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白
秋

『
邪
宗
門
』

序
文
の
詩
論
に
つ
い
て

明
治
の
所
調
新
体
詩
は
新
し
い
様
式
の
主
張
で
あ
る
ゆ
え
に
、
明
治
則
に
刊

行
さ
れ
た
そ
の
集
の
序
文
に
は
作
者
の
詩
論
の
う
か
が
え
る
の
が
目
に
つ
く
。

そ
の
中
で
白
秋
の
『
邪
宗
門
』
の
序
文
は
象
徴
詩
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と

に
よ
り
、
有
明
の
『
春
鳥
集
』
自
序
と
あ
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
象
徴
詩
と
は
い
う
も
の
の
時
期
と
個
人
差
と
が
ど

の
よ
う
に
そ
の
詩
論
を
性
格
づ
け
関
係
，
つ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

白
秋
は
例
言
の
終
り
に
『
邪
宗
門
』
刊
行
が
有
明
の
好
意
に
よ
る
回
目
を
明
ら

か
に
し
て
お
り
、
と
に
か
く
何
か
の
意
味
で
こ
の
序
文
に
記
す
所
は
有
明
の
主

張
を
意
識
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
刊
行
当
時
は
ど
の
文
芸

上
の
結
社
に
も
党
派
に
も
く
み
せ
ず
そ
れ
に
よ
る
「
罵
鮮
と
銀
肘
と
を
放
れ

て
、
予
は
予
が
独
自
な
る
個
性
の
印
象
に
奔
放
な
る
可
く
、
自
由
な
ら
ん
こ
と

を
欲
す
る
」
と
も
述
べ
て
そ
の
自
立
性
の
強
い
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
は
新
詩
社
を
脱
退
し
て
自
ら
の
道
を
ゆ
こ
う
と
し
た
事
情
が
最
も
強

く
映
さ
れ
、
作
品
と
詩
論
と
に
直
接
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
い
。
詩
論
と
直
接

か
か
わ
る
文
章
は
ま
ず
例
言
中
の
三
番
め
と
四
番
め
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
詩

論
だ
け
を
述
べ
よ
う
と
は
せ
ず
、
当
時
の
他
の
詩
人
達
に
ま
た
批
評
家
に
対
し

て
自
ら
を
主
張
し
よ
う
と
の
意
識
が
非
常
に
強
く
働
い
て
い
る
。
従
っ
て
白
秋

の
象
徴
詩
論
を
究
め
る
に
は
、
彼
が
反
援
し
よ
う
と
し
た
詩
や
批
評
と
い
う
も
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明

石

代

手。

の
を
探
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
表
面
だ
け
を
眺
め
て
手
が
か
り
を
え
易
い
集
中
で
の
形
式
に
つ
い
て
は

「
そ
が
表
向
の
方
法
に
於
て
も
概
ね
か
の
新
し
き
自
由
詩
の
形
式
を
用
ゐ
た

り
o
」
と
述
べ
て
い
て
、
当
時
の
詩
界
の
志
向
す
る
所
に
迎
合
し
た
こ
と
を
示
す

と
考
え
ら
れ
る
。
所
で
白
秋
に
は
改
造
社
刊
の
『
日
本
文
学
全
集
』
第
三
七
巻

に
の
せ
た
「
明
治
大
正
詩
史
概
観
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
例
言
と

つ
な
が
る
自
由
詩
は
そ
の
提
唱
と
推
移
の
あ
り
か
た
と
よ
り
口
語
白
山
詩
の
は

ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
作
年
代
も
新
し
く
而
も
巻
頭
に
の
せ
て
こ
の
集

を
代
表
す
る
と
思
わ
れ
る
「
邪
宗
門
秘
曲
」
の
第
一
節
を
み
る
と
、
七
五
五
七
、

五
五
五
七
、
五
五
五
七
、
五
七
五
七
の
四
行
よ
り
な
る
。
言
葉
も
文
語
で
あ
る
。

ま
た
件
の
概
観
中
に
も
明
治
の
定
型
律
の
例
と
し
て
藤
村
の
七
五
、
五
七
、

八
七
、
泣
市
一
の
八
六
、
七
四
、
六
五
、
有
明
の
五
一
二
、
三
三
・
四
一
二
、
一
三
ニ
・

三
回
、
四
七
六
な
ど
と
並
べ
て
、
集
中
に
「
天
草
雅
歌
」
の
総
題
の
も
と
に
収

め
た
「
角
を
吹
け
」
の
五
五
五
の
形
を
あ
げ
て
い
る
。
明
治
四
十
一
年
十
一
月

の
『
明
星
』
に
の
せ
た
こ
れ
は
、
制
作
年
代
は
や
L
古
い
が
邪
宗
門
詩
風
の
陪

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
言
葉
の
釧
列
に
つ
い
て
は
有
明
の
な
ど
よ
り
も
っ

と
や
わ
ら
か
み
が
考
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
相
馬
御
風
が
最
も
強
く
主
張
し
た

と
い
う
自
由
詩
と
は
へ
だ
た
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
後
年
彼
自
身
も
定
型
律



の
中
に
入
れ
た
『
邪
宗
門
』
中
の
詩
篇
に
つ
い
て
こ
う
強
く
自
由
詩
と
し
た
の

に
は
詩
界
の
動
向
に
つ
い
て
の
非
常
な
配
慮
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
定

型
律
の
批
判
に
伴
な
う
自
由
詩
の
提
唱
に
際
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
詩
集
と
な

っ
た
『
有
明
集
』
に
対
す
る
批
評
の
う
ち
『
帝
国
文
学
』
の
そ
れ
は
、
新
体
詩

界
の
結
社
な
り
党
派
に
は
よ
ら
ず
『
帝
国
文
学
』
と
い
う
雑
誌
の
も
つ
文
学
全

体
の
指
導
と
い
う
客
観
的
立
場
よ
り
の
批
判
と
し
て
よ
く
そ
の
性
格
と
位
置
と

を
捉
え
て
い
る
だ
け
に
、
こ
れ
の
内
容
が
例
言
の
文
章
と
つ
な
が
る
の
に
注
意

さ
れ
る
。
即
ち
新
鮮
な
感
情
を
理
知
で
処
理
す
る
と
い
う
思
索
の
弄
び
す
ぎ
の

た
め
に
切
実
な
興
趣
を
喚
起
せ
ず
、
「
ウ
エ
ル
レ
エ
ヌ
を
始
め
仏
関
西
象
徴
詩

派
の
人
に
そ
れ
か
ら
現
英
の
イ
エ
エ
ツ
な
ど
の
に
見
て
も
、
音
楽
の
ひ
び
き
声

調
の
う
ね
り
が
貫
い
て
居
る
の
に
反
し
、
有
明
氏
の
詩
歌
に
は
声
調
の
美
は
甚

だ
乏
し
い
」
と
は
う
ら
を
返
せ
ば
そ
の
ま
ま
例
言
で
の
主
張
と
な
る
。
そ
の
う

え
、
一
方
で
は
小
説
中
心
に
自
然
主
義
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
な
っ
て
ぎ
た
明

治
四
十
一
年
頃
に
於
て
新
体
詩
界
の
第
一
人
者
は
有
明
と
明
言
し
て
そ
れ
は
広

い
意
味
で
の
自
然
主
義
の
勝
利
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
生
田
長
江
「
自
然
主
義

論
」
明
治
四
一
年
一
一
一
月
『
趣
味
』
所
収
、
『
現
代
文
学
論
大
系
』
二
巻
に
よ
る
）

だ
け
で
は
な
く
、
『
有
明
集
』
を
批
判
は
し
て
も
ま
だ
そ
れ
に
か
わ
る
新
し
い

詩
が
確
立
し
て
お
ら
ず
一
種
の
混
乱
別
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
帝
国
文
学
』
の
雑

報
欄
や
ま
た
衰
退
を
示
し
は
じ
め
た
『
明
星
』
の
あ
り
か
た
な
ど
に
う
か
が
え

る
。
そ
う
し
た
時
に
『
有
明
集
』
批
判
を
地
盤
と
し
て
そ
れ
に
か
わ
る
詩
の
主

張
を
意
図
す
る
こ
と
は
新
体
詩
界
の
注
目
を
あ
び
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め

の
誇
張
が
こ
の
よ
う
な
白
山
詩
と
い
う
言
葉
の
使
用
に
表
わ
れ
た
と
思
え
る
。

と
な
る
と
『
有
明
集
』
の
批
判
の
言
葉
と
き
わ
め
て
密
接
に
つ
な
が
る
情
緒
万

能
の
無
思
想
性
と
音
楽
的
象
徴
と
の
主
張
に
も
実
際
と
は
異
な
る
誇
張
が
あ
り

は
せ
ぬ
か
。

白
秋
は
先
に
も
引
用
し
た
後
年
の
「
概
観
」
に
有
明
の
こ
と
を
「
明
治
の
全

期
を
通
じ
て
最
も
近
代
額
唐
の
燕
習
深
く
、
万
法
に
照
応
し
、
常
に
象
徴
詩
林

の
首
座
に
在
っ
た
詩
宗
は
お
そ
ら
く
こ
の
人
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
い
、
『
有
明

集
』
を
評
し
て
は
有
明
を
象
徴
す
る
彼
の
最
高
の
集
成
芸
術
と
し
て
「
い
さ
さ

か
理
智
と
思
念
に
工
み
、
悪
の
秘
存
を
趣
味
し
、
或
は
霊
蝕
の
陰
影
を
濃
く
彫

塑
し
過
ぎ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
乍
ら
、
こ
の
詩
人
の
ご
と
く
、
日
本
語
葉
の

音
韻
を
聴
き
、
微
妙
の
響
と
色
と
を
黒
髪
の
ご
と
く
生
か
し
て
綜
ね
絢
う
た
名

匠
は
新
体
詩
草
創
以
来
曽
て
無
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
」
と
ま
で
い
う
。
も
と

よ
り
青
年
客
気
の
際
と
齢
不
惑
を
す
ぎ
て
反
省
的
態
度
を
と
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
と
で
は
感
じ
か
た
や
語
調
に
変
化
を
来
す
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
白
秋
の

詩
人
と
し
て
の
秀
れ
た
豊
か
な
感
受
性
を
考
え
る
と
、
有
明
へ
の
評
価
が
そ
れ

ほ
ど
大
き
な
変
化
を
米
す
と
は
思
え
ぬ
。
古
典
な
ど
に
つ
い
て
は
経
験
の
つ
み

重
ね
に
よ
り
次
第
に
そ
の
本
質
を
会
得
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
あ
る
も
の
の
、

同
時
代
の
同
じ
詩
作
に
努
め
る
者
と
し
て
僅
か
に
先
技
後
続
の
関
係
に
あ
る
時

に
は
や
は
り
そ
の
作
品
の
表
わ
れ
た
当
時
の
ほ
う
が
新
鮮
な
感
覚
に
よ
っ
て
味

わ
い
え
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
彼
自
身
そ
の
詩
人
的
出
発
当
時
を
客

観
的
に
「
白
秋
は
『
文
庫
』
の
典
型
と
戸
調
と
に
倦
厭
た
る
と
共
に
自
己
の
美

辞
麗
句
詩
を
も
一
蹴
し
」
て
『
明
星
』
へ
飛
躍
し
た
が
「
彼
は
ま
た
先
進
の
光

耀
と
楽
調
と
に
多
々
恵
ま
れ
た
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
、
朱
の
阿
前
陀
帆
船

の
舵
機
は
目
ま
ぐ
る
し
く
動
い
た
。
彼
は
海
湖
立
日
の
新
航
路
に
於
て
危
ふ
く
有

明
の
黒
船
に
衝
突
し
よ
う
と
し
た
。
云
々
」
（
「
明
治
大
正
詩
史
慨
観
」
）
と
記

し
て
い
る
の
は
軽
く
見
す
ご
せ
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
文
章
の
と
お
り

に
解
釈
す
る
と
、
末
梢
的
な
技
巧
だ
け
で
詩
的
情
感
を
も
た
ぬ
彼
自
ら
の
作
品

の
否
定
が
『
邪
宗
門
』
の
諸
作
品
と
な
っ
て
い
る
の
が
う
か
が
え
る
だ
け
で
は

な
く
、
象
徴
詩
の
創
作
に
努
め
た
こ
と
で
有
明
の
詩
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
か
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に
う
け
と
れ
る
。
し
か
し
、
先
人
が
す
で
に
詩
の
世
界
に
於
て
蹄
し
い
道
を
聞

い
て
く
れ
た
の
に
や
す
／
＼
と
乗
る
こ
と
が
で
き
た
の
を
も
の
べ
て
い
る
次

第
で
、
単
純
な
判
断
は
下
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
文
章
表
現
の
う
え
で
は
、
そ
の
登

場
の
時
期
の
詩
の
状
況
を
考
え
て
『
有
明
集
』
を
強
く
否
定
す
る
努
勢
を
と
る

も
の
の
実
際
に
は
有
明
を
学
ん
で
象
徴
詩
を
作
っ
た
と
す
る
の
が
正
し
い
と
思

え
る
。
そ
れ
で
は
白
秋
の
有
明
よ
り
学
ん
だ
も
の
は
何
か
、
白
秋
自
身
の
純
粋

な
象
徴
詩
の
主
張
は
何
か
。

『
邪
宗
門
』
で
は
い
ろ
／
＼
な
総
題
の
も
と
に
各
詩
篇
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
総
題
の
解
説
の
よ
う
な
ぐ
あ
い
で
散
文
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
体
裁
よ
り
こ
れ
ら
は
序
文
の
言
葉
を
更
に
補
う
と
う
け
と
れ
る
。
そ
の
中
で

「
魔
臨
」
と
「
外
光
と
印
象
」
と
は
長
田
秀
雄
と
太
田
正
雄
と
が
か
い
て
い
る

が
、
文
章
の
調
子
と
内
容
と
が
は
っ
き
り
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
そ
の
体
裁

が
巻
頭
と
「
朱
の
伴
奏
」
と
い
う
白
秋
の
主
観
調
の
文
章
で
緊
張
を
や
わ
ら
げ

て
そ
の
後
に
お
か
れ
た
と
思
え
る
こ
と
と
よ
り
最
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
み

ら
れ
る
。
『
有
明
集
』
刊
行
当
時
を
回
想
し
た
有
明
の
文
章
に
「
川
路
氏
の
口

語
詩
は
河
井
酔
若
氏
が
出
し
て
ゐ
ら
れ
た
「
詩
人
」
誌
上
で
発
表
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
強
烈
な
外
光
の
下
で
種
々
雑
多
な
色
と
音
と
を
交
錯
反
映
す
る
港
の

印
象
的
の
描
写
な
ど
を
見
て
、
わ
た
く
し
は
確
か
に
新
芸
術
が
生
れ
た
と
思
っ

た
。
」
（
大
正
一
一
年
『
有
明
詩
集
』
自
註
）
と
あ
る
の
は
、
外
光
の
印
象
拙
写

が
有
明
の
象
徴
詩
に
は
な
く
新
し
い
詩
歌
の
最
も
鮮
か
な
特
色
と
な
司
た
の
を

示
す
。
そ
の
典
拠
が
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
の
絵
画
で
あ
る
こ
と
は
太
田
正
雄
の
件

の
文
章
に
明
ら
か
で
あ
る
。
所
で
、
文
学
と
絵
画
と
の
関
係
は
す
で
に
有
明
に

も
画
家
詩
人
ロ
セ
ッ
チ
に
傾
倒
し
藤
島
武
二
・
青
木
繁
な
ど
の
画
を
素
材
と
す

る
の
が
あ
り
、
『
明
星
』
に
も
画
の
展
覧
会
の
批
評
が
あ
る
ほ
か
鴎
外
に
も
西

欧
の
絵
画
の
流
派
の
紹
介
や
解
説
が
あ
る
と
い
う
ぐ
あ
い
に
明
治
の
新
し
い
文

学
は
西
欧
の
新
し
い
絵
画
に
学
ぼ
う
と
し
て
展
開
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
も
附
随
的
な
の
に
比
し
、
『
邪
宗
門
』
に
於
て
は
積
極
的
に
手

法
の
採
用
を
宣
言
し
強
烈
な
真
夏
の
外
光
の
状
景
な
ど
を
う
た
う
。

「
魔
眼
」
の
ほ
う
は
当
時
の
『
帝
国
文
学
』
を
の
ぞ
く
だ
け
で
も
う
か
が
え

る
マ
ア
テ
ル
リ
ン
ク
の
作
品
の
紹
介
と
関
係
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
。
「
現
代
青
年

の
悲
京
」
（
四

O
年
四
月
「
雑
報
」
欄
）
が
か
か
れ
、
世
紀
末
と
い
う
こ
と
も

輸
入
さ
れ
て
い
る
の
が
し
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
激
石
や
木
下
尚
江
な
ど
の

小
説
に
藤
村
操
の
哲
学
的
自
殺
が
云
々
さ
れ
る
な
ど
日
本
で
も
転
換
期
の
不
安

が
或
程
度
の
現
実
性
を
以
て
青
年
達
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。
心

の
う
ち
に
陰
併
な
死
の
節
奏
を
感
じ
る
と
い
う
長
田
秀
雄
の
文
章
の
背
後
に
は

そ
う
し
た
時
勢
の
不
安
の
感
情
が
ひ
そ
む
と
思
え
る
が
、
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
の
は
陰
部
と
い
い
死
と
い
う
も
の
の
長
田
秀
雄
の
文
章
に
は
少
し
も
不

安
の
か
げ
は
み
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
魔
限
」
の
文
章
は
普
遍
的
な

底
辺
を
時
勢
に
も
つ
が
、
個
人
的
に
は
そ
の
末
梢
部
分
の
現
象
だ
け
が
う
け
と

ら
れ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
と
な
れ
ば
件
の
文
章
中
の
何
ら
か
の
象
徴
ら
し
く

綴
ら
れ
る
「
す
す
り
な
く
黒
き
部
破
、
歌
う
た
ふ
硝
子
の
イ
ン
キ
輩
、
云
々
」

と
の
言
葉
は
た
だ
感
覚
を
刺
戟
す
る
だ
け
の
道
且
円
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
そ
れ
だ

け
に
一
層
神
経
を
麻
梓
さ
せ
る
ほ
ど
刺
戟
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
「
魔
睡
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
巻
頭
の
「
邪
宗
門
秘
曲
」
中
の
刺

戟
的
な
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
言
葉
は
こ
と
ん
t
・
、
く
こ
の
要
求
に
応
じ
て
い
る
。

と
に
も
か
く
に
も
、
こ
の
よ
う
に
時
勢
な
ど
と
の
関
係
で
今
ま
で
の
も
の
を

更
に
進
め
た
積
極
的
な
主
張
が
白
秋
の
二
人
の
友
人
の
文
章
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
の
に
比
し
白
秋
自
身
の
言
葉
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
紀
行
中
の
作
で
あ

る
の
を
い
う
だ
け
の
文
章
を
除
く
と
「
朱
の
伴
奏
」
と
「
古
酒
」
と
が
詩
論
と

つ
な
が
る
。
そ
の
う
ち
「
古
酒
」
は
こ
の
詩
集
中
で
は
古
い
時
期
の
作
品
で
あ

32 



る
の
を
示
し
、
そ
の
内
容
は
上
田
敏
ら
に
よ
り
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
む
し
ろ
象

徴
詩
を
し
る
者
に
は
常
識
で
あ
る
は
ず
の
官
能
交
錯
の
実
際
を
述
べ
自
ら
の
習

作
と
も
い
え
る
詩
篇
の
象
徴
の
ほ
の
か
な
に
お
い
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
、

白
秋
の
ま
と
ま
っ
た
言
葉
は
何
も
な
い
。
「
米
の
伴
奏
」
は
「
凡
て
情
緒
也
。
」

と
い
う
が
、
『
明
星
』
の
終
刊
号
（
四
一
年
一
一
月
）
に
太
田
水
穂
が
「
最
近

文
芸
史
上
に
於
け
る
明
星
詩
派
の
位
置
」
と
題
し
て
「
明
星
詩
派
」
を
概
観
し

維
新
以
後
の
明
治
の
新
し
い
文
芸
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の
趣
を
も
つ
が
「
此
の
内

こ
と
に
そ
の
特
性
を
発
揮
し
て
空
想
の
跳
躍
に
委
し
た
趣
の
あ
る
の
が
、
明
星

詩
派
で
あ
る
の
だ
。
明
星
詩
派
は
真
に
わ
が
国
最
近
に
於
け
る
情
緒
主
義
の
田
町

騰
的
極
致
と
云
へ
ょ
う
0

」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
情
緒
万
能
は
今
吏
の
よ

う
に
述
べ
る
ま
で
も
な
く
『
明
星
』
中
心
に
特
に
培
わ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の

こ
と
な
の
で
為
る
。
情
緒
と
い
う
だ
け
で
は
こ
の
よ
う
に
何
ら
積
極
的
な
主
張

の
意
味
は
な
い
が
、
続
け
て
心
の
動
き
情
緒
の
あ
ら
わ
れ
を
「
紅
の
戦
慨
に
盲

ひ
た
る
ヰ
オ
ロ
ン
の
響
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
赤
き
絶
叫
の
な
か
に
ほ
の
か

に
出
叩
け
る
こ
ほ
ろ
ぎ
の
音
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
所
に
音
楽
的
象
徴
と
し
て
の

主
張
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
更
に
「
紅
の
戦
傑
」
「
赤
き
絶
叫
」
な
ど
心
理

現
象
に
色
を
み
る
こ
と
に
独
自
性
を
示
そ
う
と
し
た
と
う
け
と
れ
ぬ
で
も
な
い

が
、
も
と
／
＼
官
能
の
交
錯
は
近
代
象
徴
の
手
法
と
し
て
上
田
敏
が
紹
介
し
、

有
明
が
強
く
示
し
て
い
る
。
た
だ
特
に
と
り
た
て
て
音
楽
と
結
び
つ
け
よ
う
と

せ
ぬ
だ
け
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
音
楽
的
象
徴
と
い
う
こ
と
は
先
に
も
ふ
れ
た
よ

う
に
『
有
明
集
』
批
判
の
意
識
と
も
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
否
め
ぬ
。
し

か
し
、
白
秋
の
作
品
そ
の
も
の
の
系
列
を
眺
め
る
と
う
た
え
る
よ
う
な
リ
ズ
ム

の
あ
る
の
が
多
い
。
『
邪
宗
門
』
中
の
詩
篇
は
白
秋
の
生
来
的
な
も
の
を
自
由

に
う
た
い
あ
げ
た
『
思
ひ
出
』
の
詩
篇
と
比
較
す
る
と
か
な
り
か
た
い
が
、
そ

れ
で
も
う
た
え
る
調
子
が
ひ
そ
む
の
は
見
逃
せ
ぬ
。
要
す
る
に
音
楽
的
象
徴
と

は
、
理
論
的
に
自
己
の
主
張
と
し
て
究
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
白
秋
に
生

来
的
な
う
た
え
る
リ
ズ
ム
感
が
正
面
に
お
し
だ
さ
れ
た
と
い
う
非
常
に
個
人
的

な
好
み
と
資
質
と
を
強
い
支
え
と
す
る
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
。
市
も
そ
れ
が

丁
度
時
を
え
た
と
い
う
こ
と
が
あ
た
か
も
新
し
い
象
徴
詩
の
理
論
の
よ
う
に
装

わ
し
め
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
積
極
的
な
主
張
は
友
人
に
よ
る
の
で
あ
っ
て

白
秋
自
身
の
は
非
常
に
消
極
的
で
倒
人
の
本
来
的
な
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
二
人
の
友
人
は
白
秋
に
よ
れ
ば
白
秋
と
共
に
「
昼
革
派
の
延

長
で
あ
っ
た
『
明
星
』
に
と
っ
て
は
異
様
新
装
の
外
来
人
で
あ
っ
た
o
」
の
で
あ

り
、
長
田
秀
雄
は
「
若
き
に
似
ず
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
一
種
の
桃
成
派
で
」
「
深

沈
と
狙
ひ
、
工
み
て
構
成
し
」
太
田
正
雄
は
「
医
科
大
学
生
で
あ
り
、
洋
画
の

ア
マ
チ
コ
ア
で
あ
り
、
美
、
殊
に
近
代
趣
味
の
探
究
者
で
あ
っ
た
」
（
「
明
治
大

正
詩
史
概
観
」
）
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
よ
り
世
代
的
に
共
通
で
ゐ
る
一
一
一
人

が
同
じ
新
し
い
詩
歌
の
創
作
に
努
め
つ
つ
そ
れ
ん
＼
の
性
質
と
学
殖
と
を
補
い

あ
う
関
係
に
あ
る
と
し
ら
れ
、
白
秋
の
も
ち
あ
わ
さ
ぬ
新
知
識
の
愉
入
と
理
論

構
成
と
を
こ
の
二
人
が
う
け
も
つ
形
に
な
っ
て
い
る
の
が
『
邪
宗
門
』
を
成
立

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
邪
宗

門
』
中
の
直
接
作
品
と
つ
な
が
る
文
章
の
検
討
に
於
て
白
秋
個
人
の
詩
人
的
資

質
が
詩
に
つ
い
て
の
知
識
と
理
論
以
外
に
非
常
に
強
く
働
き
そ
れ
が
今
ま
で
の

詩
に
な
い
新
鮮
さ
を
も
つ
の
が
う
か
が
え
た
が
、
序
文
中
の
特
に
作
品
と
密
着

し
て
そ
れ
の
効
果
を
み
め
げ
る
よ
う
留
意
さ
れ
而
も
そ
の
象
徴
詩
論
め
い
た
も
の

を
述
べ
た
文
章
に
は
、
な
お
の
こ
と
白
秋
の
生
来
的
な
も
の
が
そ
の
詩
の
新
し

さ
と
な
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
が
う
か
が
え
る
は
ず
と
思
え
る
。

そ
れ
は
「
邪
宗
門
扉
銘
」
と
あ
わ
せ
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
一
民
銘
が

ダ

γ
テ
の
『
神
曲
』
の
地
獄
界
三
歌
の
地
獄
門
上
の
彫
文
に
則
っ
て
い
る
の
は
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－
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
文
章
表
現
の
上
で
は
上
田
敏
の
『
詩
聖
ダ
ン
テ
』

の
解
説
と
鴎
外
の
『
即
興
詩
人
』
中
の
訳
と
を
換
骨
奪
胎
し
た
と
い
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
う
い
う
の
は
単
に
文
章
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
か
な
り
重
要
な
意
味

が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
と
／
＼
『
神
曲
』
が
早
く
わ
が
新
体
詩
人
達
に
も

し
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
夙
に
有
明
な
ど
の
回
想
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
三

十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
敏
の
『
詩
聖
ダ
γ
テ
』
が
好
著
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
正

確
な
知
識
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
り
、
近
代
象
徴
詩
の
方
法
の
一
端
も
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
め
ざ
ま
し
草
』
な
ど
に
の
っ
た
鴎
外
の
解
説
も
有
明

の
象
徴
詩
に
大
き
な
導
き
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
『
飛
雲
抄
』
中
の
諸
文
章
に

明
ら
か
で
あ
る
。
鴎
外
訳
の
『
即
興
詩
人
』
の
刊
行
が
明
治
三
十
五
年
で
あ
る

の
を
考
え
る
と
、
こ
の
主
人
公
の
『
神
曲
』
へ
の
傾
倒
感
激
は
時
宜
に
応
じ
て

新
し
い
文
学
に
志
す
者
達
の
心
の
糧
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
裏
付
け

る
か
の
よ
う
に
『
邪
宗
門
』
中
の
詩
篇
に
は
件
の
『
即
興
詩
人
』
よ
り
何
ら
か

の
材
や
暗
示
を
え
た
か
と
思
え
る
作
品
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
郎
銘

の
文
章
の
表
現
に
は
新
し
い
詩
歌
の
動
き
の
系
譜
が
う
ら
う
ち
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
一
扉
銘
の
内
容
は
と
い
え
ば
、
こ
れ
に
つ
づ
く
文
章
の
内
容
を
最
も
端

的
に
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
内
容
の
説
明
は
後
の
文
章
に
あ
る
こ
と
に
な

る
が
、
こ
の
文
章
の
表
現
の
限
り
で
は
こ
の
文
章
の
性
質
は
説
明
す
る
こ
と
で

も
主
張
す
る
こ
と
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
極
め
て
主
情
的
に
感
動
を
あ
ら

わ
す
の
に
重
点
を
お
い
た
文
章
と
う
け
と
れ
る
の
で
あ
る
。
構
造
内
容
を
分
析

検
討
し
て
み
る
と
、
表
現
商
だ
け
で
感
じ
と
れ
る
主
情
性
は
実
際
の
作
品
と
相

侠
っ
て
白
秋
の
象
徴
詩
の
特
色
を
し
り
う
る
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

冒
頭
の
「
詩
の
生
命
は
暗
示
に
し
て
単
な
る
事
象
の
説
明
に
非
ず
。
」
は
一

応
一
般
的
な
詩
の
あ
り
か
た
を
述
べ
た
と
う
け
と
れ
る
が
、
文
章
全
体
の
中
で

の
位
置
を
み
る
と
、
こ
れ
だ
け
が
遊
離
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
書
き
か
た
は

以
下
に
展
開
さ
れ
る
は
ず
の
本
論
の
い
と
ぐ
ち
と
し
て
普
通
な
の
で
あ
る
が
、

こ
の
序
文
で
は
こ
の
言
葉
を
も
と
と
し
て
詩
論
は
く
み
た
て
ら
れ
ず
限
の
多
い

心
の
う
ち
が
象
徴
と
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
異
に
す
る

文
章
が
安
易
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
／
＼
詩

に
於
て
暗
示
の
妙
を
つ
く
す
こ
と
が
目
標
で
あ
る
の
は
倣
の
『
詩
型
ダ
ン
テ
』

中
に
す
で
に
自
明
の
よ
う
に
か
か
れ
て
い
る
。
有
明
が
『
春
鳥
集
』
自
序
で
説

い
た
象
徴
詩
論
も
陥
示
の
妙
を
つ
く
す
た
め
の
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
新
体
詩
、
そ
の
中
で
も
特
に
象
徴
詩
を
創
ろ
う
と
す
る
者
は
当
然
心
え
て

お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
の
ゆ
え
に
、
白
秋
の
頃
に
あ
っ
て
は
一
層
理
論
的
意
識

な
し
に
本
性
的
に
う
け
と
ら
れ
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
そ
う
し
た
性
質
の
言

葉
と
な
れ
ば
主
情
性
の
文
章
と
は
す
な
お
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ

づ
く
「
わ
が
象
徴
の
本
旨
」
と
述
べ
た
文
章
が
序
文
中
の
中
心
で
あ
る
の
は
序

文
の
も
つ
意
義
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
そ
の
主
情
性

の
ゆ
え
に
論
理
の
す
じ
を
お
い
が
た
い
が
、
『
海
湖
音
』
の
序
文
の
象
徴
の
用

を
云
々
し
た
文
章
と
つ
な
が
る
ふ
し
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
『
海
湖
音
』
で

の
「
詩
人
も
未
だ
説
き
及
ぼ
さ
ざ
る
言
語
道
断
の
妙
趣
」
が
「
詩
人
の
観
想
に

類
似
し
た
る
一
の
心
状
を
読
者
に
与
」
え
る
こ
と
を
意
図
す
る
象
徴
の
方
法
に

よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
と
す
る
解
釈
に
よ
り
、
白
秋
の
い
う
所
を
文
章
に
も
言
葉

に
も
表
現
し
が
た
い
情
趣
が
心
の
す
す
り
な
き
と
音
楽
の
た
の
し
み
と
に
よ
っ

て
表
わ
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
が
そ
の
象
徴
詩
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
意
味
が
明

ら
か
に
と
お
る
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
例
言
の
い
う
所
と
も
通
じ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
三
者
を
比
べ
て
み
る
と
、
『
海
糊
音
』
の
は
最
も
論
理
的
で
普
遍
客

観
的
に
象
徴
詩
の
効
用
を
説
明
し
て
い
る
。
『
邪
宗
門
』
の
例
言
で
は
白
秋
が

用
い
た
象
徴
の
方
法
は
示
さ
れ
一
応
そ
の
作
品
を
客
観
的
に
扱
う
所
よ
り
の
べ

ら
れ
て
い
る
の
に
比
し
、
象
徴
詩
を
創
る
心
の
経
過
が
作
者
の
が
わ
よ
り
述
べ
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ら
れ
る
の
が
こ
こ
の
文
章
で
、
「
わ
が
象
徴
の
本
旨
」
と
は
象
徴
詩
創
作
を
求

め
る
白
秋
の
心
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
気
が
つ
く
。
普
遍
的
な
象
徴
詩
の
概
念

に
根
ざ
し
て
白
秋
の
解
釈
し
主
張
し
よ
う
と
す
る
象
徴
の
本
質
と
い
う
こ
と
は

意
味
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
尤
も
こ
こ
の
文
章
よ
り
白
秩
の
創
造
の
心
と
そ
の
作
品

と
の
関
係
に
う
か
が
え
る
特
色
を
客
観
的
に
把
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
感
傷
と
享
楽
と
で
表
現
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
に
つ
づ
く
「
さ
れ
ば
我
ら
は
神
秘
を
尚
び
」
以
下
の
文
章
は
、
集
中
の

作
品
に
示
さ
れ
た
白
秋
の
好
む
ま
ま
の
う
た
い
ぶ
り
と
素
材
と
を
述
べ
て
い
る

こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
「
神
秘
を
尚
び
」
「
夢
幻
を
歓
」

ぶ
こ
と
は
「
腐
欄
し
た
る
額
唐
の
紅
を
慕
ふ
」
の
と
ど
う
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う

か
。
文
章
の
表
現
面
と
作
品
と
の
関
係
よ
り
眺
め
て
、
「
波
霧
」
と
い
う
作
品

を
背
景
に
し
て
「
青
白
き
月
光
の
も
と
に
歌
献
く
大
理
石
の
咲
歎
」
は
神
秘
の

か
げ
を
も
ま
と
う
頼
れ
た
官
能
を
表
わ
し
、
「
暗
紅
に
う
ち
濁
り
た
る
挨
及
の

濃
霧
に
苦
し
め
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
随
」
は
題
名
と
表
現
と
に
特
に
音
楽
的
効

果
を
狙
っ
て
い
る
「
鈴
の
音
」
に
よ
り
人
生
の
不
可
思
議
に
思
い
至
っ
た
詩
人

の
哀
愁
が
幻
想
的
象
徴
を
こ
こ
に
え
た
も
の
と
し
ら
れ
る
。
「
落
日
の
な
か
に

笑
へ
る
ロ
マ
ソ
チ
ッ
シ
ュ
の
音
楽
」
と
は
タ

γ
ホ
イ
ザ
l
の
楽
劇
に
よ
っ
て
醸

さ
れ
る
幻
想
に
心
の
う
ち
を
表
わ
す
「
序
楽
」
と
い
う
作
品
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
実
際
の
作
品
を
媒
介
に
し
て
神
秘
を
尚
ぶ
こ
と

と
額
唐
の
紅
を
慕
う
デ
カ
ダ
ン
ス
と
は
極
め
て
密
着
し
て
い
る
と
し
ら
れ
る

が
、
「
幼
児
疎
殺
の
前
後
に
起
る
心
状
の
悲
し
き
叫
」
の
ば
あ
い
は
、
こ
こ
に

挿
入
さ
れ
た
石
井
柏
亭
の
「
幼
児
傑
殺
」
と
題
す
る
版
画
と
つ
な
が
る
。
そ
し

て
幼
児
棟
殺
だ
け
で
キ
リ
ス
ト
誕
生
時
の
ヘ
ロ
デ
王
に
よ
る
そ
れ
を
想
い
お
こ

す
。
白
秋
も
そ
れ
を
い
う
と
は
件
の
版
画
の
示
す
所
で
、
か
く
て
キ
リ
ス
ト
教

が
邪
宗
と
さ
れ
た
昔
の
事
よ
り
『
邪
宗
門
』
と
い
う
題
名
及
び
白
秋
ら
の
詩
の

仲
間
を
「
我
ら
近
代
邪
宗
門
の
徒
」
と
す
る
こ
と
と
の
密
接
な
関
係
を
考
え
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
手
が
か
り
と
な
る
の
は
同
時
に
創
作
の
秘
密

を
も
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
巻
頭
の
「
邪
宗
門
秘
曲
」
と
い
う
作
品
を
あ

げ
う
る
。
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
と
歴
史
と
に
は
何
の
関
係
も
な
い
た

だ
文
字
ど
お
り
の
邪
宗
と
い
う
言
葉
に
ま
つ
わ
る
幻
想
の
展
開
だ
け
が
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
及
び
殉
教
者
の
流
し
た
血
は
末
梢
感
覚
を
強
烈
に
刺
戟
す
る
も
の
と

し
て
魔
法
と
い
う
怪
奇
な
幻
惣
の
道
具
だ
て
と
な
る
に
す
ぎ
ぬ
a

而
も
そ
の
幻

想
は
色
彩
的
に
は
極
め
て
鮮
か
な
美
麗
さ
と
輝
き
と
を
も
ち
感
触
・
呑
気
に
於

て
も
非
常
に
豪
華
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
幼
児
疎
殺
は
へ
ロ

デ
王
の
こ
と
と
本
質
的
関
係
は
な
く
現
象
面
だ
け
で
邪
宗
と
の
結
び
つ
き
に
一

層
の
怪
奇
と
残
虐
性
を
お
び
た
も
の
と
し
て
刺
戟
的
に
用
い
ら
れ
た
と
容
易
に

解
釈
で
き
る
u

心
状
の
悲
し
き
叫
も
要
す
る
に
刺
戟
性
の
感
覚
的
な
も
の
に
す

ぎ
ず
、
近
代
邪
宗
門
の
徒
も
好
ん
で
末
制
感
覚
の
刺
戟
を
う
た
う
者
を
立
味
す

る
こ
と
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
更
に
こ
こ
に
至
っ
て
、
個
々
の
作
品
を

主
に
ふ
ま
え
て
述
べ
て
い
た
の
が
詩
集
全
体
の
も
つ
感
じ
を
縁
は
あ
り
な
が
ら

作
品
中
に
そ
の
ま
ま
で
は
求
め
ら
れ
ぬ
言
葉
で
も
っ
と
刺
戟
的
に
語
る
姿
勢
を

と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
の
変
化
は
、

一
応
は
文
章
構
成
の
上
よ
り
最
後
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
る
た
め
の
も
り
あ
げ
を

図
っ
た
と
す
る
の
が
正
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
か
く
て
「
黄
蝋
の
腐
れ
た
る
絶

間
な
き
痩
鯵
」
「
ヰ
オ
ロ

γ
の
＝
百
絃
を
擦
る
峡
覚
」
「
公
硝
子
に
う
ち
嘘
ぶ

ウ
キ
ス
キ
イ
の
鋭
き
神
経
」
「
人
間
の
脳
髄
の
色
し
た
る
毒
草
の
匂
深
き
た
め

い
き
」
「
官
能
の
施
睡
の
中
に
疲
れ
歌
ふ
鴬
の
哀
愁
」
は
そ
う
い
う
姿
勢
の
も

と
に
つ
づ
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。

腐
れ
た
も
の
を
う
た
う
の
は
「
腐
れ
た
る
石
の
油
に
画
く
て
ふ
」
（
邪
宗
門

秘
曲
）
「
わ
か
き
日
の
そ
の
夢
の
呑
の
腐
蝕
」
（
室
内
庭
園
）
「
腐
れ
た
る
曲
の
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緑
」
（
天
鵡
紋
の
に
は
ひ
）
な
ど
と
非
常
に
多
い
が
、
ヰ
オ
ロ
ソ
を
伯
明
党
で
把
え

る
の
は
「
か
か
る
と
き
、
お
ぼ
め
き
摩
る
〈
日
o
－oロ
の
な
や
み
の
絃
の
手
触
の

に
ほ
ひ
の
重
さ
」
（
蜜
の
室
）
を
あ
げ
る
え
よ
う
か
。
円
以
硝
子
と
ウ
イ
ス
キ
ー
の
配

合
は
実
作
に
は
な
く
欄
熱
を
う
ら
う
ち
し
た
陰
岱
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
公
硝

子
を
と
り
あ
げ
都
会
的
な
感
覚
を
ウ
イ
ス
キ
ー
で
表
わ
す
の
が
み
ら
れ
る
。
毒

草
も
魔
睡
も
『
邪
宗
門
』
中
の
主
な
素
材
な
が
ら
序
文
中
の
言
葉
と
密
着
す
る

用
例
は
み
え
ぬ
。
而
も
序
文
で
の
言
葉
の
ほ
う
が
作
品
よ
り
も
更
に
刺
戟
的
な

の
で
あ
る
。
も
と
／
＼
序
文
は
本
文
を
解
説
し
て
そ
の
効
果
を
あ
げ
る
役
を
な

す
も
の
で
従
属
性
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
所
が
こ
こ
の
文
章
は
元
来
散

文
詩
の
趣
を
も
っ
序
文
全
体
の
中
で
特
に
醜
と
怪
奇
と
欄
れ
と
に
徹
し
最
も
額

廃
的
で
、
起
さ
れ
る
幻
想
に
伴
な
う
感
傷
は
他
の
部
分
よ
り
少
い
。
つ
ま
り
こ

の
部
分
は
単
に
詩
篇
に
だ
け
地
盤
を
も
っ
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
独
自
的
な
強
さ
が

認
め
ら
れ
る
。
と
な
る
と
こ
れ
が
何
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
か
を
探
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
が
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
自
然
主
義
文
学
と
の
関
係
で
あ
る
。

こ
の
序
文
の
か
か
れ
た
明
治
四
十
二
年
一
月
当
時
は
す
で
に
小
説
の
世
界
で

は
『
破
戒
』
の
あ
と
『
部
団
』
に
一
応
自
然
主
義
小
説
と
し
て
の
完
成
を
み
、

自
然
主
義
文
学
に
つ
い
て
の
評
論
が
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
序
文
執
筆
に
何
ら
か
の
意
味
で
最
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
の
四
十
一
年
に

は
白
鳥
の
『
何
処
へ
』
花
袋
の
『
一
兵
卒
』
『
生
』
虚
子
の
『
俳
諮
師
』
藤
村

の
『
春
』
荷
風
の
『
あ
め
り
か
物
語
』
激
石
の
『
三
四
郎
』
な
ど
が
発
表
さ

れ
、
こ
こ
に
は
所
謂
自
然
主
義
文
学
と
は
さ
れ
ぬ
の
も
含
ま
れ
そ
れ
ん
＼
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
異
に
し
つ
つ
青
年
の
虚
無
性
が
共
通
に
潜
む
。
そ
の
虚
無
性
は
現
象

的
に
は
本
能
の
快
楽
だ
け
を
お
い
末
梢
感
覚
の
刺
戟
を
弄
す
る
だ
け
の
こ
と
と

直
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
主
，
義

文
学
と
あ
る
程
度
か
よ
う
文
学
的
地
盤
が
わ
が
国
に
も
い
ろ
い
ろ
な
社
会
状
勢

と
の
関
係
で
で
き
、
そ
れ
が
非
常
に
強
く
文
学
全
般
に
影
響
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
の
表
わ
れ
と
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
白
秋
も
こ
う
し
た
文
学
的
地
盤
に
た

つ
は
ず
で
、
散
文
形
式
に
於
て
本
能
の
追
究
が
充
分
開
か
れ
た
の
に
容
易
に
の

り
え
て
自
由
に
述
べ
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
韻
文
形
式
で
は
、
自
然
主
義

の
主
張
を
結
突
さ
せ
よ
う
と
す
る
過
程
に
あ
っ
て
白
秋
の
い
う
自
由
詩
も
ま
だ

そ
れ
ま
で
の
定
型
律
に
も
と
づ
く
の
は
先
に
も
ふ
れ
た
所
で
あ
る
。
と
に
か
く

文
学
形
式
の
歴
史
的
条
件
の
差
が
序
文
と
詩
篇
と
の
聞
に
は
あ
る
と
思
え
る
。

結
び
の
「
灰
か
な
る
角
笛
の
音
に
逃
れ
入
る
緋
の
天
鵡
紋
の
手
触
の
棄
て
難

さ
」
は
こ
の
言
葉
だ
け
で
考
え
る
限
り
で
は
前
の
文
章
に
対
し
て
自
然
主
義
的

あ
り
か
た
と
は
違
う
も
の
に
ひ
か
れ
歌
う
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
れ
の
内
容
は
作
品
中
の
用
語
例
よ
り
牧
歌
的
な
味
わ
い
と
豪
華

に
し
て
夢
幻
的
な
姉
き
と
触
覚
と
に
人
間
の
官
能
の
喜
び
を
う
た
わ
ず
に
は
お

ら
れ
ぬ
こ
と
を
述
べ
た
と
み
ら
れ
、
従
っ
て
そ
れ
は
醜
怒
怪
奇
な
ど
と
は
異
質

で
あ
る
が
、
感
傷
と
享
楽
性
と
が
感
じ
と
れ
る
。
所
で
、
も
と
／
＼
感
傷
と
享

楽
と
は
白
秋
の
い
う
象
徴
の
本
旨
に
於
て
も
貫
か
れ
て
い
る
性
格
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
白
秋
の
文
章
と
し
て
は
他
の
部
分
よ
り
感
傷
性
は
少
い
と
い
う
も
の
の

「
悲
し
き
叫
」
と
か
「
哀
愁
」
と
か
の
感
傷
的
な
言
葉
が
な
ま
で
使
わ
れ
て
い

る
の
が
わ
が
国
の
自
然
主
義
文
学
を
直
接
の
地
盤
と
し
て
い
る
と
思
え
る
文
章

中
に
も
み
ら
れ
る
。
も
と
も
と
わ
が
自
然
主
義
文
学
も
非
常
に
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
こ
と
は
先
に
あ
げ
た
諸
作
品
の
虚
無
性
に
も
う
か
が
え
る
が
、
集
中
の

「
魔
雌
」
に
示
す
長
田
秀
雄
の
文
章
と
比
べ
る
と
、
白
秋
の
資
質
に
は
特
に
感

傷
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
白
秋
の
主
張
を
一
示
す
文
章
と
具
体
的

に
作
品
の
傾
向
を
示
す
文
章
と
の
性
格
の
一
致
は
、
白
秋
が
自
ら
意
識
し
て
い

る
好
み
と
実
作
の
性
格
が
一
致
し
て
い
る
の
を
表
わ
す
こ
と
と
な
り
、
と
に
か

く
『
邪
宗
門
』
は
白
秋
の
生
来
的
な
も
の
が
地
盤
を
え
て
結
実
し
た
と
認
め
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。

所
で
、
以
上
に
み
て
き
た
文
章
の
内
容
を
簡
潔
に
示
す
も
の
と
し
て
「
邪
宗

門
扉
銘
」
は
一
応
文
字
ど
お
り
そ
の
ま
ま
う
け
と
れ
る
が
、
「
曲
節
の
悩
み
」

「
神
経
の
に
が
き
魔
眠
」
の
悩
み
や
に
が
き
が
ど
の
程
度
の
重
み
を
も
つ
で
あ

ろ
う
か
。
「
曲
節
の
悩
み
」
は
音
楽
性
の
強
調
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
と
づ
く

と
思
え
る
が
、
白
秋
の
い
う
音
楽
的
象
徴
は
先
に
み
た
よ
う
に
そ
れ
ま
で
の
象

徴
詩
に
全
然
な
い
性
質
で
は
な
く
本
来
あ
る
は
ず
の
音
楽
性
が
充
分
に
表
わ
さ

れ
ぬ
こ
と
へ
の
批
判
に
彼
の
資
質
が
適
合
し
て
唱
え
た
に
す
ぎ
ぬ
。
そ
の
ゆ
え

に
本
来
的
な
意
味
で
の
抵
抗
は
認
め
ら
れ
ぬ
。
従
っ
て
こ
こ
の
悩
み
は
新
体
詩

も
し
く
は
そ
の
中
の
象
徴
詩
と
い
う
全
体
的
な
様
式
の
問
題
に
か
か
わ
ら
ぬ
個

人
の
技
巧
上
の
苦
心
に
と
ど
ま
る
と
み
ら
れ
る
。
神
経
の
に
が
き
と
い
う
言
葉

は
例
言
中
に
も
「
刺
戟
苦
き
神
経
の
悦
楽
」
と
使
わ
れ
て
い
る
。
尤
も
例
言
の

言
葉
で
は
悦
楽
に
最
も
重
点
が
あ
り
一
以
銘
で
は
魔
睡
に
重
み
が
あ
る
は
ず
で
、

魔
睡
も
長
田
秀
雄
の
文
章
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
全
然
不
安
の
念
の
な
い
快
楽
の

た
め
の
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
し
か
し
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
正

し
く
は
麻
酔
か
痢
酔
で
あ
る
べ
き
な
の
に
魔
艇
と
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
邪

宗
な
ど
と
考
え
あ
わ
せ
て
悪
魔
に
魂
を
う
り
渡
す
こ
と
と
の
つ
な
が
り
で
こ
の

よ
う
な
字
に
無
意
識
か
有
意
識
か
で
ひ
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
な
る

と
か
な
り
人
間
存
在
の
不
安
に
徹
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
、
世
紀
末
の
不
安
に

も
と
づ
く
神
経
の
鋭
い
働
き
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
所
が
、
象
徴
詩
論
と

し
て
例
言
を
も
含
め
て
序
文
全
体
を
有
明
の
『
春
鳥
集
』
に
示
し
た
の
と
比
べ

る
と
、
個
人
の
好
み
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
感
じ
が
強
い
。
有
明
の
詩
論
は
実
作

で
の
試
み
を
裏
づ
け
と
し
つ
つ
因
襲
的
方
法
へ
の
対
決
と
し
て
自
然
観
芸
術
観

ま
で
つ
な
が
る
の
が
は
っ
き
り
・
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
開
拓
さ
れ
た
有

明
の
象
徴
詩
が
わ
が
国
の
新
体
詩
史
の
う
え
に
於
て
、
官
能
解
放
の
突
を
あ
げ

対
象
把
握
の
方
法
と
そ
れ
の
直
接
的
な
表
現
に
今
ま
で
の
概
念
的
な
因
襲
を
打

破
し
て
近
代
西
欧
文
学
と
か
よ
う
画
期
的
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
別
に
検
討

し
た
所
で
あ
る
（
『
文
学
史
研
究
』
第
十
号
に
掲
載
予
定
）
。
そ
れ
に
比
し
白
秋

の
説
く
姿
勢
と
内
容
と
は
既
に
み
た
よ
う
に
論
理
的
な
普
遍
性
を
も
た
ず
個
人

の
好
み
と
資
質
と
に
よ
る
象
徴
詩
で
あ
り
方
法
で
あ
る
ゆ
え
に
、
芸
術
観
自
然

観
と
は
全
然
結
び
つ
か
ぬ
の
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
で
あ
る
の
に

扉
銘
の
件
の
言
葉
だ
け
が
世
界
観
と
結
び
つ
く
普
遍
性
を
も
っ
と
は
考
え
ら
れ

ぬ
。
長
田
秀
雄
の
文
章
の
ば
あ
い
に
も
直
接
の
反
映
は
な
い
が
当
時
の
状
勢
に

地
盤
を
も
つ
の
が
認
め
ら
れ
た
が
、
白
秋
の
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
解
釈
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
彼
ら
二
人
に
は
個
人
差
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
白
秋
に
生
来
の
感
傷
性
が
著
し
い
の
に
比
し
、
秀
雄
の
に
は
感
傷
は
な

い
。
そ
こ
で
世
紀
末
の
不
安
と
つ
な
が
る
神
経
の
に
が
さ
を
白
秋
が
感
じ
る
の

は
、
そ
の
資
質
の
感
傷
性
が
世
界
観
な
ど
と
し
て
は
把
め
ぬ
も
の
の
本
能
的
に

不
安
を
感
じ
と
っ
て
い
る
の
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
や
は
り

当
時
の
文
学
環
境
と
社
会
状
勢
と
が
は
っ
き
り
地
盤
に
な
っ
て
い
る
の
は
否
め

ぬ
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
白
秋
の
個
人
の
好
み
を
強
調
し
た
そ
の
象
徴
詩
も
つ
き
つ
め
て
ゆ
く

と
、
新
体
詩
展
開
の
方
向
を
把
え
て
普
遍
的
な
地
盤
を
正
し
く
ふ
ま
与
え
て
い
る

と
い
え
る
。
唯
そ
の
ふ
ま
え
か
た
が
論
理
的
に
客
観
的
に
理
論
を
た
て
て
っ
き

つ
め
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
よ
り
多
く
そ
の
本
来
の
資
質
を
支
え
と
し
た
た
め
に

日
本
人
の
日
本
語
の
詩
と
し
て
は
代
表
的
な
結
突
を
一
示
し
え
た
が
、
象
徴
詩
の

理
論
そ
の
も
の
に
は
何
も
つ
け
加
え
ず
従
っ
て
象
徴
詩
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
と

は
な
ら
な
か
っ
た
の
が
序
文
の
あ
り
か
た
よ
り
は
っ
き
り
し
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
象
徴
詩
及
び
詩
論
と
し
て
の
独
立
性
を
も
っ
有
明
の
『
春
鳥

（
以
下
幻
頁
へ
つ
づ
く
）
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