿
を
真
に
般
拠
守
つ
け
る
象
徴
の
論
理
は
、
こ
の
問
題
を
そ
の
本
質
に
か
な
っ
た
仕
方
で
取
扱
ふ
こ
と
を
こ
こ
ろ
え

て
ゐ
る
文
芸
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
で
あ
ら
う
c

問
題
の
本
質
の
具
体
的
な
理
解
に
資
す
る
た
め
に
、
問
題
の
在
り
方
に
対
す
る

象
徴
の
形
姿
(
七
〉

j¥ 

(
八
三
)



象
徴
の
形
姿
(
七
〉

八
凶

(
八
四
)

若
干
の
分
析
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

一
応
つ
ぎ
の
ご
と
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

文
学
の
学
す
な
は
ち
文
芸
学
の
対
象
は

h
N
h
a
b
m
n
p
N町、な
h
P1h

(
詩
的
な
る
も
の
〉
と
い
ふ
、
文
学
独
自
の
現
象
領
域
で
あ
り
、
本
論
に
お
い

て
は
こ
れ
が
象
徴
の
形
姿
と
い
ふ
か
た
ち
で
追
求
せ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
従
来
述
べ
て
来
た
最
近
の
文
芸
学
界
に
お
け
る
一
般
の
動

向
と
そ
の
一
部
に
顕
は
れ
つ
つ
あ
る
成
果
に
明
か
で
あ
る
ご
と
く
、
方
法
論
的
に
は
こ
の

去
一
切
む
吟
訟
な
ミ
民
営

の
も
つ

S
S
込町
p
b
ミ
と
町
、

が
第
一
義
的
に
尊
重
せ
ら
れ
、
文
芸
学
に
お
け
る
重
要
課
題
た
る
作
品
の
解
釈
は
作
品
の
内
在
面
を
対
象
と
す
る
凡
さ
さ
む
ミ
ミ
m

E

N

h

ミ
ミ
l

N
b
な
ミ
(
内
在
解
釈
)
と
作
品
の
超
越
面
を
対
象
と
す
る

さ
ミ
芝
、
む
さ

N
S弘
、
ミ
と
m
I
N誌
な
も
ミ
苫
足
。
ぉ
〈
作
品
l

超
越
解
釈
)
と
に
わ
か
た
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

い
か
な
る
ア
ス
ペ
ク
ト
の
も
と
に
把
握
せ
ら
れ
ね

ハ
イ
デ
ッ
ガ

!
の
い
ふ
と
こ
ろ
の
思
惟
と
詩
作
と
の
対
話
、
な
い
し
は
科
学
と
し
て
の
文

る
。
と
こ
ろ
で
一
般
に
文
学
の
思
想
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
作
品
の
解
釈
の
対
象
と
し
て
、

芸
学
と
思
惟
と
の
関
係
と
そ
の
聞
の
架
橋
不
可
能
な
裂
目
と
は
、
具
体
的
に
は
は
た
し
て
い
か
な
る
事
態
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

般
に
文
学
の
思
想
と
い
は
れ
る
も
の
は
き
は
め
て
多
義
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
こ
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
え
て
し
て
非
生
産

的
な
混
乱
を
ひ
き
お
こ
し
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
先
づ
方
法
論
的
に

九円判的勺礼町、
N

町
内
、
な
込
町

の
も
つ
一
割、町、除
h
p
h
N

ミ
芝
町
、

に
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
し
た
が
っ
て
文
学
の
思
想
の
問
題
は
第
一
に
、
「
思
想
」
は
、
「
詩
的
な
る
も
の
」
に
お
い
て
、
「
作
品
」

の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
か
な
る
現
れ
方
を
す
る
か
、
と
い
ふ
形
式
で
明
か
に
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
こ
こ
で
は
「
思
想
」
は
ど
こ

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
部
分
が
集
っ
て
真
に
全
体
を
構

成
し
う
る
に
は
、
部
分
は
部
分
で
あ
り
つ
つ
、
単
な
る
部
分
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
や
う
な
部
分
が
同
時
に
、
単
な
る
部
分
で
あ
り
、

単
な
る
部
分
に
と
ど
ま
る
よ
り
以
上
の
機
能
を
発
揮
し
、
各
々
の
部
分
が
同
時
に
単
な
る
部
分
と
し
て
の
限
界
を
紐
え
て
全
体
へ
と
.整
令
統
一

せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、

「
作
品
」
の
全
体
に
お
け
る
部
分
の
機
能
性
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
部
分
が
い
は
ば
部
分
以
よ
な
の
で
あ
る
が
、
部
分

を
し
て
部
分
以
上
た
ら
し
め
て
ゐ
る
も
の
こ
そ
作
品
の
プ
オ
ル
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
先
づ
第
一
に
文
学
の
思
偲
は
こ
の
や
う
に
、

ま
で
も

与何
一的
事
、
町
、
み
h
b芯
N
内
(
「
作
品
」
の
全
体
)
を
構
成
す
る
そ
の
一
部
分
で
あ
る
が
、

プ
ォ
ル
ム



し
が
た
い
迷
妄
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
単
に
役
時
間
的
な
仮
想
の
、
氷
遠
空
間
に
投
ぜ
ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
仮
象
美
は
そ
の
完
壁
性
を
、
い
は
ゆ

ア
ク
ト
ノ
ミ

l

る
法
術
主
人
の
内
伝
的
什
律
な
る
も
の
に
よ
っ
て
現
実
に
即
白
的
に
保
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
段
階
に
お
い

て
は
、
芸
術
美
を
構
成
す

つ
ま
り
芸
術
作
品
に
お
い
て
部
分
が
同
時
に
部
分
を
超
え
て
、
全
体
へ
の
整
合
統

f
L
 

「け
い

に
よ
っ
て
「
作
品
」
の
全
体
へ
と
整
合
統
一
せ
ら
れ
て
い
る
「
作
品
」
の
部
分
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
。
文
学
の
思
似
し
二
般
に
い
は
j
る
場

イ1

詳
し
く
は
「
作
H
m
」
に
お
け
る
思
思
内
容
と
か
、
イ
デ
!
と
か
、
内
実
と
か
い
は
れ
る
場
合
の
思
想
の
大
部
分
は
こ
の
や
う
な
意
味
の
忠

似
を
漠
然
と
指
し
て
ゐ
る
こ
と
が
お
ほ
い
で
あ
ら
う
。

し
'
刀
し
、
こ
れ
が
文
乍
の
思
必
の
す
べ
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
意
味
に
お
け
る
文
学
の
思
似
は
作
品
の
内
在
解
釈
の
限
界
に

と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
一
つ
の
「
作
品
」
の
思
惣
と
い
ふ
に
さ
へ
も
十
分
で
は
な
い
。
す
な
は
ち
一
つ
の
「
作
品
」
の
世
界
が
全
体

と
し
て
の
整
令
統
一
体
系
を
も
ち
、
内
在
的
に
自
足
充
実
せ
る
も
の
の
ご
と
く
思
は
れ
る
の
は
、
実
は
、
ま
う
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

ω込
町
ミ

と
し
て
で
あ
り
、
ミ
ミ
ミ
~
、

な
ι
ミ
ミ
~
・
N
W
むえ

と
し
て
単
に
仮
想
の
空
間
に
投
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
可
能
的
存
在
な
の
で
あ

り
、
い
ま
だ
陀
史
的
乍
命
を
宿
す
現
実
の
「
作
品
」
た
り
え
な
い
。
従
来
の
審
美
主
義
の
立
場
は
か
か
る
内
在
解
釈
の
立
場
に
と
ど
ま
り
な
が

「
作
品
」
の
内
在
的
構
造
が
そ
の
ま
ま
「
作
品
」
の
現
実
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
、
そ
の
仮
象
主
人
の
完
壁
性
を
過
信
し
た
と
こ
ろ
に
、
救

b ベ
き
ア
ォ
ル
ム
の
成
立
を
ザ
能
と
し
な
い
で
あ
ら
う
。

に
お
い
て
、
単
な
る
郎
分
以
上
の
も
の
、
す
な
は
ち
、
非
l

部
分
と
な
り
う
る
の
は
、
ま
さ
に
プ
ォ
ル
ム
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
部
分
を
非
ー
部
分

た
ら
し
め
る
こ
の
何
定
の
働
き
は
単
な
る
否
定
で
は
な
く
し
て
、
部
分
は
ど
こ
ま
で
も
部
分
で
は
あ
る
が
、
そ
の
部
分
を
、
同
時
に
部
分
以
上

の
も
の
と
し
て
の
・
井
l

郎
分
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

土
大
な
る
価
値
を
超
越
的
に
構
成
す
る
否
定
媒
介
の
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
役
時
間

的
依
似
常
問
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
却

っ
て
、
時
聞
に
よ
っ
て
担
は
れ
、
時
間
を
本
質
と
す
る
と
こ
ろ
の
構
怨
力

問

S
ふ
ぬえ
l

N
h
M合

h
?
を、む¥同

な
る
媒
体

〉
わ
え
札
N

h

s

の
働
き
で
あ
り
、
そ
の
所
産
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
し

(
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
批
判
」
に

お
け
る
「
阿
式
機
能

停
と
さ
ミ

asN丘、
N

W

N

誌
、
・
」
の
項
参
照
。

F
E
S由民、
q
N
O
K
h
R

は
元
来

同以内弘、

C
S
E
R
の
意
)ρ

「
作
品
」

の
し

は
ゆ
る
内
在
的
整
合
統
一
体
系
な
る
も
の
は
、
む
し
ろ
刻
々
に
現
実
の
時
聞
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
瞬
々
々
そ
の
潜
在
的
統

一
が
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形
姿
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七
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象
徴
の
形
姿

ハ七〉

八
六

(
八
六

〉

破
ら
れ
、

不
断
に
結
ぼ
れ
る
ア
ォ
ル
ム
の
超
越
的
構
造
に
こ
そ
現
実
の
芸
術
義
人
が
成
立
可
能
と
な
る
の

こ
れ
す
な
は
ち
カ
ン
ト
が
「
純
粋
理
性
批
判
」
に
お
い
て
、

図
式
は
範
鴎
を
制
限

さ
と
ミ
誌
、
句
、

S
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現

純
粋
悟
性
概
念
も
図
式
を
通
じ
て
自
己
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
実
現
す
る
、

不
断
に
破
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

で
あ
る
。

ミ
ミ
な
な
培
、内お

し
、

と
し
て
ゐ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る

(
N

W

N

∞旬、・
)

0

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
お
い
て
は
、

精
神
的
な
も
の
は
単
に
精
神
的

邑
軒

そ
れ
が
ど
の
や
う
に
精
神
的
l

思
想
的
で
あ
る
か
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
同
時
に
そ
れ
以
上
の
も
の
た
ら
し
め

ま
た
文
体
論
的
に

N
W
た札

や

C
S
Nむた

な
い
し
は

め円札
N

で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ら
れ
、
感
性
化
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
ど
の
や
う
に
感
性
的
で
あ
る
か
に
見
え
る
形
象
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
同
時
に
そ
れ

以
上
の
も
の
た
ら
し
め
ら
れ
、
精
神
化
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
元
来
そ
の
本
質
を
時
間
と
す
る
構
想
力
の
所
産
た

る
ブ
ォ
ル
ム
の
動
的
否
定
媒
介
的
な
る
超
越
的
構
造
を
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

作
品
を
し
て
作
品
た
ら
し
め
、
作
品
の
全
体
を
成
立
せ

し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
出
げ
骨
解
釈
に
よ
る
内
在
的
整
合
統
一
体
系
に
即
自
的
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
超
越
解
釈
に
よ
っ

て
超
越
媒
介
的

に
の
み
会
が
か
い
か
か
か
心
ト
ブ
ォ
ル
ム
の
超
越
的
構
造
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
い
な
、
内
在
解
釈
に
終
始
す
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
立
場
の
標

梼
す
る
芸
術
美
の
自
足
的
整
合
統
一
す
ら
も
成
り
立
た
ぬ
こ
と
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
精
神
の
作
品
と
し
て
の
芸
術
美
の
真
実
が

語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
芸
術
美
の
真
実
は
、

ト
。
包
b
h
N
町
、
勾
礼
町
宣
伝
、
町
内た
(
正
当
の
論
理
)
な
ら
ぬ
N

ぃ。
h
s
h
N
町
、
号
、b
M
N
込町礼町

(真
理
の
論

理
)
の
必
然
と
し
て
、
内
在
解
釈
に
対
す
る
超
越
解
釈
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
感
性
的
に
し
て
知
性
的
、
受
動
的
に
し
て
能
動
的
な
る
超
越
的
構
造
を
有
す
る
作
品
の
存
在
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
超
越
的
な

る
対
立
両
契
機
を
か
く
の
ご
と
き
動
的
構
造
に
媒
介
す
る
媒
体
が
、
時
間
を
本
質
と
す
る
構
想
力
の
所
産
と
し
て
の
プ
ォ
ル
ム
で
あ
る
と
す
る

作
品
の
存
在
を
具
体
的

に
と
ら
へ
る
論
理
は
、
突
に
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
主
体
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
ρ
イ

デ

ッ

ガ

1
の
い
ふ
と
こ
ろ

の
思
惟
と
詩
作
と
の
対
話
を
可
能
と
す
る
次
元
が
ひ
ら
け
て
く
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
い
は
ゆ
る
科
苧
の
立
場
は
か
か
る
作
品
の
存
在
を
も

な
ら
ば
、

こ
の
や
う
な
媒
体
を
通
じ
て
対
立
両
契
機
を
媒
介
す
る
主
体
こ
そ
、

判
断
力
に
は
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

~ 
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F 

e 

、
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架
僑
不
可
能
な
裂
目
を
そ
の
ま
ま
に
う
べ
な
ふ
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
裂

が
い
よ
し
ょ
架
橋
不
可
能
な
裂

と
し
て
は
っ

客
体
化
・
対
象
化
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
や
う
な
科
学
と
思
惟
と
の
問
は
全
く
架
橋
不
可
能
な
裂
同
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
ゐ
る
と

い
ふ
へ
き
で
あ
ら
う
。
さ
ら
に
、
科
学
が
客
体
化

・
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
作
品
の
存
在
は
、
実
は
、
作
ぷ
円
の
主
体
と
読
者
の
主
体
と
に
よ
っ

い
ふ
な
ら
ば

S
N尚
三
ミ
ミ
S
た
せ
(
問
主
体
的
)
な
歴
史
的
社
会
的
現
実
な
の
で
あ
る
か
ら
、

て
ひ
と
し
く
主
体
的
に
担
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、

科
学
は
、
さ
き
に
述
べ
た
ご
と
く
に
、
単
に
科
学
と
並
べ
て
考
へ
ら
れ
る
意
味
に
お
け
る
思
惟
か
ら
隔
て
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
J

に
と
ど
ま
ら
ず
、

同
時
に
自
ら
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
の
聞
も
架
橋
不
可
能
の
裂
自
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
、
し
か
も
対
象
化
せ
ら
れ
た
作
品
の
存
在
は
、

そ
の
存
在
の
中
心
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
を
担
ふ
作
者
の
主
体
と
読
者
の
主
体
|
|
す
な
わ
ち
対
象
の
中
の
思
惟
ー
ー
か
ら
全
く
架
橋
不
可
能

な
裂
自
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
科
学
的
真
理
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
こ
の

き
り
見
え
て
く
る
と
き
に
こ
そ
、
こ
の
裂
目
は
真
に
実
り
ゐ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
や
う
な
裂
目
が
、
架
橋
不
可
能
な

裂
日
と
し
て
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
い
か
な
る
事
態
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。

こ
れ
は
容
易
な
ら
ぬ
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
形
市
上
や
の
足
の
下
に
あ
る
科
学
が
、
自
己
の
伝
統
と
宿
命
と
を
克
服

・
趨
脱
し
て
、
形
而
上
学
を
組
え
た
新
し
し
叡
知
を
身

に
つ
け
る
こ
と
を
意
味
し
な
し
で
あ
ら
う
か
。
と
ま
れ
、
こ
の
困
難
な
課
題
を
解
き
明
か
す
た
め
の
王
道
を
発
見
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と

に
ち
が
ひ
な
し
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
こ
の
問
題
は
本
物
で
あ
り
、
本
質
に
か
な
っ
て
を
り
、
し
た
が
っ
て
一

お
ほ
く
の
誠
実
な
努
力
を

さ
げ
る
に
価
す
る
課
題
で
あ
る
こ
と
を
疑
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
、

い
ま
は
問
題
の
所
在
を
あ
ら
ま
し
示
唆
す
る
に
と
ど
め
、
む
し
ろ
具
体

的
な
事
例
を
以
下
に
紹
介
し
て
、
考
察
を
進
め
る
た
め
の
よ
す
が
と
す
る
。

し
か
し
予
め
注
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
こ
と
は
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
具
体
的
事
例
は
、
か
の

め
h
b
N
h
釘
ミ
ミ
ミ
ミ
$
に
お
し
て
理

論
の
山
地
解
を
助
け
る
た
め
に
採
用
せ
ら
れ
る
実
例
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
か
か
げ
ら
れ
る
事
例
は
理
論
に
対
し
て
、
決
し
て
、
巾

に
い
本
仕
的
で
あ
り
、
従
属
的
に
と
ど
ま
る
例
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
事
例
こ
そ
主
体
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
は
「
主
体
の

論
川
北
-」
、
が
み
な
ぎ
り
わ
た
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
逃
が
し
て
は
な
ら
な
し
。
「
客
体
の
論
理
」、

対
象
の
論
理
に
馴
れ
て
ゐ
る
わ
れ
わ
れ
は、

能
ふ

象
徴
の
形
姿
ハ
七
)
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八
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つ
ね
に

psh喝
、
ご
史
的
内
訟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
ぎ
り
己
を
む
な
し
く
し
て
、
「
問
主
体
性
」
を
根
拠
マ
つ
け
る
あ
た
ら
し
い
論
理
に
耳
を
傾
け
、

ぃ
。
こ
の
誠
実
な
実
践
行
為
を
通
じ
て
の
み
「
主
体
の
論
理
」
は
歴
史
の
中
に
確
立
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
、

わ
ぎ

い
か
に
言
ふ
べ
く
し
て
行
ひ
が
た
い
至
難
の
業
で
あ
る
か
、
そ
の
感
慨
は
、
果
さ
れ
た
後
の
さ
さ
や
か
な
一
里
塚
に
し
ば
し
行
む
と
き
、
思
ひ

半
ば
に
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

リ
ル
ケ
の
文
学
を
解
釈
し
た
り
批
評
し
た
り
す
る
う
へ
で
、
も
っ
と
も
重
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
も
っ
と
も
困
難
で
あ
る
と
思
は
れ

る
問
題
に
つ
い
て
、

ホ
ル
ト
ゥ
!
ゼ
ン
は
「
晩
年
の
リ
ル
ケ
」
の
な
か
で
つ
ぎ
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。

「
要
す
る
に
リ
ル
ケ
の
用
ひ
る
さ
ま

ざ
ま
な
「
イ
デ
l
」
が
そ
れ
ら
を
つ
つ
ん
で
ゐ
る
詩
的
言
語
の
肉
体
、
す
な
は
ち
そ
れ
ら
の
イ
デ

!
の
美
を
っ
た
へ
る
媒
体
か
ら
取
り
出
さ
れ
、

抽
象
的
な
テ
ー
ゼ
や
哲
学
的
な
言
説
と
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
イ
デ
ー
は
み
な
間
違
ひ
だ
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
真
実
」
の
ィ

デ
!
と
「
間
違
ひ
」
の
イ
デ

ー
と
を
区
別
す
る
た
め
の
客
観
的
な
基
準
が
実
際
に
存
在
す
る
と
い
ふ
こ

と
、
そ
し
て
あ
る
イ
デ
ー
が
正
し
い
か
、

正
し
く
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
が
一
種
の
直
感
の
論
理
に
よ
っ
・て
思
想
の
正
し
い
、
存
在
に
か
な

っ
た
構
造
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
感
覚
に
よ
っ

て
、
し
た
が
っ
て
知
的
な
平
衡
感
情
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
わ
か
る
と
い
ふ
こ
と
|
|
こ
の
こ
と
を
証
明
ず
み
の
こ
と
と
し
て
前
提
す
る
こ
と

が
ゆ
る
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
主
張
は
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

「
み
づ
か
ら
の
死
」
の
イ
デ

ー
は
間
違
ひ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
死

は
一
元
論
的
感
情
の
よ
く
纂
奪
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
つ
ね
に
死
は
ま
っ
た
く
の
他
者
と
し
て
と
ど
ま
り
、
死
は
異
質
的
な
る
も

の
に
よ
る
圧
服
で
あ
り
、
超
人
間
的
現
実
の
人
間
的
空
間
へ
の
関
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
所
有
の
感
動
を
知
ら
な
い
愛
の
イ
ヂ

i

敬
一
一
呆
の
心
を
よ
せ
な
が
ら
身
を
引
い
て
結
ぼ
れ
る
こ
と
の
な
い
崇
拝
の
イ
デ
ー
は
間
違
ひ
で
あ
る
o

絶
対
世

'界
讃
仰
の

イ
ヂ

l
、
す
な
は
ち
造
物
主
わ
れ
c
造
化
、
超
越
恥
き
内
在
の
讃
美
は
間
違
ひ
で
あ
り
、
超
越
的
な
現
実
を
す
っ
か

O
全
l

一
的
内
在
と
化
せ
し

め
、
神
を
内
面
化
の
十
時
骨
ス
に
よ
っ
て
他
の
一
般
の
現
実
と
お
な
じ
次
元
の
存
在
た
ら
し
め
、
神
の
人
格
を
一
元
論
的
な
感
情
の
振
動
の
極
限
に

解
消
せ
し
め
る
ご
と
き
は
間
違
ひ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
二
百
に
し
て
い
ふ
な
ら
ば
、
明
か
に
一人
聞
を
超
え
た
存
在
を
す
べ
て
人
間
の

は
間
違
ひ
で
あ
り
、

~ 

. 、，



内
面
性
へ
と
変
容
せ
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
、

一
元
論
的
感
情
の
語
棄
に
由
来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ソ
イ
ド
ニ
ュ
ー
ム
に
よ
っ

て
神
的
な
も
の
を
言
ひ
表
は
す
の
は
間
違
ひ
で
あ
る
。
こ

た
と
へ
ば

門、

5bh~礼町、込町民円
(
不
可
言
性
)
と
か

門
、
雲
母
F
N
吉
込
町
礼
町
三
小
司
能
性
)
と
か
し
、
ム

λ

んこつ

な、れ
ら
の
イ
テ
ー
は
こ

l

チ
ェ
の
大
掛
か
り
な
預
言
者
め
い
た
テ
ー
ゼ
と
同
様
に
間
違
ひ
な
の
で
あ
り
、
た
と
へ
ば
超
人
の
イ
ギ

l
、
あ
る
ひ
は

オ
却
回
帰
の
教
説
の
こ
と
き
で
あ
る
が
、
〔
こ
れ
ら
を
ニ

l

チ
ェ
の
著
作
か
ら
切
り
離
し
て
、
単
独
の
抽
象
、
的
な
命
題
と
し
て
見
る
場
A
円
に
は
〕

こ
れ
ら
が
間
違
ひ
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
、
思
想
の
仕
事
に
た
づ
さ
は
る
ほ
ど
の
人
で
あ
れ
ば
も
は
や
な
ん
び
と
に
と
っ
て
も
疑
ふ
余
地
の
な

し
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
イ
テ
1
は
ボ
!
ド
レ
ー
ル
の
い
以
ゆ
る
悪
魔
主
義
と

同
様
に
間
違
ひ
な
の
で
あ
る
」
(
同・

tlj 

N
N
C
N
N
F
N
h句
尚
一芯

同
)
町
、
旬
、
九
位
向
勾
之
常
、

Nや喝、民町、
N

N

U
AN
句
、
め
-
h
h
~

一、・
)

0

文
学
の
作
品
は
そ
の
す
べ
て
の
構
成
部
分
を
作
品
の
全
体
へ
と
整
合
統
一
し
、
そ
の
部
分
は
そ
の
全
体
に
お
し
て
あ
る
部
分
と
し
て
、
同
時

に
部
分
を
超
え
て
ゐ
る
。

リ
ル
ケ
の
用
ひ
る
イ
デ
ー
は
作
品
の
部
分
で
あ
り
つ
つ

、
し
か
も
作
品
の
ア
ォ
ル
ム
の
受
肉
に
よ
っ
て
、
作
中
に
あ

つ
て
は
部
分
と
し
て
の
イ
デ
i
そ
れ
自
体
以
上
の
も
の
と
な
っ
て
を
り
、
い
な
、
む
し
ろ
作
品
の
外
に
取
り
出
さ
れ
た
剥
出
し
の
イ
デ
!
と
は

れ
は
リ
ル
ケ
文
学
と
し
は
ず
、

し
ふ
な
ら
ば
、
非
l

イ
デ
ー
と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
イ
デ
ー
を
単
な
る
抽
象
的
な

テ
ー
ゼ
・
と
し
て
受
け
と
れ
ば
、
そ

お
よ
そ
い
か
な
る
文
学
の
イ
ヂ
ー
を
も
誤
る
結
果
と
な
る
こ
と
、
必
致
で
あ
る
ー
ー
か
う
い
っ
た
一
般
論
を
、

人
k
く
具
っ
た
、

ム
川
掲
の
ホ
ル
ト
ク

1
ゼ
ン
の
文
章
は
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
述
べ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
し
の
で
‘
あ
ら
う
か
。
も
し
さ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

ホ
ル
ト
ゥ

l

ゼ
ン
の
文
章
は
単
な
る
観
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
か
か
げ
ら
れ
た
実
例
は
、

助
け
、
理
論
に
奉
仕
せ
し
め
る
た
め
に
援
用
せ
ら
れ
る
例
題
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

'
旬
、
刊
誌
釘
ミ
ミ
ミ
ミ
み

に
お
し
て
文
法
の
理
解
を

つ
ま
り
そ
こ
に
は
主
体
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

て
カ
か
る
観
念
的
一
般
論
に
あ
っ
て
は
、
科
学
と
思
惟
と
の
架
橋
不
可
能
な
裂
目
が
見
え
て
く
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
ホ
ル

ト
ゥ

l

ゼ
ン
は
こ
こ
で
、
こ
の
や
う
な
内
在
解
釈
を
一
歩
も
出
で
ぬ
観
念
論
を
説
い
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。

ひ
と
は
ホ
ル
ト
ゥ

ー
ゼ
ン
の
こ
の
言
葉
に
、
右
に
述
べ
た
一
般
論
よ
り
以
上
の
も
の
を
期
待
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
具
体
的
な
事
例
の

場
介
、
こ
の
よ
り
以
上
は
、
科
学
と
思
惟
と
を
隔
て
る
裂
自
の
遠
さ

・
深
さ
の
程
を
知
ら
ぬ
、
常
識
の
段
階
に
と
ど
ま
る
精
神
態
度
に
と
っ
て
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こ
の
よ
り
以
上
を
認
め
る
こ
と
は
ベ

か
か
る
内
在
的
整
合
統
一
性
よ
り
以
上
の
も
の
を
認
め
る
こ
と
、
す

(
作
品
l

超
峰
的
に
は
)
間
違
ひ
で
あ
る
、

は
、
甚
だ
も
っ
て
始
末
に
悪
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
、

つ
ま
り
、

(
内
在
的
に
)
作
品
の
な

か
で
は
二
わ
折
合
ひ
が
つ
い
て
居
心
地
よ
き
に
見
え
て
ゐ
る
イ
デ
!
の
、

〈
内
在
的
に
は
〉
正
し
い
と
同
時
に
、
そ
れ
以
上
に
、

と
し1

な
は
ち
、

そ
の
ほ
か
に
も
う
ひ
と
つ

、

ふ
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
主
体
の
論
理
」
と
し
て
の
み
可
能
な
事
態
で
あ
っ
て
、
対
象
の
論
理
を
脱
却
す
る
こ

と
の
出
来
な
い
形
而
上
学
の
星
の
下
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
を
住
家
と
し
て
安
佐
の
夢
を
む
さ
ぼ
っ
て
ゐ
る
、
常
識
の
立
場
を
脅
か
す
も
の
で
あ

る
・
。
そ
れ
が
単
に
矛
盾
で
あ
る
と
い
ふ
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
盲
目
的
に
、
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
本
能
的
に
、
常
識
の
立
場
は
い
か
な

る
種
類
の
矛
盾
を
も
回
避
し
よ
う
と
す
る
が
ゆ
ゑ
に
(
「
主
体
の
論
理
」
の
超
越
面
|
|
こ
れ
が
科
学
と
思
惟
と
を
隔
て
る
裂
自
に
は
か
な
ら
な

い
ー
ー
が
見
え
て
こ
な

い
か
、
ぎ
り
)
そ
の
や
う
な
自
ら
の
本
能
の
要
求
と
、
そ
し
て
自
ら
が
認
め
よ
う
と
す
る
事
柄
の
内
容
と
の
不
調
和
・

1

か
か
る
事
態
は
す
く
な
か
ら
ず
わ
れ
わ
れ
を

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
常
識
の
立

場
は
、
本
来
な
ら
ば
こ
こ
で
回
避
し
て
は
い
け
な
い
、
こ
の
本
質
的
な
不
調
和
を
)
回
避
可
能
の
単
な
る
矛
盾
で
あ
る
か
の
ご
と
ぐ
見
な
し
、

し
か
も
妥
当
な
手
続
き
に
よ
っ
て
矛
盾
を
解
消
せ
し
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
ま
た
、
.
「
主
体
の
論
期
比
」
の
超
越
国
が
見
え
て
く
る

の
を
、
誠
実
に
待
つ
の
で
も
な
く
、
単
に
自
己
欺
繭
的
に
内
心
の
期
待
を
逃
避
し
て
、
ふ
た
た
び
、
内
在
解
釈
的
一
般
論
の
観
念
性
に
閃
能
る

家
撞
着
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

N
晴
、、
司
、

N
N
N

町
、
内
お

こ
と
が
お
は
い
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
し
て
、
ホ
中
ト
ヮ

l

ゼ
ン
の
前
掲
の
言
葉
に
対
し
て
ヘ
ラ
!
の
試
み
た
斉
定
的
な
批
判
は
、
す

し

〉

L
J
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こ
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と
せ
ノ

j
j
j
j
J
/ど
|
f
y
t
、e
n
-
-

七

の
で
あ
ら
う
か
。
寸
な
は
ふ
り
ヘ
ラ
ー
は
か
う
言
ふ
の
で
あ
る
、

「
も
し
も
リ
ル
ケ
の
イ
デ
ー
が
み
ん
な
で
た
ら
め
で
あ
り
、
あ
る
ひ

」
う
で
な
し
ま
で
も
、

ホ
ル
ト
ゥ

1
ゼ
ン
が
彼
の
リ
ル
ケ
論
の
中
で
言
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
こ
れ
ら
の
イ
テ
!
が
「
白
感
・
の
論
即
」
に
も
と

り
、
思
想

ο正
し
い
、
存
在
に
か
わ
~
っ
た
構
造
に
対
す
る
感
覚
に
反
す
る
が
ゆ
ゑ
に
間
違
ひ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
は
|
|
オ
ル
ト
ゥ

l

ゼ
ン
は

さ
う
一
門
ひ
な
が
ら
七
な
日
、
そ
の
蔭
で
は
「
ド
ゥ
イ
ノ
の
東
歌
」
を
偉
大
な
文
学
で
あ
る
と
称
讃
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ー
l

し
か
し
「
ド
ゥ



イ
ノ
の
京
欣
」
は
も
は
や
決
し
て
そ
の
や
う
な
代
物
で
あ
る
と
は
言
へ
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
文
学
の
一
計
何
は
給
一
蹴
な
リ
ン
ゴ
を
眺
め
て
ゐ

る
や
う
な
こ
と
と
は
ち
が
ふ
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
眺
め
る
こ
と
と
同
時
に
、
喰
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
喰

っ
て
み
て
小
味
が
胤
っ
て

感
じ
る
の
で
あ
ゐ
。

ゐ
た
り
す
る
と
、
外
見
が
美
し
し
ほ
ど
、
そ
の
羊
一
人
に
あ
ざ
む
か
れ
た
と
い
ふ
侮
辱
を
、
か
へ
っ
て

Mm
つ
よ

ま
り
「
ド
ゥ
イ
ノ
の
反
歌
」
の
ポ
エ
ジ
ー
は
分
割
し
て
味
は
ふ
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
の
で
あ
る
。

「
ド
ゥ
イ
ノ
、の
哀
歌
」
に
あ

て
そ
の
中
味

と
し
て
の
イ
デ
ー
が
、
人
聞
の
真
の
姿
を
ゆ
が
め
る
も
の
、
存
在
の
真
の
秩
序
に
惇
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
も
し
も
わ
れ
わ
れ
に
本

当
に
感
じ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「
東
歌
」
の
ポ
エ
ジ
ー
は
跡
形
も
な
く
消
え
去
っ
て
し
ま
ふ
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
わ
れ
わ
れ

が
巾
な
る
知
識
と
し
て
そ
の
こ
と
を
知
る
に
す
、
ぎ
ず
、
し
か
も
ホ
ル
ト
ゥ

1

ゼ
ン
の
い
ふ
「
直
観
の
論
理
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
取
に
、
川門

学
を
ま
な
ん
だ
が
ゆ
ゑ
に
そ
の
こ
と
を
知
識
と
し
て
知
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ド
ゥ
イ
ノ
の
東
欧
」
の
信

仰
に
接
す
る
場
合
に
は
、
た
と
ひ
気
持
は
す
す
ま
な
く
て
も
、
実
際
に
は
、
次
第
に
、
そ
の
信
仰
に
同
情
的
に
な
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
り
、
こ
の
誘
惑
に
対
し
て
免
疫
で
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
」
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つ
ぎ
の
ご
と
く
二
つ
の
点
に
要
約
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
突
は
、
本
来

つ
で
あ
る
も
の
が
、

つ
ま
り
ヘ
ラ
!
の
所
論
を
つ
き
つ
め
る
な
ら
ば
、

つ
で
あ
る
も
の
に
着
服
し
な
い
で
取
上
げ
ら
れ
た

こ
の
や
う
に
二
つ
の
聞
か
ら
取
上
げ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
来

.4J

P
-

、。

!ノ
右
」
み
イ

さ
へ
れ
ば
他
方
へ
逃
げ
、
他
方
を
お
さ
へ
れ
ば
一
方
へ
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
発
再
が
ホ
ル

l

ゥ
i
ゼ

ン
の
一…片
山
来
の
真
意
を
正
し
く
く
み
と
っ
た
上
で
の
反
論
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
点
の

E
上
、
げ
方
に
う
か
が
は
れ
る
ヘ
ラ
!
の
巧

へ
ぶ
そ
れ
什
体
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
そ
の
第
一
の
点
は
、
作
日
川
の
小
味
と
し
て
の
イ
デ
l
、

信
仰
な
い
し
は
思
惣
そ
れ

21体
に
は
読
白
と
し
て
賛
成
で
き
な
い
、
す
な
は
ち
、
読
煮
の
信
仰
の
立
場
(
ホ
ル
ト
ゥ

1

ゼ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で

か
う
真
と
感
じ
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
と
し
て
は
美
し
い
と
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
の

「
作
品
」
と
い
ふ
の
は
針

あ
之
)

党
こ
す
ぎ
な
し
と
し
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
の
思
怨
は
他
の
し
か
な
る
郎
分
と
も
同
線
に
、
内
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
趨
越
的
で
な
け
れ

象
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事
柄
そ
れ
自
体
に
包
蔵
せ
ら
れ
る
こ
の
ヂ
レ
ン
マ
が
正
し
く
う
け
と
ら
れ
な
い
で
、

の
点
は
、
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
た
作
品
が
錯
覚
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
作
品
の
思
偲

・
れ

「
作
口
川
」

'

-

1

門
戸

、

'ル
56

、
1
V
.〈
J
h

む
し
ろ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

陰
散
回
避
せ
ら
れ
て
ゐ
る
き
ら
ひ
が
あ
る
。
第
一

仰
そ
れ
向
体
に
対
し
て
は
不
信
者
た
る
読
者
も
、
作
品
の
誘
惑
に
対
し
て
は
免
疫
た
り
え
ず
、
次
第
に

(
そ
れ
円
体
と
し
て
は
信
じ
る
こ
と
の

で
き
な
い
)
作
品
の
思
想

・
信
仰
の
信
者
と
な
る
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

ヘ
ラ
ー
は
、
お
は
く
の
互
ひ
に
相
容
れ
な
い
真
理
を
真
児
と
し
て
析

じ
る
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ル
ト
ゥ

1

ゼ
ン
の
信
仰
が
信
仰
な
ら
ぬ
信
仰
と
な
り
、
不
信
仰
の
時
代
は
い
は
ば

rUら
の
私
生
児
で
あ
る
懐
疑

を
以
て
そ
の
唯
一
の
信
仰
形
式
と
す
る
、
と
断
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

(
n
h
s・
め
-
N
N
∞、~ミ句
、宮、

'
k
~
。(
N
m
w
u
q
)
し
。
し
カ
し
作
品

の
局
惑
に
対
し
て
免
庭
で
は
あ
り
え
な
し
に
し
て
も
、
ま
た
同
時
に
、
そ
の
誘
惑
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
を
強
ひ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

作

(j) 

し
か
し
こ
こ
に
は
す
で
に
、
ヂ

レ
ン

てず

と
ヌド・
米・
一・わ
っ・れ
でわ
あ れ
りを

か
な
ら
ず
し
も
必
然
的
に
は
裏
づ
け
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。

作
品
の
誘
惑
は
、
強
ひ
ず
し
て
、

誘
惑
は
ヘ
ラ
!
の
独
断
論
を
、

回
附
山
い
か
o

そ
こ
に
は
向
由
が
約
束
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
も
ヂ
レ
ン
マ
は
あ
る
。

な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
超
え
る
力
が
み
な
ぎ
り
、
歴
史
と
な
る
法
則
が
支
配
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
ヂ
レ
ン
マ
と
木
来
一
つ
で
あ
り
つ
つ

、
同
時
に
こ
れ
を
超
え
る
力
と
し
て
の
歴
史
の
法
川
は
、
も
は
や
一
一
一
一
日
来
の
み
に
よ
る
批
評
々
論

争
の
み
に
よ
っ
て
長
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ

匂

ミ

ス
論
争

Z
5
5
5〈
わ
が
身
に
引
き
う
け
る
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

円
ら
の
や
を
匂
ミ
止
の
場
と
な
し
れ
ら
の
止
を
し
て
砂
舟
を
静
か
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
o

し
か
し
て
杯
史
は
本
質
的
に

b
g
g
l

sぶ叫
ヘ和
解
〉

ザ
」
-
、字
、r

E

F
A
品

，

、
小

O

Lぜ

l
y
，
刀
サ
ー

に
ν
」
/

1

、

こ
の
也
思
.R
に
お
い

J

一
九
五
五
年
五
刀
五
日
、

エ
リ
オ
ッ
ト
は
な
が
い
内
面
の
闘
争
の
は
て
に
、
そ
の
前
年
一
肢
に
お
け
る
ノ
ン
ザ
l

ケ

l
子

に
応
へ
て
、

ゲ
ー
テ
と
の
和
解
の
歴
史
を
エ
リ
オ
ッ
ト
向
ら
の
生
の
言
葉
を
以
て
語
っ
た
の
で
あ
る

(
吋
・
め
・
同
ご
。
町
、

ccmは
む
町
民
三

ガで
内
礼的
町、

§

~

ミ
ミ
b
m

科、t
R
M
W
(
~
u
u
u
〉
、
め
-
u
d
N
ー
ロ
ω
)

C

も
は
や
尋
常
の
言
葉
で
は
語
る
こ
と
の
て
き
な
い
ペ
脈
史
の
法
則
か
ヨ
!
ロ
ッ
ノ

人

の
で
あ
る
か
ら
、
摘
出
し
て
そ
の
概
要
を
伝
へ
る
こ
と
は
不
可
能
て
あ
る
か
、
あ
へ
て
此
氾

'-

に
お

L
て一弘山
ρ
げにれ

J



ハ
ン
ザ
l
グ
1

テ
賞
授
与
の
交
渉
に
当

っ
て
は
、
エ
リ
オ

ッ
ト
に
対
し
て

を
つ
ら
ね
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

最
大
の
敬
意
と
友
情
と
が
し
め
さ
れ
、
そ
し
て
エ
リ
オ
ッ
ト
に
は
あ
ら
ゆ
る
自
由
が
留
保
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
(
怠
・
め
・

u
d
h
y
。

し
カ
し
、
な
が
い
グ

i

テ
と
の
対
決
の
生
涯
の
は
て
に
、
つ
い
二
、
三
年
ば
か
り
前
か
ら
和
解
の
こ
と
を
考
へ
は
じ
め
て
ゐ
た
矢
先
の
エ
リ
オ

ッ
ト
の
そ
の
と
き
の
偽
ら
ざ
る
心
境
は
「
ま
さ
に
自
ら
ピ
ス
ト
ル
を
突
き
つ
け
た
か
の
や
う
で
あ
っ
た
」

〈
予
、
め・

s
h
w
)
0

エ
リ
オ
ッ
ト
に
と

っ
て
、
文
学
は
美
し
く
あ
る
と
同
時
に
偉
大
で
あ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
文
学
に
お
け
る
思
想
は
、
同
時
に
作
品
の
外
に
お
い

て
も
真
で
あ
る
か
、
な
い
か
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
な
い

の
か
、
こ
れ
が
大
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

和
解
の
歴
史
の
法
則
は

つ
で
あ
る
も
の
が
二
つ
の
テ

1

マ
の
形
を
と
っ

て
語
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
そ
の
一
は
、
詩
人
を
し
て
偉
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
た
ら
し
め

本
米

て
ゐ
る
も
の
は
何
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
1
そ
し
て
そ
の
二
は
、
そ
の
や
う
な
偉
大
な
ヨ

J

ロ
ツ

パ
人
と
し
て
の
詩
人
を
う
べ
な
ひ
信
じ
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
和
解
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、

い
か
な
る
過
程
を
と
っ
て
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
内
面
的
必
然
性
」
は
如
何
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
エ
リ
オ
ッ
ト
門
身
の

つ
の
段
階
を
辿
っ
て
花

経
験
か
ら
芳
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
文
学
に
対
す
る
趣
味
と
か
批
判
的
な
判
断
力
は
、
詳
し
も
つ
ぎ
の
ご
と
き
一

展
す
る
。
第
一
の
段
階
で
は
情
熱
に
ま
か
せ
て
、
ど
ん
ど
ん
読
み
あ
さ
り
、
好
悪
の
感
情
が
は
げ
し
く
、
し
た
が
っ
て
「
作
品
の
偉
大
さ
に
対

(
こ
れ
が
作
品
の
価
値
を
き
め
る
尺
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
)
が
な
く
、
ひ
ど
く
感
激
す
る
か
、
ま
る
っ
き
り
感
銘
を
受
け
な
い
か

す
る
理
解
」

の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
第
二
の
段
階
に
し
た
っ
て
趣
味
は
広
く
な
り
、
好
悪
の
激
情
は
平
静
に
な
り
、
日
己
批
判
の
み
を
発
展
さ
せ
る
、
あ
の

批
判
的
能
力
を
次
第
に
身
に
つ
け
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
な
ほ
、
あ
る
詩
人
に
対
し
て
は
ど
う
し
て
も
受
界
的
に
な
れ
な

い
ヶ

1

ス
が
、

い
く
つ
か
は
残
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
段
階
に
い
た
っ
て
、
何
故
そ
れ
ら
二
、

三
の
特
定
の
詩
人
を
受
け
界
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
か
、
そ
の
根
拠
を
つ
き
と
め
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
考
察
の
対
象
は
そ
れ
ら
の
詩
人
で
あ
る
よ
り
も
、
自
分
円
'
砂
で
あ

り
、
相
手
の
詩
人
は
む
し
ろ
円
ら
に
対
す
s

る
か
げ
が
へ
の
な
い
貴
重
な
経
験
で
あ
り
、
そ
し
て
試
金
石
な
の
で
あ
る
。

い
ざ
、
そ
の
盟
山
が
わ
か
っ
て
み
る
と
、

m
M

と
こ
ろ
で
エ
リ
オ
ッ
ト
の
場
介
、
そ
の
根
拠
を
洞
察
す
る
こ
と
は
比
較
的
界
易
で
あ
っ
た
。

九

ハ
九
三
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象
徴
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形
姿

ハ
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象
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の
形
姿
(
七
〉

を
隔
て
て
ゐ
る
障
害
は
消
滅
こ
そ
は
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
障
害
は
、
も
は
や
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
て
き
た
。
差
具

理
解
は
共
感
と
近
親
だ
か
ら
で

エ
リ
オ
ッ
ト
の
本
来
の
敵
は
イ
九
世
紀
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
グ
l

テ
だ
け
は
、
他
の
十
九
世
紀
の
詩
人
た
ち
と
回
尺
っ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
グ
l

テ
は
偉
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
お
い
て
。
と
こ
ろ
で
詩
人
を
偉
大
な
ヨ

ー
ロ
ッ
パ

人
た

は

究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、

決
し
て
問
の
な
か
か
ら
本
当
の
姿
を
あ
ら
は
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

、J

、.
J
門
》

J
d
ヌ
'、

4

つ
ま
り
、

門
、
ミ
色
町
三
ミ
た
ふ
た
〈
普
通
性
)
で
あ
る
。
「
ド
ン

・
キ
ホ

l

テ
」
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
基
準
を
満
起
さ

ら
し
め
る
も
の
は
も

S
ミ
(
持
続
)
と

せ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
い
か
な
る
時
代
の
、
い
か
な
る
民
族
の
出
の
人
で
あ
っ
て
も
、
教
義
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
で
あ
る
た
め
に
は
絶
対

に
セ
ル
ヴ
ア
ン

デ
ス
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
偉
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
の
詩
人
の
場
併
は
、
作
品
と
作

者
と
が
切
り
離
せ
な
し
の
で
あ
る
。
そ
の
共
通
の
特
徴
は

句
史
な
〈
充
実
)
と

事
、ミ町内

(
尽
さ
〉
と

同
S
Fミ
ス
統
乙
で
あ
る
。

b
w、
・
同
さ
え

h
S
3
氏
に
よ
る
グ

1

テ
の
白
川
然
科
学
研
究
ヘ
こ
ミ
§
ω
n
p
Nミ
Nえ
ミ
ミ
ミ
丸
町
、
、
)
に
つ
い
て
の
論
文
を
読
ん
で
は
じ
め
て
ほ
ん
た
う
に
わ
か
っ
た

た
え
ず
表
現
を
求
め
て
や
ま
な

し
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
遂
に
完
全
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
で
あ
ら
う
か
。
普
遍
性
と
抽
象
性

と
は
別
物
で
あ
る
。
具
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
、
そ
し
て
詩
人
と
し
て
、
他
の
人

々
よ
り
も
一

屑
つ
よ
く
内
覚
し
て
ゐ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
こ
れ
ら
の
詩
人
は
他
の
人
々
よ
り
も
却
っ
て
一
層
つ
よ
く
白
ら
の
国
土
に
、
円
ら
の
民
族
に
、
れ
ら
の

F
r
f
に
そ
し
て
向
ら
の
時
作
に
結
ぼ
れ
て
ゐ
な
が
ら
し
か
も
代
表
的
で
あ
る
o

代
表
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
れ
ら
の
国
七

・
民
族

・
一
rum

-
時
代
」
主
任
か
国
土

・
民
旅

・
一一一
口
語

・
時
代
の
人
々
が
理
解
す
る
の
を
救
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
代
い
い
次
的
と
い
ふ

f

一
と
を
注
志
し

て
人
る
と
、
仇
州
安
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
非
l

代
表
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
明
か
に
な
っ
て
く
る
。
代
友
的
な
る
も
の
は
却

こ
と
で
あ
る
が
、
グ
1
テ
に
あ
っ
て
は
、
自
然
傑
究
の
領
域
た
る
と
、
芸
術
活
動
の
領
成
た
る
と
を
問
は
ず
、

内
て
孤
独
な
の
で
あ
り
、
そ
の
代
表
的
性
格
は、

わ
れ
わ
れ
が
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
カ
し
決
し
て
完
全
に
は
表
現
す
る
こ
と
か
で
き

と
い
J

こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
時
代
の
見
解
、
そ
の
民
族
の
特
殊
性
等
に
対
す
る
批
判
抗
円
で
あ
り
λ

そ
の

J
I
l
-
-
、

と
ず
ト
、
円
ノ
'
こ
L

げ
〉

、

一‘
，‘1
1
1
4
r
l
BU
・、
t
1
J
E『
.

別
に
立
ち
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
上
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
文
芸
批
評
の
要
抑
も
、
な
ん
ら
か
の
限
界
を
設
定
し
て
は
、
二



の
限
界
を
超
え
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
際
、
自
分
が
何
を
為
し
て
ゐ
る
か
を
十
分
に

1
党
し
つ
つ

、
そ
の
限
界
を

組
え
て
ゆ
カ
ね
ば
な
ら
な
し
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
対
象
化
の
論
理
か
ら
脱
却
で
き
な
い
哲
学
と
主
体
の
論
理
に
立
つ

事
庶
民
的
、
N
3
円
(叡
知
)
と

の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
。

つ
ま
り
偉
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
の
詩
人
た
る
に
必
要
な
条
件
と
し
て
第
一
に
、
b
b宮町、

と
か

q
s
g句、史料、たふた
と
し
っ
た
一
定
の

性
凶
析
が
挙
げ
ら
れ
、
つ
ぎ
に
、

「
代
表
的
」
と
い
ふ
言
葉
が
場
所
的
に
も
時
間
的
に
も
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
用
ひ
ら
れ
る
か
が
明
か
に

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
詩
人
の
文
学
が
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
教
義
を
培
ふ
た
め
に
、
翻
訳
と
し
て
伝
へ
ら
れ
る
場
合
に
、
い

か
な
る

C
S
N
S丘
町
誌
が
伝
達
可
能
の
も
の
と
し
て
残
存
す
る
か
と
い
ふ
問
題
に
答
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
一

人
の
詩
人
で
は

お
ほ
く
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
に
よ
っ
て
理
解
せ
ら
れ
う
る

な
し
の
で
あ
る
カ
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
の
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
詩
人
の
作
品
を
す
こ
し
も
知
ら
な
い
や
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
は
、
教
養
あ
る
ヨ

ー
ロ
ッ
パ

人
と
は
い
は
れ

な
し
|
|
ー
こ
れ
が
そ
の
基
準
を
し
め
し
て
ゐ
る
。
叡
知
は
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
叡
知
は
叡
知
あ
る
言
莱
の
総
和
よ
り
も
偉
大
で
あ
り
、

叡
知
そ
の
も
の
は
何
等
か
の
人
聞
の
魂
に
宍
現
せ
ら
れ
た
叡
知
よ
り
も
偉
大
で
あ
る
。
叡
知
は
イ
タ
リ
ヤ
人
だ
け
が
感
心
し
た
り
、
イ
ギ
リ
ス

人
や
ド
イ
ツ
人
だ
け
が
感
心
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
偉
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
の
詩
人
の
叡
知
は
文
学
小
ら
分
ち
う
る
も
の

で
は
な
い
。
外
国
人
と
し
て
そ
の
叡
知
を
嘆
ず
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
文
学
を
嘆
じ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
す
な
は
ち
叡
知
は
、
文
学

を
し
て
い
父
学
た
ら
し
め
る
本
質
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
叡
知
は
ど
う
し
て
も
文
学
と
し
て
出
解
せ
ら
れ
、
読
ま
れ
ね
ば

、
ム
コ
工
。

チ

/

戸
I
V

寸
/

1

V

リ
ル
ケ
が
ニ

1

チ
ェ
の
彩
'
悼
の
ド
に
立
ち
、
晩
年
の

こ
こ
で
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
前
掲
の
ホ
ル
ト
ヮ

i

ゼ
ン
と
ヘ
ラ
!
と
の
論
争
に
言
及
し
、

h

nNNh
3
b
N
mw一3
N

リ
ル
ケ
の
文
学
と
雌
も
ニ

1

チ

ェ

析

学

の

文

学

的

に

ほ

か

な

ら

な

い

こ

と

は

自

分

も

認

め

る

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

ー
は
、
こ
の
特
殊
ケ
I

ス
を
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
を
単
純
化
し
て
し
ま
っ
た
と
し
、
詩
人
白
身
が
何
等
か
の
哲
学
体
系
に
刈
し

こ
の
ヘ
ラ

て
、
ど
の
ペ
う
な
態
皮
を
と
る
治
、
と
い
ふ
、
山
内
人
の
科
学
的
信
仰
対
文
学
的
信
仰
の
問
題
に
立
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
川
組
の
焦
点
を
そ
ら
す

象
徴
の
形
長
(
七
)
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1
ノ
」
ノ
に

こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
そ
の
文
学
を
汗
価
す
る
の
に
、
読
者
は
は
た
し
て
詩
人
の
哲
学
を
肯
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
こ

の
方
が
問
題
で
あ
る
。

ヘ
ラ
!
は
ホ
ル
ト
ゥ
!
ゼ
ン
の
リ
ル
ケ
解
釈
を
否
定
す
る
が
、
む
し
ろ
、
す
で
に
「
互
ひ
に
川
将
れ
な
い
お
は
く

ω山
/

理
」
の
真
理
が
洞
察
せ
ら
れ
た
以
ヒ
は
、
真
理
感
覚
そ
れ
向
体
が
錯
覚
で
あ
る
と
は
た
し
て
言
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
む
し
ろ
大
方
の
キ
リ
ス
ト

い
れ
に
は
、
相
存
れ
な
し
お
は
く
の
真
理
を
も
は
や
真
理
で
あ
る
と
は
感
じ
な
く
さ
せ
る
や
う
な

「
裂
目
」

が
存
在
す
る
と
い
ふ
、
思
ひ
が
け
な

し
境
位
に
円
ら
自
問
し
て
ゐ
る
こ
と
が
、
へ
一
プ

I
白
身
に
わ
か
る
と
き
が
く
る
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
グ

i
テ
の
叡
知
と
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
て
完
全
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、

偉
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
の
詩
人
の
叡
知
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に

さ
ミ
足
、
〈
よ
り
叡
知
的
)
に
な
っ
た
、
そ
の
皮
ム
刊
に
応
じ
て

し
か
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

エ
リ
オ
ッ
ト
が
信
仰
を
異
に
す
る
詩
人
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
二
つ
の
手
続
き

を
と
る
。
ま
ず
、
相
手
の
信
仰
に
対
す
る
向
分
の
不
信
仰
を
す
て
て
し
ま
ふ
と
し
ふ
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
己
れ
を
空
く
し
、
相
下
の
い

仰
を
受
け
が
、
ふ
こ
と
が
で
き
る
占
の
状
態
に
身
を
お
い
て
相
手
の
信
仰
の
理
解
に
つ
と
め
、
そ
し
て
そ
の
次
に
は
再
び
、
信
仰
を
皮
外
祝
し
て
、

作
品
を
受
け
入
れ
之
よ
う
に
す
る
υ

距
離
を
感
じ
る
も
の
に
対
し
て
は
で
き
る
だ
け
、
近
づ
く
よ
う
に
努
め
、
近
し
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
は

で
き
♀
ご
す
行
い
必
比
二
、
。

さ」

7
f
u
口
広
向
内

J
G
1

よ
う
に
努
め
る
。
先
へ
進
ん
だ
り
戻
っ
た
り
、
近
づ
い
た
り
後
退
し
た
り
、
同

一
視
し
た
り
ば
則
し
た
り
す
る
、
こ

う
え
エ
リ
オ
ッ
ト
の
論
法
の

句
)
え
も
な

と

勺
ミ
え
も
な

の
か
げ
に
は
、
町
サ
ミ
ミ

と

C
句
、
N
R
N
N

円
と
い
ふ
二
一
-
門
葉
が
慎
重
に
さ
け
ら
れ
て
ゐ
る

り
で
あ
之
が
、
こ
の
.
パ
於
の
も
つ
緊
張
の
本
米
の
意
味
は
こ
こ
に
却
っ

て
ひ
と
き
は
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、

か
の
川
ω

mと
門
川
上
と
を
隔
て
る
川
大
け
が
は
え
て
く
る
忠
ひ
を
禁
じ
え
な
し
で
あ
ら
う
。


