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中
原
中
也
詩
に
お
け
る
運
動
性

―
形
式
と
〈
ず
れ
〉
に
注
目
し
て

武
久
真
士

は
じ
め
に

中
原
中
也
の
詩
は
比
較
的
整
序
さ
れ
た
形
式
を
と
り
つ
つ
も
、
多
く

の
場
合
字
下
げ
や
音
数
の
破
調
と
い
っ
た
〈
ず
れ
〉
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
定
型
性
と
〈
ず
れ
〉
と
の
並
存
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
神
保
光
太
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

彼
の
詩
業
に
は
時
間
的
進
展
は
見
ら
れ
な
い
と
い
つ
た
が
、
進
歩

と
い
ふ
概
念
に
代
ふ
る
に
、
彼
に
は
多
彩
な
変
化
を
身
に
し
て
ゐ

た
。
そ
れ
は
砕
け
て
は
散
り
、
散
つ
て
は
又
、
凝
ま
る
渦
巻
の
よ

う
に
烈
し
い
。
［
中
略
］
形
式
の
点
で
彼
の
詩
は
飽
く
ま
で
伝
統

的
で
あ
り
、
寧
ろ
十
年
一
日
の
ご
と
く
あ
つ
た
と
さ
へ
想
は
れ
る

（

）
。

1

中
原
の
詩
に
は
「
多
彩
な
変
化
」
が
あ
っ
た
が
、
形
式
の
点
で
は

「
伝
統
的
」
な
の
だ
と
い
う
。
『
四
季
』
の
同
号
で
、
津
村
信
夫
も
同

様
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
津
村
に
よ
れ
ば
、
中
原
の
詩
は
「
比
較

的
す
わ
り
の
よ
い
こ
の
外
観
」
を
持
ち
な
が
ら
、
「
そ
の
う
ち
で
暢
び

や
か
に
制
肘
な
く
歌
は
れ
て
ゐ
る
」（
）
。
こ
の
よ
う
に
、
中
原
は
詩
に

2

整
っ
た
形
式
を
採
用
し
つ
つ
も
、
そ
の
形
式
に
縛
ら
れ
ず
に
自
由
に
詩

作
し
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
先
行
研
究
で
も
し
ば
し
ば
議

論
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
ば
加
藤
邦
彦
は
、
中
原
に
と
っ

て
定
型
と
は
あ
く
ま
で
自
由
に
選
択
さ
れ
る
形
式
の
ひ
と
つ
な
の
だ
と

指
摘
す
る
（

）
。
た
し
か
に
中
原
は
ソ
ネ
ッ
ト
を
作
成
し
つ
つ
も
、
立

3

原
道
造
『
萱
草
に
寄
す
』（
私
家
版
、
一
九
三
七
）
の
よ
う
に
ソ
ネ
ッ

ト
の
み
に
こ
だ
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
七
五
調
や
五
七
調
の

詩
を
数
多
く
作
っ
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
が
音
数
的
な
破
調
を
持
つ
。

さ
ら
に
、
中
原
自
身
「
私
は
定
型
に
し
ろ
無
定
型
に
し
ろ
、
面
白
け
れ

ば
い
い
と
い
ふ
程
の
呑
気
な
こ
と
し
か
考
へ
て
を
り
ま
せ
ん
」（
「
近
時

詩
壇
寸
感
」
、『
四
季
』
一
九
三
五
・
二
）
と
い
う
、
詩
型
に
こ
だ
わ
な

い
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。

し
か
し
重
要
な
の
は
、
に
も
関
わ
ら
ず
中
原
の
詩
に
は
明
ら
か
に
定

、
、
、
、
、
、

阪大近代文学研究 20（2022.3）
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型
へ
の
志
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
詩
集
に
は
ソ
ネ
ッ
ト
や

四
行
詩
四
連
と
い
う
整
っ
た
形
式
の
詩
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
、
そ
れ

が
中
原
の
詩
を
「
十
年
一
日
の
ご
と
く
あ
つ
た
」
、「
伝
統
的
」
な
も
の

に
見
せ
て
い
る
。
詩
の
形
式
自
体
に
こ
だ
わ
り
が
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、

な
ぜ
ソ
ネ
ッ
ト
な
ど
の
詩
型
を
好
ん
で
使
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
詩
に
運
動
性
を
も
た
ら
す
た
め
で
あ
る
。

た
だ
し
中
原
の
詩
に
お
け
る
運
動
性
は
、
彼
が
傾
倒
し
た
高
橋
新
吉
の

ダ
ダ
イ
ズ
ム
詩
や
、
宮
沢
賢
治
の
激
し
く
上
下
す
る
「
心
象
ス
ケ
ッ

チ
」
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
定
型
的
な
形
式
の
中
で
の
〈
ず

れ
〉
と
呼
べ
る
も
の
だ
。
〈
ず
れ
〉
は
単
独
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、〈
ず
れ
〉
る
べ
き
規
範
＝
形
式
が
な
け
れ
ば
発
生
し
得
な
い
。

形
式
を
作
っ
た
上
で
〈
ず
ら
〉
す
こ
と
で
、
詩
に
多
様
な
方
式
で
運

動
性
を
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
〈
ず
ら
〉
し
方
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
、
形
式
の
選
択
肢
と
〈
ず
れ
〉
の
選
択
肢
と
の
掛
け
合
わ
せ

に
な
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
中
原
の
詩
法
が
、
彼
の
詩
に
「
多
彩
な
変

化
」
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
中
原
詩
の
精
読
を
通
し
て
、
彼
の
詩
に
お
け
る
形
式
と

〈
ず
れ
〉
と
の
関
係
性
を
、
字
下
げ
や
行
分
け
、
「
旋
回
」
な
ど
多
様

な
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
同
時
代
文
学
に
運
動
性
が
広
く
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
中
で
も
特
に
宮
沢
賢
治
の

詩
が
中
原
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、

中
原
の
詩
は
形
式
を
設
定
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
の
〈
ず
れ
〉
と
し
て

運
動
性
を
担
保
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
う
し
た
中
原
の
詩
法
は
、

彼
が
好
ん
で
読
ん
で
い
た
西
田
幾
多
郎
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
と
「
共

鳴
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
、
運
動
性
の
時
代

一
九
二
〇
年
代
に
隆
盛
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
芸
運
動
を
貫
く
キ
ー
ワ

ー
ド
の
一
つ
が
、
「
運
動
性
」
で
あ
る
。
機
械
の
美
と
速
さ
を
追
求
し

た
未
来
派
、
ま
さ
に
「
動
く
」
も
の
と
し
て
登
場
し
た
活
動
写
真
と
、

そ
れ
に
影
響
を
受
け
た
新
感
覚
派
な
ど
の
諸
運
動
、
横
光
利
一
や
伊
藤

整
が
試
み
た
「
意
識
の
流
れ
」
の
文
体
な
ど
、
運
動
性
を
重
要
な
核
と

す
る
試
み
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

中
原
が
親
炙
し
た
高
橋
新
吉
や
宮
沢
賢
治
の
詩
に
も
、
運
動
性
は
強

く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
高
橋
新
吉
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の

詩
』
（
中
央
美
術
社
、
一
九
二
三
）
の
ダ
ダ
イ
ズ
ム
詩
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
ダ
ダ
運
動
に
も
と
も
と
あ
っ
た
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
や
偶

然
性
が
希
薄
に
な
り
、
行
頭
の
位
置
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
る
運
動
性

が
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
（

）
。

4

ま
た
、
宮
沢
の
『
春
と
修
羅
』
（
関
根
書
店
、
一
九
二
四
）
に
収
録

さ
れ
た
詩
は
、
よ
り
中
原
の
詩
に
近
い
形
態
を
有
し
て
い
る
。
中
原
は

そ
の
生
前
か
ら
宮
沢
を
評
価
し
て
い
た
数
少
な
い
文
学
者
の
一
人
で
あ

り
、
い
く
つ
か
宮
沢
に
触
れ
た
エ
ッ
セ
イ
も
残
し
て
い
る
（

）
。
宮
沢

5

と
中
原
を
比
較
し
た
研
究
も
多
数
存
在
し
、
特
に
近
年
加
藤
邦
彦
（

）
6

や
吉
田
恵
理
（

）

に
よ
っ
て
、
「
書
く
こ
と
」
へ
の
関
心
と
い
う
点
か

7

ら
両
者
の
近
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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た
と
え
ば
、
宮
沢
の
「
蠕

虫

舞

手
」
は
中
原
に
大
き
な
影
響
を

ア
ン
ネ
リ
ダ
タ
ン
ツ
エ
ー
リ
ン

与
え
た
と
思
わ
れ
る
詩
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
基
本
的
に
、
「
ひ

い
さ
ま
」
と
そ
の
「
ひ
い
さ
ま
」
に
話
し
か
け
る
執
事
の
よ
う
な
人
物

と
が
「
蠕
虫
」
を
見
な
が
ら
会
話
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
重

要
な
の
は
、
執
事
の
発
言
が
字
下
げ
さ
れ
た
上
で
、
括
弧
で
く
く
ら
れ

て
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
手
法
は
「
永
訣
の
朝
」
な
ど

で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
蠕
虫
が
「
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
」

、
、
、
、

（
傍
点
引
用
者
）
に
見
え
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
は
特
に
書

記
性
へ
の
意
識
が
強
い
（

）
。
こ
の
詩
で
宮
沢
は
、
書
記
的
な
操
作
に

8

よ
っ
て
「
ひ
い
さ
ま
」
の
層
と
執
事
の
層
と
の
二
層
を
作
り
出
し
な
が

ら
、
行
頭
を
上
下
さ
せ
、
「
蠕
虫
」
が
舞
う
よ
う
な
、
視
覚
的
な
運
動

性
を
演
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
原
の
詩
に
も
同
様
の
試
み
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
秋
の
一

日
」（
『
白
痴
群
』
一
九
二
九
・
七
）
で
は
第
四
連
、「
（
水
色
の
プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
と
／
躁
ぐ
少
女
と
嘲
笑
ふ
ヤ
ン
キ
イ
は
／
い
や
だ

い
や

だ
！
）
」
が
括
弧
で
く
く
ら
れ
た
上
で
字
下
げ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
あ
た
か
も
表
現
主
体
の
肉
声
が
表
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
層

が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
「
青
い
瞳
」
（
『
四
季
』
一
九

三
五
・
一
二
）
の
第
二
章
「
冬
の
朝
」
で
は
最
後
の
二
行
、「
（
飛
行
場

に
残
つ
た
の
は
僕
、
／
バ
ッ
ト
の
空
箱
を
蹴
つ
て
み
る
）
」
が
や
は
り

字
下
げ
さ
れ
た
上
で
括
弧
で
く
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

こ
の
詩
で
は
「
家
に
帰
つ
て
食
卓
に
つ
い
た
」「
人
々
」
と
「
飛
行
場

に
残
つ
た
」
「
僕
」
と
の
位
相
の
違
い
を
表
現
し
て
い
る
。
中
原
は

『
春
と
修
羅
』
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
も
の
の
、
こ
う
し
た
詩
法
に
は
宮
沢
の
影
響
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
加

藤
や
吉
田
の
指
摘
す
る
通
り
、
宮
沢
と
中
原
は
「
書
く
こ
と
」
に
お
い

て
近
い
位
置
に
い
る
。

た
だ
し
、
両
者
が
完
全
に
重
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
蠕
虫

舞
手
」
に
お
い
て
、
字
下
げ
や
括
弧
は
二
つ
の
層
を
作
り
出
す
役
割
を

果
た
し
て
い
た
。
し
か
し
中
原
の
詩
で
は
、
字
下
げ
は
し
ば
し
ば
詩
に

〈
ず
れ
〉
を
生
み
出
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
規
範
と
な

る
よ
う
な
形
式
が
あ
り
、
そ
れ
を
部
分
的
に
崩
す
た
め
に
字
下
げ
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
先
述
し
た
「
冬
の
朝
」
に
お
い
て
も
、
最
終
部
以
外
に
字

下
げ
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
な
い
。
あ
く
ま
で
「
飛
行
場
に
残
っ
た
」

「
僕
」
だ
け
が
字
下
げ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
＝
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

か
ら
〈
ず
れ
〉
た
位
置
に
い
る
「
僕
」
の
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
「
港
市
の
秋
」
（
『
生
活
者
』
一
九
二
九
・
一
〇
）
は
四
行
詩
四
連

で
構
成
さ
れ
た
形
式
の
整
っ
た
詩
だ
が
、
最
終
連
の
「
港
の
市
の
秋
の

日
は
、
／
大
人
し
い
発
狂
。
／
私
は
そ
の
日
人
生
に
、
／
椅
子
を
失
く

し
た
。
」
だ
け
が
二
字
下
げ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
最
終
連
で
示
さ
れ
る

「
発
狂
」
が
、
そ
れ
ま
で
の
お
だ
や
か
な
秋
の
一
日
を
描
い
て
い
た
こ

と
か
ら
〈
ず
れ
〉
て
い
る
の
と
照
応
し
て
い
る
。
同
様
の
構
成
は
中
原

の
さ
ま
ざ
ま
な
詩
で
見
る
こ
と
が
で
き
、
「
幼
獣
の
歌
」（
『
四
季
』
一

九
三
六
・
八
）
は
他
の
連
が
四
行
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
第
四

連
の
み
三
行
で
か
つ
字
下
げ
さ
れ
、
「
春
日
狂
想
」（
『
文
学
界
』
一
九
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三
七
・
五
）
も
「
（
ま
こ
と
に
人
生
、
一
瞬
の
夢
、
／
ゴ
ム
風
船
の
、

美
し
さ
か
な
。
）」
の
み
括
弧
で
く
く
ら
れ
た
上
で
字
下
げ
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
宮
沢
と
中
原
の
差
異
で
重
要
な
の
は
、
中
原
の
詩
に
お
け

る
定
型
性
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
宮
沢
の
詩
も
中
原
の
詩
も
、
字
下
げ

や
括
弧
の
使
用
と
い
っ
た
書
記
的
な
操
作
に
よ
っ
て
、
詩
の
運
動
性
や

多
層
性
を
表
現
す
る
と
い
う
点
は
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
あ
る
形

式
を
設
定
し
つ
つ
一
部
そ
れ
を
崩
す
こ
と
で
運
動
性
を
担
保
す
る
点
に

中
原
詩
の
独
自
性
が
あ
る
。

形
式
を
作
っ
た
上
で
〈
ず
ら
〉
す
と
い
う
手
法
に
よ
り
、
中
原
は
詩

に
「
多
彩
な
変
化
」
を
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

〈
ず
れ
〉
を
も
た
ら
す
の
は
、
字
下
げ
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
次
節

で
は
、
「
春
の
日
の
歌
」
と
「
冬
の
明
け
方
」
の
二
つ
の
詩
を
取
り
上

げ
、
中
原
詩
の
〈
ず
れ
〉
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
。

二
、
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
と
〈
ず
れ
〉

―
「
春
の
日
の
歌
」・
「
冬
の
明
け
方
」

中
原
の
詩
に
お
け
る
形
式
＝
規
範
と
〈
ず
れ
〉
る
こ
と
に
よ
る
運
動

性
、
そ
の
両
者
の
緊
張
関
係
が
最
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
の
が
「
春
の

日
の
歌
」
と
「
冬
の
明
け
方
」
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
「
春
の
日
の
歌
」

（
『
文
学
界
』
一
九
三
六
・
五
）
か
ら
見
て
い
こ
う
。

流
よ
、
淡
き

嬌
羞
よ
、

な
が
れ
て

ゆ
く
か

空
の
国
？

心
も

と
ほ
く

散
ら
か
り
て
、

ヱ
ヂ
プ
ト
煙
草

た
ち
ま
よ
ふ
。

流
よ
、
冷
た
き

憂
ひ
秘
め
、

な
が
れ
て

ゆ
く
か

麓
ま
で
も
？

ま
だ
み
ぬ

顔
の

不
可
思
議
の

咽
喉
の

み
え
る

あ
た
り
ま
で
…
…

午
睡
の

夢
の

ふ
く
よ
か
に
、

野
原
の

空
の

空
の
う
へ
？

う
わ
あ

う
わ
あ
と

涕
く
な
る
か

黄
色
い

納
屋
や
、
白
の
倉
、

水
車
の

み
え
る

彼
方
ま
で
、

な
が
れ

な
が
れ
て

ゆ
く
な
る
か
？

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
吉
田
凞
生
（

）

や
権
田
浩
美
（

）

に
よ
っ
て

9

10

「
運
動
感
覚
」
や
「
流
動
性
」
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か

に
、
「
流
」
は
「
嬌
羞
」
や
「
憂
ひ
」
を
含
み
つ
つ
、
煙
草
の
煙
の
よ

う
に
拡
散
し
て
お
り
、
運
動
性
を
感
じ
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い

る
。
ま
だ
「
冷
た
さ
」
が
残
り
つ
つ
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
活
発
な
活
動

を
始
め
る
「
春
の
日
」
を
、
「
流
」
の
運
動
性
に
託
し
て
詠
ん
だ
詩
が

「
春
の
日
の
歌
」
な
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
詩
の
定
型
性
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
春
の
日
の
歌
」
は
形
式
面
か
ら
見
る
と
ソ
ネ
ッ
ト
か
つ
七
五
調
と
い

う
二
重
の
制
約
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
だ
。

「
流
」
は
そ
の
枠
組
の
中
で
し
か
な
が
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
詩
の
形
式

は
「
流
」
の
流
露
を
遮
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
詩
で
は
分
か
ち
書
き
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
「
な
が
れ
て
ゆ
く

か
」
が
「
な
が
れ
て

ゆ
く
か
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

詩
句
に
反
し
て
「
流
」
は
む
し
ろ
分
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
改
め
て
詩
句
に
戻
る
と
、「
流
」
は
「
な
が
れ
て

ゆ
く

か
」
「
な
が
れ

な
が
れ
て

ゆ
く
な
る
か
？
」
と
問
わ
れ
る
段
階
に

あ
り
、
未
だ
十
全
に
は
流
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
「
流
」
は
冬

の
凍
結
し
た
状
態
か
ら
完
全
に
は
解
け
切
っ
て
い
な
い
の
だ
（
だ
か
ら

こ
そ
、「
冷
た
」
さ
も
残
っ
て
い
る
）
。
つ
ま
り
こ
の
詩
は
、「
流
」
と

い
う
運
動
性
を
示
す
要
素
と
、
そ
れ
を
押
し
止
め
る
要
素
の
双
方
を
含

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
運
動
性
と
規
範
性
の
緊
張
関
係
こ
そ

が
、「
春
の
日
の
歌
」
の
大
き
な
特
徴
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。

一
方
で
、
「
冬
の
明
け
方
」（
『
歴
程
』
一
九
三
六
・
四
）
で
は
そ
の

ソ
ネ
ッ
ト
形
式
が
〈
ず
ら
〉
さ
れ
て
い
る
（
詩
中
の
四
角
囲
み
部
は
引

用
者
に
よ
る
も
の
）。

残
ん
の
雪
が
瓦
に
少
な
く
固
く

枯
木
の
小
枝
が
鹿
の
や
う
に
睡
い
、

冬
の
朝
の
六
時

私
の
頭
も
睡
い
。

烏
が
啼
い
て
通
る

―

庭
の
地
面
も
鹿
の
や
う
に
睡
い
。

―
林
が
逃
げ
た
農
家
が
逃
げ
た
、

空
は
悲
し
い
衰
弱
。

私
の
心
は
悲
し
い
…
…

や
が
て
薄
日
が
射
し

青
空
が
開
く
。

上
の
上
の
空
で
ジ
ュ
ピ
タ
ー
神
の
砲
が
鳴
る
。

―
四
方
の
山
が
沈
み
、

農
家
の
庭
が
欠
伸
を
し
、

道
は
空
へ
と
挨
拶
す
る
。

私
の
心
は
悲
し
い
…
…

ソ
ネ
ッ
ト
か
つ
七
五
調
と
い
う
形
式
の
整
っ
た
「
春
の
日
の
歌
」
に

比
べ
、
こ
の
詩
に
は
音
数
律
が
存
在
せ
ず
、
行
数
も
一
見
四
／
五
／

四
／
三
行
と
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
角
で
囲
っ
た
二
箇
所
の

「
私
の
心
は
悲
し
い
…
…
」
を
省
い
て
考
え
る
と
、
四
／
四
／
四
／
二

行
の
ソ
ネ
ッ
ト
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩
は
、
「
私
の
心
は
悲
し
い
…

…
」
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
ネ
ッ
ト
を
行
数
的
に
〈
ず
ら
〉
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

明
け
方
の
「
睡
い
」
状
態
か
ら
、
鳥
が
鳴
き
、
徐
々
に
「
薄
日
が
射

し
／
青
空
が
開
く
」
こ
と
で
世
界
が
目
覚
め
始
め
る
。
そ
の
半
覚
醒
の

状
態
で
、
「
私
」
の
「
頭
」
は
眠
気
を
感
じ
て
い
る
の
だ
が
、
意
識
下

に
あ
る
「
心
」
の
悲
し
み
が
、
空
か
ら
差
し
込
ん
で
く
る
「
薄
日
」
の

よ
う
に
、
徐
々
に
「
私
」
の
意
識
に
漏
れ
出
し
て
い
く
。
「
私
は
悲
し

い
」
で
は
な
く
、
「
私
の
心
は
悲
し
い
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
意
識
の
は
っ
き
り
し
な
い
「
私
」
は
、
心
の
悲
し
み
を

ま
だ
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
認
識
し
き
れ
て
い
な
い
の
だ
。「
冬
の

明
け
方
」
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
に
〈
ず
れ
〉
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
意
識
の
制
御
下
か
ら
漏
れ
出
す
よ
う
な
「
私
」
の
悲
し
み
を
描

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
見
て
い
く
と
、
「
冬
の
明
け
方
」
は
「
春
の
日
の

歌
」
と
は
対
照
的
な
詩
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
「
春
の
日
の
歌
」

で
は
「
流
」
が
主
題
と
な
り
つ
つ
も
、
形
式
的
な
制
約
に
よ
っ
て
そ
の

「
流
」
が
な
が
れ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
制
御
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
詩
の
書
き
方
に
は
、
時
に
単
な
る
感
情
の
流
露
に
過
ぎ
な
い

と
言
わ
れ
て
い
た
（

）
「
歌
」
を
詠
う
こ
と
に
対
す
る
、
中
原
の
批
評

11

意
識
も
垣
間
見
え
る
。

一
方
で
「
冬
の
明
け
方
」
は
、
む
し
ろ
形
式
か
ら
は
み
出
す
も
の
を

作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
の
流
露
を
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
は
単
に
崩
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
〈
ず

れ
〉
の
部
分
が
同
じ
字
下
げ
・
同
じ
詩
句
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
新
た
な
リ
ズ
ム
を
形
成
し
て
い
る
。
既
存
の
形
式
が
崩
さ
れ
、
さ

ら
に
そ
こ
か
ら
ま
た
違
っ
た
形
式
が
現
れ
る
と
い
う
、
詩
型
を
め
ぐ
る

動
態
が
こ
の
詩
の
特
徴
で
あ
る
。

「
春
の
日
の
歌
」
は
詩
が
〈
ず
れ
〉
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
感
情
の
流

露
が
制
御
さ
れ
、
「
冬
の
明
け
方
」
は
逆
に
詩
が
〈
ず
れ
〉
る
こ
と
に

よ
っ
て
感
情
が
漏
れ
出
す
さ
ま
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
字
下

げ
や
行
数
の
面
か
ら
形
式
＝
規
範
を
〈
ず
ら
〉
し
、
内
容
面
と
密
接
な

関
連
を
も
た
せ
つ
つ
変
化
を
つ
け
る
の
が
、
中
原
の
詩
に
お
け
る
「
運

動
性
」
な
の
で
あ
る
。

三
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
・
西
田
幾
多
郎
へ
の
「
共
鳴
」

詩
に
〈
ず
れ
〉
を
持
ち
込
む
た
め
に
は
、
詩
の
な
か
に
形
式
と
そ
れ

を
崩
す
要
素
と
の
緊
張
関
係
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ

こ
に
は
規
範
＝
「
静
」
と
運
動
性
＝
「
動
」
と
の
対
立
が
存
在
す
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
従
来
詩
論
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
中
原

の
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
西
田
幾
多
郎
受
容
の
違
っ
た
側
面
も
見
え
て
く
る
。

疋
田
雅
昭
は
、
中
原
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
西
田
哲
学
へ
の
関
心

を
同
時
代
現
象
学
と
接
続
し
、「
主
客
不
一
致
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

で
考
察
し
て
い
る
（

）
。
事
実
中
原
の
詩
論
で
は
、
表
現
者
の
表
現
し

12

た
か
っ
た
も
の
（
主
）
と
、
実
際
に
表
現
さ
れ
た
も
の
（
客
）
の
乖
離

が
た
び
た
び
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
中
原
が
詩
論
に
彼
ら
の
哲
学
を
取

り
入
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
し
か
し
中
原
の
読
書
記
録
を
精

査
す
る
と
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
西
田
哲
学
へ
の
関
心
に
は
、
運
動
性
へ
の
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興
味
も
介
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

中
原
の
一
九
二
七
年
の
日
記
に
は
、
随
所
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
対
す
る

共
感
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

・
よ
く
は
分
か
ら
な
い
が
、
私
が
私
一
人
、
空
前
絶
後
に
分
つ
た

と
思
つ
て
る
の
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
時
間
」
と
い
ふ
も
の
に

当
つ
て
る
ら
し
い
。（
二
月
二
七
日
）

・
我
は
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
！
（
五
月
一
六
日
）

・
余
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
尊
敬
す
る
者
な
り
（
一
二
月
一
一
日
）

引
用
で
示
し
た
二
月
二
六
日
の
記
載
が
、
確
認
で
き
る
中
で
最
初
の

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
対
す
る
言
及
で
あ
る
。「
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
～
ら
し

い
」
と
い
う
口
吻
か
ら
、
中
原
が
こ
れ
ま
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
名
前
は
知
っ
て
い
て
も
そ
の
思
想
に
つ
い
て

は
知
ら
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
し
一
九
二
七
年
二
月
の
読
書

記
録
に
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
書
籍
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
中
原

が
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
知
っ
た
の
は
、
同
月
の
読
書
記
録
に
あ
る
厨
川
白
村

『
近
代
文
学
十
講
』
（
大
日
本
図
書
、
一
九
一
二
）
お
よ
び
大
杉
栄

『
正
義
を
求
め
る
心
』
（
ア
ル
ス
、
一
九
二
一
）
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ

ン
紹
介
を
通
し
て
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
書
籍
で
、
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
思
想
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

『
近
代
文
学
十
講
』
に
お
い
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
世
界
現
存
の
最

大
哲
学
者
」
と
し
て
称
揚
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
生
活
と
は
決
し

て
同
一
の
状
態
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
「
動
的
」
な
創
造
性
を
も
つ
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
形
で
『
創
造
的
進
化
』
を
中
心
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学

が
ま
と
め
ら
れ
、
こ
う
し
た
思
想
が
「
輓
近
思
想
の
特
色
を
代
表
し
て

ゐ
る
」
の
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（

）
。

13

『
正
義
を
求
め
る
心
』
で
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
ソ
レ
ル
に
影
響
を
与

え
た
哲
学
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
純
粋
持
続
」
「
創
造
的
進

化
」
と
い
っ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
に
、
そ
の
思

想
が
記
述
さ
れ
て
い
く
。
大
杉
に
よ
れ
ば
、
純
粋
持
続
に
お
け
る
自
我

は
「
固
定
し
た
諸
状
態
の
集
団
で
は
な
く
、
或
る
傾
向
で
あ
る
。
流
れ

で
あ
る
」
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
自
我
説
を
以
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
心

理
学
の
改
革
を
企
て
た
」
の
だ
と
い
う
（

）
。

14

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
両
書
籍
に
よ
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
紹
介
は
そ

の
運
動
性
に
言
及
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中

原
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
も
つ
運
動
性
に
関
心
を
抱
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
一
九
二
七
年
一
二
月
の
読
書
記
録
に
は
三
木

清
『
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
人
間
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
二
六
）

も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
人
間
存
在
の
運
動
性
に
注
目
し
、
人
間

を
「
運
動
せ
る
存
在
」
と
規
定
し
た
著
作
で
あ
る
。
中
原
の
思
想
書
へ

の
関
心
は
、
明
ら
か
に
運
動
性
へ
の
関
心
と
リ
ン
ク
し
て
い
た
。

な
ら
ば
、
西
田
幾
多
郎
に
対
す
る
関
心
も
、
運
動
性
へ
の
関
心
に
根

差
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
が
成
り
立
つ
。
一
九
二
七
年
の

読
書
記
録
に
西
田
の
著
作
は
存
在
し
な
い
が
、
一
九
二
八
年
一
月
一
三

日
の
小
林
秀
雄
宛
書
簡
で
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
に
触
れ
つ
つ
西
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田
の
「
新
著
」
を
購
入
す
る
予
定
だ
と
小
林
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ

で
言
う
「
新
著
」
に
関
し
て
は
、
吉
竹
博
が
一
九
二
七
年
一
〇
月
に
発

売
さ
れ
た
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
（
岩
波
書
店
）
だ
ろ
う
と

指
摘
し
て
お
り
（

）
、
他
に
該
当
し
そ
う
な
書
籍
は
存
在
し
な
い
た
め
、

15

本
稿
も
そ
の
指
摘
に
同
意
す
る
。

こ
の
書
簡
で
、
西
田
の
著
作
を
購
入
し
た
い
と
い
う
記
述
は
や
や
唐

突
に
登
場
し
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
西
田
哲
学
と
の
関
連
は
明
言
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
中
原
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
関
心
を
抱
い
て
い
た

時
期
で
あ
る
こ
と
、
西
田
が
日
本
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
紹
介
し
た
最
初
期

の
人
物
で
あ
る
こ
と
（

）
、『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
序
文
に

16

も
「
深
く
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
同
感
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
考
え
る
と
、
や
は
り
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
へ
の
関
心
か
ら
西
田
幾

多
郎
の
著
作
に
も
触
れ
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

中
原
の
西
田
哲
学
に
対
す
る
関
心
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
中
原
の
詩
論
に
は
西
田
哲
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
「
我
が
詩
観
」（
草
稿
、
一
九
三
六
・
八
）
で
も
、「
私
は
西

田
幾
多
郎
著
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
」
に
共
鳴
す
る
も
の
だ
」

と
記
し
て
い
る
。『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』（
岩
波
書
店
、
一
九

一
七
）
を
い
つ
読
ん
だ
の
か
は
不
明
だ
が
、
中
原
が
後
年
に
至
る
ま
で

西
田
哲
学
へ
の
「
共
鳴
」
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
西
田

幾
多
郎
の
哲
学
で
も
、
常
に
運
動
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
西
田
の
名
を
一
躍
高
か
ら
し
め
た
『
善
の
研
究
』
（
弘
道
館
、
一
九

一
一
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

実
在
は
こ
れ
に
対
立
す
る
者
に
由
つ
て
成
立
す
る
と
い
ふ
が
、
こ

の
対
立
は
他
よ
り
出
で
来
る
の
で
は
な
く
、
自
家
の
中
よ
り
生
ず

る
の
で
あ
る
。
前
に
い
つ
た
や
う
に
対
立
の
根
柢
に
は
統
一
が
あ

つ
て
、
無
限
の
対
立
は
皆
自
家
の
内
面
的
性
質
よ
り
必
然
の
結
果

と
し
て
発
展
し
来
る
の
で
、
真
実
在
は
一
つ
の
者
の
内
面
的
必
然

よ
り
起
る
自
由
の
発
展
で
あ
る
。

（
「
第
五
章

真
実
在
の
根
本
的
方
式
」）

西
田
は
「
実
在
」
の
背
後
に
「
統
一
者
」
を
見
て
お
り
、
実
在
を
独

立
し
た
「
元
子
」
の
集
合
の
よ
う
に
と
ら
え
る
「
元
子
論
者
」
を
批
判

す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
統
一
」
を
破
る
よ
う
な
「
矛
盾
」
し
た
も
の

も
ま
た
実
在
に
は
同
時
に
存
在
す
る
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
こ
う

し
た
矛
盾
が
ま
た
「
統
一
」
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
そ
れ
を
崩
す
よ

う
な
「
矛
盾
」
が
発
生
し
…
…
と
い
う
弁
証
法
的
な
運
動
体
と
し
て

「
実
在
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（

）
。
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
発
想
は
、

17

後
年
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
ま
で
形
を
変
え
て
繰
り
返
し
主
張

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

中
原
が
目
を
通
し
た
で
あ
ろ
う
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
や

『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
か
ら
も
、
同
様
の
発
想
を
看
取
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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反
省
は
自
己
の
中
の
事
実
で
あ
る
。
自
己
は
之
に
因
つ
て
自
己
に

或
物
を
加
へ
る
の
で
あ
る
、
自
己
の
知
識
で
あ
る
と
共
に
自
己
発

展
の
作
用
で
あ
る
。
真
の
自
己
同
一
は
静
的
同
一
で
は
な
く
、
動

的
発
展
で
あ
る
、
我
々
の
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
個
人
的
歴
史
の
考

え
は
之
に
基
く
と
思
ふ
。（
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』、「
一
、

序
論
」）

併
し
意
志
は
単
な
る
運
動
で
は
な
い
、
単
な
る
変
化
で
は
な
い
。

終
が
始
に
含
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
目
的
其
者
は
不
変
不
動
で

あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
、
此
の
不
変
不
動
な
る
も
の
が
変

化
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
無
限
な
る
我
々
の
意
志
は
一
者
の
直
観

に
達
す
る
過
程
で
あ
る
。
一
者
に
於
て
は
動
即
静
、
静
即
動
で
あ

る
。
（
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
、
「
二
、
直
観
と
意
志
」）

現
在
の
中
に
無
限
を
蔵
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
現
在
の
中
に
無
限

に
進
み
行
く
行
先
が
含
ま
れ
て
居
り
、
達
す
べ
か
ら
ざ
る
極
限
が

含
ま
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
点
か
ら
し

て
動
く
も
の
の
根
底
に
動
か
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で

き
る
。
動
い
て
而
も
動
か
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き

る
。（
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
、「
四
、
内
部
知
覚
に
つ
い

て
」）

静
的
な
も
の
の
な
か
に
動
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
両
者
の
弁

証
法
的
な
発
展
に
よ
っ
て
実
在
は
常
に
動
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
も
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』

も
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
著
作
だ
が
、

「
運
動
性
」
に
関
心
を
持
ち
続
け
た
中
原
が
、
引
用
部
の
よ
う
な

「
静
」
と
「
動
」
の
緊
張
関
係
が
も
た
ら
す
運
動
性
に
注
目
し
た
可
能

性
は
高
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
静
」
と
「
動
」
の
関
係
は
中
原
の
詩
に
お
け
る
形
式

と
〈
ず
れ
〉
と
の
関
係
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
動
か
な
い
も
の
、
安

定
し
た
規
範
と
し
て
の
形
式
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
〈
ず
ら
〉
さ
れ
る
の

だ
。
中
原
の
詩
で
は
西
田
の
よ
う
な
弁
証
法
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、

単
な
る
「
運
動
性
」
で
は
な
く
動
く
も
の
と
動
か
な
い
も
の
と
の
関
係

を
問
う
て
い
る
点
で
、
中
原
は
西
田
哲
学
に
「
共
鳴
」
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

改
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、
中
原
の
詩
は
形
式
を
作
っ
て
〈
ず
ら
〉

す
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
「
多
彩
な
変
化
」
を
獲
得
し
て
い
る
。
前
節

ま
で
で
字
下
げ
や
ソ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
そ
の
詩
法
を
確
認
し
て
き
た
。

次
節
で
は
、
既
存
の
形
式
で
は
な
く
中
原
独
自
の
「
旋
回
」
す
る
形
式

で
も
同
様
の
〈
ず
れ
〉
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
、
「
頑
是
な
い
歌
」
お

よ
び
「
サ
ー
カ
ス
」
の
読
解
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。

四
、「
旋
回
」
す
る
詩
と
〈
ず
れ
〉

中
原
の
詩
に
は
、
「
旋
回
」
す
る
詩
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
形
式
を

持
つ
も
の
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
「
北
の
海
」
（
『
歴
程
』
一
九
三
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五
・
五
）
と
い
う
詩
で
は
、
冒
頭
と
最
終
連
で
「
海
に
ゐ
る
の
は
、
／

あ
れ
は
人
魚
で
は
な
い
の
で
す
。
／
海
に
ゐ
る
の
は
、
／
あ
れ
は
、
浪

ば
か
り
。
」
と
い
う
全
く
同
じ
詩
句
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
詩
は
最
終
連

ま
で
行
き
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
再
び
冒
頭
へ
と
「
旋
回
」
す
る
。
こ
の

「
旋
回
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
原
が
詩
論
「
詩
と
其
の
伝
統
」（
『
文
学

界
』
一
九
三
四
・
七
）
で
詩
の
「
型
」
を
説
明
す
る
際
に
用
い
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
中
原
に
よ
れ
ば
詩
は
「
そ
れ
の
旋
回
の
可
能
性
を
、
其

処
で
、
事
実
上
旋
回
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
用
意
し
て
ゐ
る
」
の
だ
と

い
う
。

こ
の
「
旋
回
」
は
一
般
的
な
詩
の
「
型
」
と
は
言
い
難
く
、
中
原
自

身
も
「
定
型
」
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
原
は

「
盲
目
の
秋
」（
『
白
痴
群
』
一
九
三
〇
・
四
）
、「
湖
上
」（
『
桐
の
花
』

一
九
三
〇
・
八
）
、「
除
夜
の
鐘
」
（
『
四
季
』
一
九
三
六
・
一
）
な
ど
い

く
つ
か
の
詩
篇
で
こ
の
形
を
用
い
て
お
り
、
明
ら
か
に
一
種
の
「
形

式
」
と
し
て
「
旋
回
」
す
る
詩
型
を
採
用
し
て
い
る
（

）
。

18

末
尾
か
ら
冒
頭
へ
回
帰
す
る
詩
型
は
、
そ
れ
自
体
す
で
に
運
動
性
を

有
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
原
は
こ
の
「
旋
回
」

す
る
詩
型
に
も
〈
ず
れ
〉
を
持
ち
込
む
こ
と
で
、
い
わ
ば
螺
旋
形
と
も

言
え
る
、
よ
り
運
動
性
が
前
景
化
さ
れ
た
詩
を
作
成
し
て
い
る
（

）
。

19

差
異
を
含
ん
だ
反
復
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
中
に
も
見
ら
れ
る
モ
チ

ー
フ
だ
（

）
。
こ
こ
に
も
、
中
原
の
詩
と
同
時
代
思
想
と
の
「
共
鳴
」

20

が
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
「
頑
是
な
い
歌
」（
『
文
芸
汎
論
』
一
九
三
六
・
一
）
で
は
、

第
一
連
が
「
思
へ
ば
遠
く
来
た
も
ん
だ
／
十
二
の
冬
の
あ
の
夕
べ
／
港

の
空
に
鳴
り
響
い
た
／
汽
笛
の
湯
気
は
今
い
づ
こ
」
、
最
終
連
が
「
思

ふ
け
れ
ど
も
そ
れ
も
そ
れ
／
十
二
の
冬
の
あ
の
夕
べ
／
港
の
空
に
鳴
り

響
い
た
／
汽
笛
の
湯
気
や
今
い
づ
こ
」
と
い
う
詩
句
に
な
っ
て
い
る
。

ほ
ぼ
同
じ
詩
句
を
用
い
な
が
ら
も
、
一
部
の
表
現
を
変
え
る
こ
と
で
、

「
旋
回
」
す
る
詩
型
に
〈
ず
れ
〉
を
持
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
「
旋
回
」
と
〈
ず
れ
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
詩
の
内
容
と
も

連
動
し
て
い
る
。
従
来
主
に
「
郷
愁
」
が
テ
ー
マ
と
し
て
読
み
込
ま
れ

て
き
た
（

）

こ
の
詩
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
形
式
面
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

21

こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
姿
が
見
え
て
く
る
。

ま
ず
内
容
を
確
認
し
た
い
。「
僕
」
は
「
十
二
の
冬
」
を
思
い
出
し

な
が
ら
「
思
へ
ば
遠
く
来
た
も
ん
だ
」
と
過
去
を
懐
か
し
む
。
「
汽

笛
」
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
汽
船
に
乗
っ
て
故
郷
を
離

れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
遠
く
」
と
い
う
の
は
空
間
と
時
間

両
方
を
含
む
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
で
は
「
女
房
子
供
持
ち
」

と
な
っ
た
「
僕
」
だ
が
、
未
だ
に
「
十
二
の
冬
」
が
懐
か
し
い
。
過
去

を
懐
か
し
ん
で
い
る
よ
う
で
は
こ
の
先
や
っ
て
い
け
な
い
と
考
え
つ
つ
、

「
思
ふ
け
れ
ど
も
そ
れ
も
そ
れ
」
、
や
は
り
少
年
期
へ
の
郷
愁
に
引
き

ず
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
詩
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
内
容
を
見
て
い
く
と
、「
僕
」
の
心
情
が
ま
さ
に
現
在

か
ら
過
去
へ
と
「
旋
回
」
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
村
稔
が
「
頑

是
な
い
歌
」
の
「
繰
言
」
的
性
質
を
指
摘
し
て
い
る
通
り
（

）
、
こ
の

22

詩
は
あ
の
頃
に
戻
り
た
い
、
と
い
う
「
僕
」
の
「
繰
言
」
で
成
立
し
て
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お
り
、
そ
の
繰
り
返
し
が
詩
の
「
旋
回
」
構
造
と
照
応
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、「
僕
」
は
「
あ
の
頃
の
俺
」（
傍
点
引
用
者
）
に
戻
る
こ
と

、

は
で
き
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
今
の
「
僕
」
は
時
間
的
に
も
空
間

的
に
も
当
時
の
「
俺
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
「
此
の
先
ま
だ
ま
だ
何
時
ま
で
か
／
生
き
て
ゆ
く
」
か
ぎ
り
、

そ
の
距
離
は
遠
ざ
か
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
近
づ
く
こ
と
は
な
い
。
加
え

て
渡
辺
彰
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（

）
、「
僕
」
の
求
め
る
も
の
が
「
汽

23

笛
の
湯
気
は
今
い
ず
こ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
「
霧
散
・
消
失
性
」
を
持

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、「
繰
り
返
し
」
の
不
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

汽
船
の
よ
う
に
物
質
と
し
て
残
る
も
の
な
ら
改
め
て
そ
れ
を
見
に
行
く

こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
「
汽
笛
」
や
「
湯
気
」
は
「
そ
の
時
」
だ
け

の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
僕
」
は
気
持
ち
の
上
で
は
何
度
も
あ
の
頃

へ
と
戻
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
「
俺
」
な
ら
ぬ
「
僕
」
が
同
じ
「
十
二

の
冬
」
を
繰
り
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
、
〈
ず
れ
〉
を
含
ん

だ
「
旋
回
」
構
造
が
存
在
し
て
い
る
。

「
僕
」
は
今
の
「
僕
」
と
「
あ
の
頃
の
俺
」
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
く
。

こ
う
し
た
揺
れ
動
き
は
、
文
体
の
面
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
。「
僕
」

は
「
な
ん
と
か
や
る
よ
り
仕
方
も
な
い
／
や
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の

だ
」
と
な
ん
と
か
自
分
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
「
生
き
て
ゆ

く
の
で
あ
ろ
う
け
ど
」
「
さ
り
と
て
生
き
て
ゆ
く
限
り
」「
思
う
け
れ
ど

、
、

、
、
、
、

、
、
、

も
そ
れ
も
そ
れ
」
（
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
）
と
何
度
も
行
き
つ
戻
り

、つ
を
繰
り
返
す
。

た
だ
し
、
こ
の
詩
が
「
頑
是
な
い
歌
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
す
る
と
、
こ
の
「
僕
」
の
「
歌
」
自
体
が
、
「
頑
是
な
い
」
も
の
で

あ
る
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
「
僕
」
は
「
頑
是
な
い
」
子
供
の

こ
ろ
を
懐
か
し
む
の
で
あ
る
が
、
も
は
や
そ
の
頃
に
戻
れ
な
い
こ
と
を

意
識
し
な
が
ら
「
け
ど
」「
け
れ
ど
も
」
を
繰
り
返
す
「
僕
」
の
姿
勢

も
、
ま
た
「
頑
是
な
い
」
子
供
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。「
僕
」
は
「
俺
」
だ
っ
た
頃
の
自
分
を
繰
り
返
し
懐
か

し
み
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
は
遠
ざ
か
り
続
け
る
し
か
な
い
。
し
か
し

「
僕
」
は
「
俺
」
と
時
間
・
空
間
的
な
〈
ず
れ
〉
で
隔
て
ら
れ
つ
つ
も
、

そ
の
「
頑
是
な
い
」
姿
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

詩
は
〈
ず
れ
〉
な
が
ら
「
旋
回
」
す
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
中
原
独
自
の
詩
型
で
あ
る
「
旋
回
」
す
る
詩
に
も

〈
ず
れ
〉
を
加
え
る
詩
法
は
生
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
〈
ず
れ
〉

が
も
た
ら
す
螺
旋
形
の
「
旋
回
」
が
詩
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

中
原
の
代
表
作
の
一
つ
、「
サ
ー
カ
ス
」（
『
生
活
者
』
一
九
二
九
・
一

〇
）
で
あ
る
。

幾
時
代
か
が
あ
り
ま
し
て

茶
色
い
戦
争
あ
り
ま
し
た

幾
時
代
か
が
あ
り
ま
し
て

冬
は
疾
風
吹
き
ま
し
た
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幾
時
代
か
が
あ
り
ま
し
て

今
夜
此
処
で
の
一
と
殷
盛
り

今
夜
此
処
で
の
一
と
殷
盛
り

サ
ー
カ
ス
小
屋
は
高
い
梁

そ
こ
に
一
つ
の
ブ
ラ
ン
コ
だ

見
え
る
と
も
な
い
ブ
ラ
ン
コ
だ

頭
倒
さ
に
手
を
垂
れ
て

汚
れ
木
綿
の
屋
蓋
の
も
と

ゆ
あ
ー
ん

ゆ
よ
ー
ん

ゆ
や
ゆ
よ
ん

そ
れ
の
近
く
の
白
い
灯
が

安
値
い
リ
ボ
ン
と
息
を
吐
き

観
客
様
は
み
な
鰯

咽
喉
が
鳴
り
ま
す
牡
蠣
殻
と

ゆ
あ
ー
ん

ゆ
よ
ー
ん

ゆ
や
ゆ
よ
ん

屋
外
は
真
ッ
闇

闇
の
闇

夜
は
劫
々
と
更
け
ま
す
る

落
下
傘
奴
の
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
と

ゆ
あ
ー
ん

ゆ
よ
ー
ん

ゆ
や
ゆ
よ
ん

「
サ
ー
カ
ス
」
で
は
、
冒
頭
と
末
尾
の
詩
句
が
大
き
く
異
な
っ
て
お

り
、
一
見
「
旋
回
」
す
る
詩
で
は
な
い
。
し
か
し
疋
田
雅
昭
が
指
摘
す

る
よ
う
に
（

）
、「
詩
と
其
の
伝
統
」
で
は
「
事
実
上
旋
回
す
る
と
否
と

24

に
拘
ら
ず
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
上
の
「
旋

回
」
も
こ
の
詩
論
の
射
程
に
は
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
「
詩

と
其
の
伝
統
」
に
結
び
つ
け
る
形
で
は
な
い
も
の
の
、
先
行
研
究
に
も

「
サ
ー
カ
ス
」
の
「
旋
回
」
構
造
を
指
摘
し
た
も
の
は
い
く
つ
か
存
在

す
る
（

）
。

25

た
と
え
ば
最
終
連
の
「
落
下
傘
」
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
用
い
ら

れ
た
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
を
想
起
さ
せ
、
冒
頭
部
の
「
茶
色
い
戦
争
」
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」
＝
郷
愁
と
い
う
語
は
戦

争
や
疾
風
が
あ
っ
た
「
幾
時
代
」
へ
の
回
帰
を
思
わ
せ
る
。
そ
う
し
て

考
え
て
い
け
ば
、
「
劫
々
」
と
い
う
語
の
「
ご
う
ご
う
」
と
い
う
音
も

（

）
、「
疾
風
」
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

26こ
の
よ
う
に
し
て
詩
は
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
「
旋
回
」
し
て
い
く
。

で
は
、
こ
の
「
旋
回
」
構
造
は
詩
の
内
容
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
吉
田
凞
生
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

こ
の
詩
は
こ
の
後
で
サ
ー
カ
ス
小
屋
の
中
の
風
景
を
歌
い
、
最
後

は
「
屋
外
」
の
暗
い
夜
の
時
間
が
「
劫
々
」
と
無
限
の
未
来
へ
向

け
て
流
れ
て
い
く
詩
句
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
サ
ー
カ
ス
小

屋
の
賑
わ
い
は
、
そ
の
よ
う
な
無
限
の
時
間
の
中
の
「
現
在
」
と

い
う
一
点
、
一
風
景
に
過
ぎ
な
い
（

）
。

27
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吉
田
は
直
接
「
旋
回
」
構
造
に
触
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
後

述
す
る
よ
う
に
「
旋
回
」
や
リ
フ
レ
イ
ン
に
よ
る
「
繰
り
返
し
」
は
こ

の
詩
の
主
題
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
劫
々
」
＝
永
劫
に
流
れ
る
時

間
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
詩
は
何
度
も
「
旋
回
」
す
る
こ
と
で
、
「
無

限
の
時
間
」
を
形
式
面
か
ら
も
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
サ
ー
カ
ス
」
の
先
行
研
究
は
、
吉
田
の
よ
う
に
詩
に
「
無
限
の
時

間
」
を
指
摘
す
る
も
の
と
、
そ
の
特
徴
的
な
擬
音
や
字
下
げ
を
含
め
た

空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
身
体
性
＝
「
運
動
性
」
に
注
目
す
る
も
の
（

）
28

と
に
分
か
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
詩
の
有
す
る
時
間
性
と
運
動
性
は
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
詩
の
「
旋
回
」
と

〈
ず
れ
〉
と
の
関
係
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

先
に
詩
の
有
す
る
〈
ず
れ
〉
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。「
サ
ー

カ
ス
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
規
則
的
な
字
下
げ
か
ら
一
転
し
て
最
終
連
の

み
五
字
下
げ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩
に
も
ま
た
、
字
下
げ
に
よ

る
〈
ず
れ
〉
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
れ
以
前
ま
で

の
連
で
描
か
れ
て
い
た
サ
ー
カ
ス
小
屋
の
明
る
い
風
景
（
「
白
い
灯
」）

か
ら
暗
い
屋
外
（
「
真
ッ
闇

闇
の
闇
」）
に
情
景
が
切
り
替
わ
る
。
内

容
面
で
も
、
最
終
連
だ
け
が
異
質
で
あ
る
。

ま
た
、「
サ
ー
カ
ス
」
に
お
い
て
重
要
な
の
が
、「
繰
り
返
し
」
の
モ

チ
ー
フ
だ
。
た
と
え
ば
「
幾
時
代
か
が
あ
り
ま
し
て
」
の
リ
フ
レ
イ
ン

は
、
ま
さ
に
「
幾
」
つ
も
の
時
代
を
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い

る
。
さ
ら
に
こ
の
詩
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
旋
回
」
し
て
お
り
、
詩

の
時
間
自
体
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
今
夜
此
処
」

限
り
で
あ
る
は
ず
の
「
一
と
殷
盛
り
」
が
、
作
品
中
で
二
回
繰
り
返
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
繰
り
返
し
の
中
に
も
〈
ず
れ
〉
が
含
ま
れ
て
い

る
。
同
じ
時
間
が
続
い
て
い
た
と
し
た
ら
、
「
幾
時
代
か
が
あ
り
ま
し

て
」
と
い
う
時
間
の
層
は
発
生
し
得
な
い
。
あ
る
一
つ
の
時
代
が
続
く

だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
繰
り
返
し
が
〈
ず
れ
〉
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

「
幾
時
代
」
と
い
う
積
み
重
な
り
が
あ
る
の
だ
。
同
様
に
、
「
今
夜
此

処
で
の
一
と
殷
盛
り
」
も
全
く
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
で
は
な
い
。
二

字
分
〈
ず
れ
〉
た
繰
り
返
し
で
あ
る
。「
サ
ー
カ
ス
」
に
お
い
て
時
間

は
た
し
か
に
最
終
連
か
ら
第
一
連
へ
と
「
旋
回
」
し
、
繰
り
返
さ
れ
る

の
だ
が
、
完
全
に
同
じ
時
間
が
流
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
繰
り
返
し
と
〈
ず
れ
〉
の
関
係
を
集
約
的
に
象
徴
し
て
い

る
の
が
、
「
ゆ
あ
ー
ん

ゆ
よ
ー
ん

ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト

ペ
だ
。
北
川
透
は
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

特
に
三
句
目
の
《
ゆ
や
ゆ
よ
ん
》
が
絶
妙
な
の
は
、
上
句
の
〈
ゆ

あ
〉
を
同
時
に
発
音
し
て
〈
や
〉
に
し
、〈
ん
〉
と
長
音
〈
ー
〉

を
実
に
巧
み
に
省
略
し
て
、
上
の
二
つ
の
句
を
反
復
す
る
形
に
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（

）
。

29

北
川
の
指
摘
通
り
、
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
、
最
後
の
「
ゆ
や
ゆ
よ
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ん
」
が
〈y

u

〉
〈y

a

〉
〈y

u

〉
〈y

o

〉
〈n

〉
と
「
ゆ
あ
ー
ん
」
の
音
も

「
ゆ
よ
ー
ん
」
の
音
も
す
べ
て
繰
り
返
す
形
で
成
立
し
て
い
る
。
さ
ら

に
休
符
も
含
め
れ
ば
す
べ
て
五
音
ず
つ
で
あ
り
、
リ
ズ
ム
的
な
繰
り
返

し
も
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
自
体
が
作
品
中
三
回
リ
フ
レ

イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
「
サ
ー
カ
ス
」
に
お
い
て
は
、
繰
り
返
す
こ
と
さ

え
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
だ
。

た
だ
し
、
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
ま
た
〈
ず
れ
〉
を
含
ん
で
い
る
。
金

山
克
哉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（

）
、
「
ゆ
あ
ー
ん
」「
ゆ
よ
ー
ん
」
と
比

30

較
し
て
、
「
ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
は
空
中
ブ
ラ
ン
コ
の
揺
れ
と
し
て
想
定
し

難
い
。
も
し
ブ
ラ
ン
コ
が
そ
の
よ
う
な
揺
れ
方
を
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
時
＝
リ
ズ
ム
が
〈
ず
れ
〉
た
時
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
先
ほ
ど
の
北
川
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
言
い
換
え
れ
ば
、

「
ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
確
か
に
前
の
二
句
の
も
つ
要

素
を
す
べ
て
取
り
入
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
〈
ず
れ
〉
た
繰
り

返
し
な
の
で
あ
る
。
「
繰
り
返
し
」
と
〈
ず
れ
〉
、
「
サ
ー
カ
ス
」
の
持

つ
「
旋
回
」
構
造
と
〈
ず
れ
〉
の
両
方
が
、
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
含

ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
サ
ー
カ
ス
」
の
時
間
は
「
旋
回
」
し
な
が
ら
も
、
内

容
面
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
面
、
音
韻
面
と
い
っ
た
多
様
な
側
面
に
お

け
る
重
層
的
〈
ず
れ
〉
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
運
動
性
が
、
空
中

ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
身
体
的
な
運
動
に
擬
せ
ら
れ
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
集
約

的
に
表
現
さ
れ
る
詩
、
そ
れ
が
「
サ
ー
カ
ス
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し

改
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、
こ
う
し
た
〈
ず
れ
〉
が
起
こ
る
の
も
、

「
サ
ー
カ
ス
」
が
一
方
で
は
「
旋
回
」
と
い
う
「
型
」
を
有
し
て
い
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
形
式
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
〈
ず
ら
〉

す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
中
原
中
也
詩
に
お
け
る
形
式
と
〈
ず
れ
〉
の
並
存
に
注

目
し
て
論
行
し
て
き
た
。「
運
動
性
」
の
モ
チ
ー
フ
は
同
時
代
的
に
広

く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
中
原
も
宮
沢
ら
を
経
由
し
て
そ
う
し
た
「
運
動

性
」
を
受
容
し
て
い
る
。
た
だ
し
中
原
の
詩
は
、
形
式
と
そ
こ
か
ら

〈
ず
れ
〉
る
も
の
と
の
両
方
を
詩
に
含
む
と
い
う
点
で
宮
沢
や
高
橋
と

異
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
静
／
動
の
緊
張
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
る
中

原
の
詩
は
、
彼
が
好
ん
で
読
ん
だ
西
田
幾
多
郎
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学

と
「
共
鳴
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

中
原
は
、
た
し
か
に
形
式
そ
の
も
の
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
な
い
。
し

か
し
、
形
式
を
い
か
に
利
用
す
る
か
と
い
う
方
法
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い

た
。
そ
の
一
つ
の
答
え
が
、
作
っ
た
形
式
を
〈
ず
ら
〉
し
て
一
部
崩
す

と
い
う
詩
法
な
の
で
あ
る
。
中
原
は
あ
え
て
形
式
を
崩
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
詩
に
「
多
彩
な
変
化
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
原
の
詩
法
は
、
定
型
詩
と
ダ
ダ
イ
ズ
ム
詩
、
双
方
の
難

点
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
詩
の
様
式
や
伝

統
を
破
壊
す
る
ダ
ダ
イ
ズ
ム
詩
は
、
破
壊
の
手
法
自
体
が
常
套
的
な
も

の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
本
来
の
意
義
を
失
う
。
し
か
し
、
常
に
新
し
い
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詩
の
壊
し
方
を
考
案
し
続
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
（

）
。
ま
た
、
定
型

31

詩
は
そ
の
静
的
な
構
造
上
、
書
き
続
け
れ
ば
読
者
に
単
調
な
印
象
を
与

え
る
こ
と
を
免
れ
が
た
い
（

）
。
ダ
ダ
イ
ズ
ム
詩
執
筆
か
ら
『
四
季
』

32

の
参
加
へ
、
と
い
う
中
原
の
経
歴
は
、
前
衛
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
か
ら

伝
統
的
な
抒
情
詩
へ
回
帰
し
て
い
っ
た
三
好
達
治
や
丸
山
薫
と
い
っ
た

詩
人
の
経
歴
と
一
見
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
形
式
を
作
っ
た
上

で
〈
ず
ら
〉
す
中
原
の
詩
は
、
前
衛
詩
と
定
型
詩
双
方
へ
の
批
評
性
を

有
し
、
そ
れ
ら
の
弱
点
を
克
服
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
た
も
の
と
し

て
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（

）
。

33

注（

）
神
保
光
太
郎
「
覚
書
」
、『
四
季
』
一
九
三
八
・
六

1
（

）
津
村
信
夫
「
中
也
の
詩
魂
」
、『
四
季
』
一
九
三
八
・
六

2
（

）
加
藤
邦
彦
「
中
原
中
也
は
「
押
韻
定
型
詩
」
を
書
い
た
か

―
飯
島

3耕
一
に
よ
る
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
、『
中
原
中
也
研
究
』
二
〇
二
〇
・
八

（

）
平
居
謙
は
「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
・
そ
の
受
容
と
放
棄
の
問
題

―
高
橋
新

4吉
・
萩
原
恭
次
郎
・
中
原
中
也

―
」
（
『
日
本
文
芸
学
』
一
九
九
四
・
一

二
）
で
高
橋
の
ダ
ダ
詩
に
つ
い
て
、
詩
の
多
く
が
字
下
げ
に
よ
っ
て
形
式

的
な
操
作
が
な
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
内
面
性
」

の
強
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
有
名
な
「
皿
」
と

い
う
字
を
重
ね
た
「
倦
怠
」
な
ど
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
的
な
試
み
も
行
っ
て

は
い
る
も
の
の
、『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』
は
形
式
的
な
操
作
の
多
く
を

字
下
げ
に
依
拠
し
て
い
る
。

（

）
「
宮
沢
賢
治
の
世
界
」
（
草
稿
）
、
「
宮
沢
賢
治
全
集
」
（
『
宮
沢
賢
治
研

5究
』
一
九
三
五
・
四
）
な
ど
。
「
宮
沢
賢
治
全
集
」
に
は
、
『
春
と
修
羅
』

を
気
に
入
っ
た
中
原
が
、
こ
の
詩
集
を
何
冊
も
購
入
し
友
人
に
配
り
歩
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（

）
加
藤
邦
彦
『
中
原
中
也
と
詩
の
近
代
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
〇

6
（

）
吉
田
恵
理
「
「
秋
岸
清
涼
居
士
」
の
〈
道
化
調
〉
考

―
中
原
中
也
と

7〈
宮
沢
賢
治
〉

―
」
、『
日
本
近
代
文
学
』
二
〇
一
三
・
一
一

（

）
岡
村
晃
夫
『
宮
沢
賢
治
論

心
象
の
大
地
へ
』
（
七
月
社
、
二
〇
二

8〇
）
で
は
、
印
刷
さ
れ
た
文
字
の
物
質
性
を
強
く
意
識
し
た
詩
人
と
し
て

山
村
暮
鳥
と
高
橋
新
吉
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
「
さ
ら
に
斬
新
な
実
験

に
突
き
進
ん
」
（
八
六
ペ
ー
ジ
）
だ
作
品
と
し
て
宮
沢
の
「
蠕
虫
舞
手
」
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（

）
吉
田
凞
生
編
『
中
原
中
也
必
携
』
學
燈
社
、
一
九
七
九

9
（

）
権
田
浩
美
『
空
の
歌

中
原
中
也
と
富
永
太
郎
の
現
代
性
』
翰
林
書
房
、

10二
〇
一
一

（

）
中
原
が
本
格
的
に
詩
人
と
し
て
の
活
動
を
初
め
た
一
九
二
〇
年
代
後

11半
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
誌
『
詩
と
詩
論
』
が
主
導
し
た
主
知
主
義
の
時
代
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
無
反
省
な
抒
情
の
流
露
と
見
な
さ
れ
た
「
歌
」
が
斥
け
ら

れ
た
。
た
と
え
ば
北
川
冬
彦
は
、
「
『
自
分
は
詩
を
「
書
き
」
は
し
な
い
。

詩
は
作
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
興
の
湧
く
ま
ゝ
に
、
た
ゞ
歌
ふ
の
で

あ
る
。
自
分
は
自
分
の
魂
を
記
録
す
る
に
止
ま
る
』
／
旧
時
代
の
詩
人
の

多
く
は
、
こ
ん
な
詩
観
の
下
に
、
折
に
ふ
れ
気
ま
ぐ
れ
に
、
悠
長
な
或
は

蕪
雑
な
或
は
色
気
た
つ
ぷ
り
な
言
葉
を
、
吐
き
つ
ら
ね
た
。
そ
れ
が
、
所
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謂
抒
情
詩
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
抒
情
的
な
「
歌
」
を
批
判
し
て
い
る

（
「
新
散
文
詩
運
動
へ
の
道
」、『
詩
と
詩
論
』
一
九
二
九
・
三
）。

（

）
疋
田
雅
昭
『
接
続
す
る
中
也
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七

12
（

）
厨
川
白
村
『
近
代
文
学
十
講
』（
大
日
本
図
書
、
一
九
一
二
）
、「
第
八

13課

最
近
思
潮
の
変
遷
」
よ
り
。

（

）
大
杉
栄
『
正
義
を
求
め
る
心
』（
ア
ル
ス
、
一
九
二
一
）
、「
ベ
ル
グ
ソ

14ン
と
ソ
レ
ル
」
よ
り
。

（

）
吉
竹
博
『
中
原
中
也

―
生
と
身
体
の
感
覚
』
新
曜
社
、
一
九
九
六

15
（

）
宮
山
昌
治
「
大
正
期
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
受
容
」
（
『
人

16文
』
二
〇
〇
五
・
三
）
で
は
、
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
本
格
的
な
紹
介
は
、

西
田
幾
多
郎
の
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
的
方
法
論
」（
一
九
一
〇
）
と
「
ベ

ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
」（
一
九
一
一
）
を
嚆
矢
と
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

（

）
檜
垣
立
也
は
こ
う
し
た
内
部
に
否
定
を
含
ん
だ
西
田
哲
学
の
弁
証
法

17を
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
超
克
を
目
指
し
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る

（
『
西
田
幾
多
郎
の
生
命
哲
学

―
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
響
き
合

う
思
考
』
講
談
社
、
二
〇
〇
五
）。

（

）
中
原
の
「
旋
回
」
す
る
詩
に
関
し
て
は
、
武
久
真
士
「
中
原
中
也
の

18「
旋
回
」
す
る
詩

―
「
個
」
と
「
全
」
の
一
致
に
注
目
し
て
」
（
『
中
原

中
也
研
究
』
二
〇
二
〇
・
八
）
で
詳
説
し
た
。

（

）
近
年
で
は
、
吉
田
恵
理
が
「
旋
回
」
す
る
詩
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
雪

19の
宵
」
の
「
螺
旋
状
に
旋
回
し
て
い
く
運
動
性
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
「
白
秋
を
ま
ね
る
中
也

―
「
雪
の
宵
」
再
考
」、『
中
原
中
也
研
究
』
二

〇
二
一
・
八
）。

（

）
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
』（
参
照
は
宇
波
彰
訳
、

20法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
四
）
の
中
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る

「
差
異
」
と
「
反
復
」
の
問
題
を
特
に
強
調
し
て
い
る
。

（

）
渡
辺
彰
夫
は
「
中
原
中
也
の
〝
音

風

景
〟
」
（
『
中
原
中
也
研

サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

21究
』
二
〇
〇
〇
・
八
）
で
「
頑
是
な
い
歌
」
に
「
郷
愁
の
情
感
」
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
中
村
稔
『
言
葉
な
き
歌

中
原
中
也
論
』
（
角
川
書
店
、
一
九
七
三
）

22二
四
〇
ペ
ー
ジ

（

）
注

前
掲
論
文

23

21

（

）
注

前
掲
書

24

12

（

）
た
と
え
ば
高
木
裕
「
詩
の
テ
ク
ス
ト
と
〈
声
〉
」
（
松
澤
和
宏
・
田
中

25実
編
『
こ
れ
か
ら
の
文
学
研
究
と
思
想
の
地
平
』
右
文
書
院
、
二
〇
〇

七
）
で
は
、
「
落
下
傘
」
→
「
茶
色
い
戦
争
」
の
照
応
に
よ
っ
て
、
詩
の
時

間
が
「
回
帰
」
し
、「
サ
ー
カ
ス
」
に
お
け
る
語
り
手
の
「
声
」
が
「
循
環

性
」
を
示
す
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（

）「
劫
々
」
に
は
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
お
ら
ず
、
正
確
な
読
み
方
は
不
明
で

26あ
る
。
し
か
し
『
新
編
中
原
中
也
全
集
第
一
巻

詩
Ⅰ
』
の
解
題
篇
（
角
川

書
店
、
二
〇
〇
〇
）
で
は
一
九
三
六
年
一
一
月
に
出
版
さ
れ
た
照
井
瀴
三

の
『
詩
の
朗
読
』（
白
水
社
）
で
ル
ビ
が
「
ご
う
／
＼
」
と
な
っ
て
お
り
、

出
版
記
念
会
に
出
席
し
た
は
ず
の
中
也
が
そ
れ
を
訂
正
し
た
様
子
が
な
い

こ
と
な
ど
か
ら
、「
ご
う
／
＼
」
と
い
う
読
み
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
さ

れ
て
い
る
。
妥
当
な
見
解
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
も
そ
れ
に
従
う
。
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（

）
吉
田
凞
生
「
解
説
」
（
『
中
原
中
也
詩
集
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
）
三

27二
六
ペ
ー
ジ

（

）
坂
根
俊
英
「
中
原
中
也
「
初
期
詩
篇
」
私
釈

―
詩
の
「
身

28体
」

―
」（
山
根
巴
・
横
山
邦
治
編
『
近
代
文
学
の
形
成
と
展
開
』
和
泉

書
院
、
一
九
九
八
）、
注

前
掲
書
な
ど
。

6

（

）
北
川
透
「
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
と
〈
繰
り
返
し
〉
の
主
題

「
サ
ー
カ

29ス
」
考
」
、『
中
原
中
也
研
究
』
一
九
九
六
・
三

（

）
金
山
克
哉
「
『
山
羊
の
歌
』
論

―
「
初
期
詩
篇
」
に
お
け
る
詩
法
の

30展
開

―
」
、
『
日
本
文
学
研
究
』
一
九
九
八
・
三
。
ま
た
、
注

前
掲
書

6

に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（

）
佐
藤
健
一
「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
」（
和
田
博
文
編
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
都
市

31モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
誌

第

巻

ダ
ダ
イ
ズ
ム
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
〇
）

4

で
は
、
早
期
に
構
造
化
さ
れ
る
し
か
な
い
「
反
構
造
」
と
し
て
ダ
ダ
イ
ズ

ム
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

（

）
た
と
え
ば
萩
原
朔
太
郎
は
『
詩
の
原
理
』（
第
一
書
房
、
一
九
二
八
）

32で
音
数
律
の
単
調
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
現
代
詩
に
お
い
て
も
、
北

川
透
『
詩
的

年
代
の
彼
方
へ
』
（
思
潮
社
、
二
〇
〇
〇
）
で
は
蒲
原
有
明

90

や
薄
田
泣
菫
、
佐
藤
一
英
の
「
聯
」、
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
な
ど
の
定
型
詩

に
お
け
る
単
調
さ
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
「
時
間
と
し
て
の
臨
界

点
」（
一
三
七
ペ
ー
ジ
）
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。

（

）
本
文
中
で
も
挙
げ
た
中
原
の
評
論
「
詩
と
其
の
伝
統
」
の
主
題
は
、

33ま
さ
に
こ
う
し
た
「
伝
統
」
と
「
革
新
」
と
の
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
中
原
と
「
伝
統
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
別
稿

で
詳
述
し
た
い
。

※
中
原
の
詩
や
エ
ッ
セ
イ
な
ど
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
新
編
中
原
中
也
全

集
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
四
）
に
拠
っ
た
。

付
記
：
本
稿
の
内
容
は
二
〇
二
一
年
五
月
の
「
中
原
中
也
の
会

第
二
四
回
研

究
集
会
」
で
の
発
表
に
も
と
づ
く
。
当
日
は
会
場
の
方
々
か
ら
、
貴
重
な

ご
意
見
を
数
多
く
賜
っ
た
。
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
た
け
ひ
さ
・
ま
こ
と
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


	武久三校

