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こ
れ
は
解
題
詩
で
は
な
く
…

あ
る
い
は
微
か
な
、
と
も
す
れ
ば
大
き
な
思
い
違
い
を
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
古
賀
春
江
（
一
八
九
五
年
～
一
九
三
三
年
）
は
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
的
傾
向
を
持
っ
た
画
家
で
あ
る
以
上
、
詩
画
集
『
古
賀
春
江
畫
集

（
１
）

』
に
お
け
る
詩
篇
は
絵
画
の
解
題
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
。
文
字
情
報

で
あ
る
詩
篇
は
前
提
と
し
て
絵
画
表
象
へ
の
解
釈
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
と
。
つ
ま
り
あ
く
ま
で
も
画
家
で
あ
る
古
賀
の
絵
画

が
主
で
あ
り
、
彼
の
余
技
と
し
て
の
詩
篇
は
そ
こ
に
従
属
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
紛
う
こ
と
な
く
画
集
で
あ
り
、
そ
の
一

枚
一
枚
に
古
賀
自
身
で
付
し
た
各
々
の
詩
篇
は
そ
れ
ゆ
え
に
確
か
に
そ
こ
に
並
び
立
ち
な
が
ら
十
分
視
野
に
入
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
引
用
さ
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
自
作
解
題
詩
と
し
て
副
次
的
に
紹
介
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
き
た
の
が
こ
れ
ま
で
の
現
状
で
は
な
か
っ
た
か
。
古
賀

春
江
は
主
に
美
術
研
究
の
対
象
で
あ
っ
た
が
た
め
に
そ
れ
は
必
然
的
な
前
提
で
あ
り
、
ま
た
勿
論
そ
こ
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
て
き
た
研
究
成
果
に
は

そ
の
研
究
手
法
も
含
め
重
要
な
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
は
本
稿
も
認
め
た
い
。
こ
れ
か
ら
展
開
し
よ
う
と
す
る
思
考
も
そ
れ
ら
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

き
い
。
絵
画
と
詩
篇
の
関
係
に
つ
い
て
一
歩
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
う
黒
沢
義
輝
は
『
古
賀
春
江
畫
集
』
の
詩
篇
に
つ
い
て
「
自
作
解
題
は
絵
に

対
し
て
副
次
的
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
が
す
ぐ
に
「
し
か
し
、
そ
れ
は
詩
の
よ
う
に
完
全
に
自
律
し
て
も
い
な
い

（
２
）

」
と
付
け
加
え
る
。「
卵
が
先
か
、
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鶏
が
先
か
」
的
な
議
論
は
不
毛
だ
が
、
古
賀
は
詩
篇
を
先
に
創
作
し
そ
れ
を
も
と
に
絵
画
を
描
い
た
可
能
性
を
仮
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
言
語
に
よ
る
思
考
と
創
作
が
絵
画
と
し
て
の
表
象
作
成
に
先
行
す
る
と
い
う
仮
説
か
ら
、
絵
画
と
詩
篇
と
い
う
二
つ
の
メ
デ
ィ
ア
を

こ
れ
ま
で
の
分
析
と
は
異
な
る
緊
張
関
係
に
あ
る
と
捉
え
直
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
詩
篇
こ
そ
が
絵
画
に
新
た
な
意
味
を
分
節
化
し
、
そ
こ
に
現
出

す
る
歴
史
的
、
社
会
的
意
義
の
発
見
を
促
し
て
い
る
の
だ
と
見
る
こ
と
、
い
や
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
古
賀
春
江
畫
集
』
を
「
画
●
詩
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
」
と
名
付
け
検
討
す
る
和
田
博
文
は
「
現
実
の
模
倣
か
ら
遠
く
、
互
い
を
な
ぞ
る
の
で
は

な
く
、
詩
と
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
。
両
者
が
距
離
を
保
ち
な
が
ら
響
き
合
う
。
そ
の
と
き
に
生
じ
る
関
係
＝
新
し
い
世
界

が
、『
古
賀
春
江
画
集
』
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る

（
３
）

」
と
述
べ
る
。
解
題
を
超
え
る
詩
画
の
交
通
を
意
味
づ
け
た
和
田
の
研
究
に
は
多
く
を
学
ん
だ

が
、
和
田
が
述
べ
る
よ
う
に
所
謂
モ
ダ
ニ
ズ
ム
イ
メ
ー
ジ
が
「
暢
気
で
愉
快
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
（
古
賀
春
江
）
の
心
を
捉
え
た
」
と
言
え
る
の
か

ど
う
か
。
そ
の
よ
う
な
見
方
が
む
し
ろ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
意
味
を
一
面
的
に
固
定
化
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
和
田
自
身
が
示
唆
し
た
よ
う
に
古

賀
が
「
超
現
実
主
義
者
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
、
握
手
を
目
指
し
て
い
る
」
と
す
る
な
ら
、
古
賀
の
詩
画
の
な
か
に
そ
の
徴
候
を
具
体
的
に
読

み
解
く
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
。
も
う
一
つ
古
賀
春
江
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
と
の
関
連
に
言
及
す
る
先
行
研
究
と
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
山
田

俊
幸
の
論
考

（
４
）

は
、
同
時
代
評
で
あ
る
神
原
泰
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
視
点
を
失
い
、
華
や
か
な
都
会
の
美
し
い
断
面
の
み
を
モ
ダ
ン
に
切
り
取
り
、

ブ
ル
ジ
ュ
ア
的
に
構
成
し
た
作
品
は
、
現
実
を
見
ず
に
そ
こ
に
作
者
が
逃
げ
込
ん
で
い
る
」
と
す
る
古
賀
へ
の
批
判
を
ま
と
め
て
は
い
る
が
「
シ

ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
お
け
る
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
意
味
は
、
そ
う
し
た
知
的
な
現
実
解
析
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
は
ま
っ
た
く
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
古
賀
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
把
握
は
結
局
の
と
こ
ろ
山
田
自
身
が
問
題
視
し
て
い
た
「
時
代
の
断
片

を
切
り
取
っ
た
風
俗
、
文
化
的
視
点
に
つ
い
重
き
を
お
い
て
し
ま
う
」
こ
と
に
還
流
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
古
賀
春
江
研
究
へ
の
新
た
な
視
角
を
拓
く
に
は
詩
篇
に
対
す
る
よ
り
一
層
の
言
語
的
探
究
が
不
可
欠
で
あ
る
。
詩
篇
は
自
作
解

題
詩
と
い
う
役
割
を
と
き
に
す
り
抜
け
る
。
例
え
ば
『
古
賀
春
江
畫
集
』
に
収
め
ら
れ
た
絵
画
の
画
題
を
掲
載
順
に
並
べ
て
み
る
と
、〈
海
〉〈
鳥

籠
〉〈
素
朴
な
夜
〉〈
題
の
な
い
絵
〉〈
漁
夫
〉〈
朗
ら
か
な
春
〉〈
美
貌
な
る
虚
無
〉〈
優
美
な
る
遠
景
〉〈
彎
曲
す
る
眼
鏡
〉〈
窓
外
の
化
粧
〉〈
女
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の
ま
は
り
〉〈
単
純
な
哀
話
〉〈
黄
色
の
レ
ン
ズ
〉〈
厳
し
き
伝
統
〉〈
感
傷
の
静
脈
〉
と
な
る
が
、
当
初
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
現
実
的
な
モ
チ
ー

フ
を
一
対
一
対
応
で
示
す
一
単
語
（「
海
」「
鳥
籠
」「
漁
夫
」）
で
あ
っ
た
も
の
が
、
緩
や
か
で
は
あ
る
が
中
盤
か
ら
後
半
に
か
け
て
モ
チ
ー
フ
と

の
関
係
を
直
接
に
は
想
起
で
き
な
い
詩
的
な
表
現
（「
美
貌
な
る
虚
無
」「
単
純
な
哀
話
」「
厳
し
き
伝
統
」「
感
傷
の
静
脈
」）
へ
と
変
化
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
「
虚
無
」「
感
傷
」
な
ど
絵
画
と
し
て
直
接
に
は
表
象
が
困
難
と
思
え
る
心
情
語
を
敢
え
て
用
い
て
い
る
点
に
注
視
し

て
も
い
い
だ
ろ
う
。
言
語
が
絵
画
と
の
ズ
レ
が
最
初
か
ら
こ
こ
に
は
意
図
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
古
賀
が
絵
画
上
の
表
現
に
も
増
し
て
詩
篇
に
お

い
て
件
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
修
辞
を
短
期
間
に
摂
取
し
、
そ
れ
を
意
識
し
言
語
表
象
に
お
い
て
こ
そ
洗
練
し
よ
う
と
し
て
い
た
証
左
と
な
り

は
し
な
い
か
。
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
よ
う
に
絵
画
に
対
す
る
解
題
詩
と
い
う
言
わ
ば
穏
や
か
な
関
係
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
詩
篇
と
絵
画
は
互
い

に
亀
裂
を
齎
し
、
と
き
に
は
相
互
に
過
剰
が
抱
え
ら
れ
て
い
る
。
一
例
を
上
げ
れ
ば
、〈
黄
色
の
レ
ン
ズ
〉（
図
版
１
）
そ
の
も
の
の
所
在
は
現
在

不
明
と
な
っ
て
い
る
た
め
モ
ノ
ク
ロ
で
印
刷
さ
れ
た
『
古
賀
春
江
畫
集
』
を
通
し
て
し
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
「
黄
色
の
レ

ン
ズ
」
と
い
う
詩
篇
が
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
「
読
解
／
鑑
賞
」
が
現
出
す
る
か
。

な
お
こ
れ
よ
り
絵
画
作
品
は
〈
〉
で
、
詩
篇
は
「
」
で
括
り
区
別
す
る
。

我
々
は
空
虚
を
見
る
。

空
虚
を
歩
く
。

遠
く
へ
、
遠
く
へ
、

ど
こ
ま
で
行
つ
て
も
依
然
と
し
て
真
暗
な
ト
ン
ネ
ル
だ
。

現
実
が
後
退
り
す
る
。

膨
大
な
る
脳
髄
を
抱
い
て
一
人
で
抱
き
合
ふ
。

こ
の
真
空
の
暗
は
堪
へ
ら
れ
な
い
と
思
ふ
。

図版１　黄色のレンズ
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し
か
し
突
如
と
し
て
か
す
か
に
希
望
の
明
り
を
見
出
す
。

燦
と
し
て
燃
え
る
芽
生
。

こ
れ
を
決
定
さ
れ
た
運
命
と
い
ふ
か
、
神
秘
と
い
ふ
か
、

否
、
否
、

こ
れ
が
季
節
の
黄
色
い
レ
ン
ズ
で
あ
る
。

「
現
実
が
後
退
り
」
し
た
「
空
虚
」
や
「
真
暗
な
」
闇
が
前
景
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
か
す
か
な
希
望
の
明
り
」「
燦
と
し
て
燃
え
る
芽
生
」
す

な
わ
ち
「
黄
色
い
レ
ン
ズ
」
と
対
比
さ
れ
る
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
「
黄
色
い
」
と
詩
篇
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
〈
黄
色
の
レ
ン
ズ
〉
の
ど

こ
が
黄
色
な
の
か
と
い
う
鑑
賞
が
始
ま
る
こ
と
で
は
な
い
か
。〈
黄
色
の
レ
ン
ズ
〉
が
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
み
が
そ
の
要
因
で
は
な
い
。

『
古
賀
春
江
畫
集
』
は
そ
も
そ
も
モ
ノ
ク
ロ
印
刷
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、「
黄
色
の
レ
ン
ズ
」
が
〈
黄
色
の
レ
ン
ズ
〉
に
先
行
し
て
鑑
賞
者
に
色
彩

を
意
識
さ
せ
、
画
面
に
〈
黄
色
の
レ
ン
ズ
〉
を
再
生
さ
せ
る
仕
掛
け
が
期
せ
ず
し
て
こ
こ
に
現
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
描
か
れ
て
い
る
人
物
（
？
）。

黒
沢
義
輝
が
こ
れ
を
「
膝
を
曲
げ
て
し
ゃ
が
む
宇
宙
人
の
よ
う
な
生
物
（
い
っ
そ
宇
宙
人
と
い
っ
て
し
ま
お
う

（
５
）

）」
と
名
付
け
た
こ
と
に
倣
う
が
、

「
宇
宙
人
」
の
眼
球
（
？
）
は
「
虚
無
を
見
る
」「
レ
ン
ズ
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
黄
色
の
色
彩
が
塗
ら
れ
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
画
面

左
上
に
描
か
れ
た
も
の
こ
そ
「
燦
と
し
て
燃
え
る
芽
生
」
で
あ
り
、
詩
篇
は
「
こ
れ
」
を
「
黄
色
い
レ
ン
ズ
」
と
指
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
「
芽

生
」
か
ら
人
物
へ
と
繋
が
る
上
方
の
明
る
い
靄
の
よ
う
な
流
れ
が
黄
色
で
描
か
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
よ
う
に
『
古
賀
春
江
畫
集
』
は
「
詩
篇
／

絵
画
」
を
「
読
む
／
見
る
」
と
い
う
「
読
者
／
鑑
賞
者
」
が
介
入
し
う
る
創
造
的
な
磁
場
と
し
て
開
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
本
稿
の
作
業

仮
説
的
前
提
と
し
た
い
。
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「
海
」
を
読
み
、〈
海
〉
を
見
る

や
は
り
古
賀
春
江
の
代
表
作
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
モ
ダ
ニ
ズ
ム
絵
画
の
典
型
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
著
名
な
〈
海
〉（
図
版
２
）
を
検
討

す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
「
海
」
か
ら
読
ん
で
み
る
。

透
明
な
る
鋭
い
水
色
。
藍
。
紫
。

見
透
さ
れ
る
現
実
。
陸
地
は
海
の
中
に
あ
る
。

辷
る
物
体
。
海
水
。
潜
水
艦
。
帆
前
船
。

北
緯
五
十
度
。

海
水
衣
の
女
。
物
の
凡
て
を
海
の
魚
族
に
縛
ぐ
も
の
。

萌
え
る
新
し
い
匂
ひ
の
海
藻
。

独
逸
最
新
式
潜
水
艦
の
鋼
鉄
製
室
の
中
で
、

艦
長
は
鳩
の
や
う
な
鳥
を
愛
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

聴
音
器
に
突
き
あ
た
る
直
線
的
な
音
。

モ
ー
タ
ー
は
廻
る
。
廻
る
。

起
重
機
の
風
の
中
の
顔
。　

魚
等
は
彼
等
の
進
路
を
図
る―

彼
等
は
空
虚
の
距
離
を
充
填
す
る
だ
ら
う―

図版２　海
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双
眼
鏡
を
取
り
給
へ
。
地
球
は
ぐ
る
つ
と
廻
つ
て
全
景
を
見
透
さ
れ
る
。

「
海
」
は
実
景
を
言
葉
で
列
挙
し
な
が
ら
描
写
し
て
い
く
よ
う
に
読
め
る
。「
海
水
」「
帆
前
船
」「
海
水
衣
の
女
」「
魚
族
」「
海
藻
」「
独
逸
最

新
式
潜
水
艦
」「
モ
ー
タ
ー
」「
起
重
機
」
と
続
き
な
が
ら
、
だ
が
唐
突
に
描
写
す
る
対
応
物
を
待
た
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
詩
的
で
あ
り
得
る
言
語

表
現
が
現
れ
る
。「
彼
等
は
空
虚
の
距
離
を
充
填
す
る
だ
ら
う
」
の
箇
所
が
そ
れ
で
あ
る
。
確
か
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
見
透
さ
れ
る
」「
透
明
」
と

関
連
し
な
が
ら
「
空
虚
」
と
い
う
語
句
は
こ
の
詩
の
な
か
に
あ
る
の
だ
が
、
で
は
「
空
虚
の
距
離
を
充
填
す
る
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。「
空
虚
の
距
離
」
と
い
う
映
像
的
表
象
が
不
可
能
な
な
に
か
。「
充
填
」
し
得
な
い
か
ら
こ
そ
「
空
虚
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
を
「
充
填
す
る
」
と
い
う
逆
説
的
な
試
み
こ
そ
古
賀
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
と
も
読
め
な
い
こ
と
は
な
い
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
持
た
な
い

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
、
現
実
の
実
体
か
ら
遊
離
し
そ
れ
を
超
越
す
る
表
現
の
不
可
能
性
へ
の
実
験
。
古
賀
春
江
自
身
は
「
超
現
実
主
義
私
感

（
６
）

」

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

作
品
の
中
に
あ
る
対
象
が
実
感
の
世
界
の
そ
れ
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
寧
ろ
そ
の
実
感
の
世
界
を
消
滅
す
べ
き
素
材
と
し
て
の
形
象
に
過

ぎ
な
い
。
実
感
の
世
界
を
消
滅
せ
し
め
な
い
限
り
対
象
は
邪
魔
で
あ
り
作
品
は
混
乱
す
る
。

　

現
実
を
通
し
て
現
実
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
願
ふ―

こ
の
完
全
な
る
形
態
と
は
形
態
自
身
が
現
実
的
意
義
を
消
滅
し
た
る
時
で
あ
る
。

こ
の
「
実
感
の
世
界
」
と
し
て
の
「
対
象
」
を
「
消
滅
せ
し
め
」
る
と
い
う
表
現
は
、「
海
」
に
読
め
る
よ
う
に
古
賀
に
と
っ
て
絵
画
に
先
だ

っ
て
む
し
ろ
言
語
に
よ
る
詩
篇
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
古
賀
は
同
じ
文
章
の
な
か
で
「
非
現
実
と

超
現
実
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
「
非
現
実
と
は
現
実
を
対
象
と
し
た
る
対
立
の
世
界
で
あ
り
、
超
現
実
と
は
現
実
を
徹
し
た
る

そ
れ
自
身
の
自
律
の
世
界
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
古
賀
に
と
っ
て
「
超
現
実
」
と
は
「
非
現
実
」
で
は
な

く
「
現
実
的
価
値
形
式―

思
想
、
感
情
、
感
覚
等―

を
超
克
し
切
断
し
た
る
所
」
で
あ
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
古
賀
は
「
現
実―

芸
術―

現

実
と
い
ふ
や
う
に
弁
証
法
的
に
無
限
に
進
展
し
て
行
く
」
思
考
モ
デ
ル
を
構
想
す
る
。「
現
実
的
意
義
」
の
「
消
滅
」
を
目
指
し
た
と
し
て
も
そ
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こ
に
「
非
現
実
」
が
表
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
「
現
実
の
中
に
於
て
の
活
動
で
あ
り
な
が
ら
現
実
以
上
の
も
の
へ
の
憧
憬
で
あ
り
現
実
を
突
き

抜
け
て
進
展
す
る
活
動
」、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
古
賀
に
と
っ
て
「
超
現
実
的
芸
術
」
と
呼
び
得
る
表
象
創
作
の
実
践
な
の
だ
。

そ
れ
で
は
古
賀
の
創
造
は
現
実
と
ど
う
拮
抗
し
、
そ
れ
を
ど
う
止
揚
し
て
い
く
と
い
う
の
か
。
古
賀
の
〈
海
〉
を
は
じ
め
と
す
る
絵
画
が
当
時

の
モ
ー
ド
や
雑
誌
の
図
版
か
ら
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
現
実
を
画
面
に
取
り
込
ん
だ
と

言
え
よ
う
。
古
賀
の
絵
画
モ
チ
ー
フ
と
そ
の
引
用
元
と
な
っ
た
『
科
學
畫
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
な
ど
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
速
水

豊
の
研
究

（
７
）

な
ど
が
詳
細
に
跡
付
け
て
い
る
。
た
だ
参
照
元
が
明
ら
か
に
な
る
〈
海
〉
に
お
け
る
特
徴
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
モ
チ
ー
フ
群
と
は
い
さ
さ

か
趣
き
の
異
な
る
言
葉
が
「
海
」
に
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
か
。
一
見
、「
海
」
と
〈
海
〉
と
の
ズ
レ
と
も
思
え
る
こ
の
語
句
が
こ
の
詩
／
画
と

現
実
と
を
切
り
結
び
な
が
ら
そ
れ
を
超
克
す
る
契
機
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
「
北
緯
五
十
度
」
が
そ
れ
だ
。「
海
」
に
お
け
る
「
北

緯
五
十
度
」
を
「
解
釈
の
重
要
な
鍵
」
と
し
て
そ
の
意
義
を
提
起
し
た
論
考
に
長
田
謙
一
「
古
賀
春
江
「
海
」（
一
九
二
九
）
と
〈
溶
け
る
魚
〉

―

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
／
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
／
バ
ウ
ハ
ウ
ス
と
転
回
す
る
「
機
械
主
義
」―

― （
８
）

」
が
あ
る
。

一
九
二
九
年
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
北
緯
五
〇
度
は
決
し
て
単
な
る
一
緯
度
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
日
本

が
ロ
シ
ア
か
ら
獲
得
し
た
南
樺
太
領
土
の
北
限
、
ま
た
樺
太
を
横
断
し
て
日
本
と
ソ
連
が
陸
で
接
す
る
北
の
国
境
線
な
の
で
あ
る
。
こ
の
国

境
線
は
当
時
の
日
本
唯
一
の
陸
上
国
境
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
左
翼
に
と
っ
て
は
同
時
に
「
革
命
の
祖
国
」
ソ
連
邦
に
陸
で
つ
な
が
る
接
触

線
で
も
あ
る
…
。

長
田
は
続
け
て
北
緯
五
〇
度
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
岡
田
嘉
子
と
杉
本
良
吉
の
ソ
連
へ
の
越
境
亡
命
、
ま
た
小
林
多
喜
二
の
『
蟹
工

船
』
が
築
地
小
劇
場
で
「
北
緯
五
十
度
以
北
」
と
改
題
さ
れ
て
上
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
「「
北
緯
五
〇
度
」
が
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
特

別
な
響
き
を
古
賀
が
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
海
」
に
記
さ
れ
た
「
北
緯
五
十
度
」
こ
そ
が
現
実
へ
の
通
路
と
な

り
、
そ
の
現
実
を
止
揚
す
る
詩
画
の
批
評
性
も
そ
こ
に
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
「
海
」
の
「
北
緯
五
十
度
」
と
〈
海
〉
の
画
面
と
に

ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
も
事
実
だ
ろ
う
。
大
谷
省
吾
は
ま
さ
に
「
古
賀
春
江
の
《
海
》
は
ど
こ
の
海
？

（
９
）

」
と
い
う
問
い
を
立
て
〈
海
〉
に
お
け
る
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海
の
イ
メ
ー
ジ
に
『
科
学
知
識
』
一
九
二
八
年
九
月
号
の
表
紙
図
版
で
あ
る
「
珊
瑚
採
り
」
が
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
「〈〈
海
〉〉
に

お
け
る
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
の
関
係
」
に
「
か
た
や
「
北
緯
五
十
度
」
の
言
葉
で
示
さ
れ
る
、
労
働
者
の
搾
取
さ
れ
る
酷
寒
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
、
か

た
や
『
科
学
知
識
』
表
紙
で
示
さ
れ
る
、
珊
瑚
と
い
う
奢
侈
品
の
獲
れ
る
温
暖
な
南
の
海
」
と
い
う
「
対
照
」
性
を
読
み
取
っ
た
。
そ
の
上
で
大

谷
は
〈
海
〉
に
は
「
芸
術
至
上
主
義
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
社
会
に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
、
い
か
な
る
表
現
が
可
能
か
」
と
自
ら
に

問
う
た
古
賀
に
よ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
無
化
さ
れ
た
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
が
描
か
れ
て
い
た
と
す
る
。
古
賀
が
「
海
」
と
〈
海
〉
と
の
「
対

立
関
係
」
を
「
止
揚
」
で
は
な
く
「
無
効
化
」
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
大
谷
の
指
摘
に
は
首
肯
で
き
る
点
も
あ
る
が
、「
北
緯
五
十
度
」
と

「
潜
水
艦
」
と
い
う
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
交
差
は
紛
れ
も
な
く
今
そ
こ
で
起
き
て
い
る
国
境
線
を
め
ぐ
る
戦
争
を
否
が
応
で
も
想
起
さ
せ
表
象
し

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
潜
水
艦
」
と
は
単
な
る
船
舶
で
は
な
く
戦
争
遂
行
だ
け
を
目
的
に
建
造
さ
れ
た
兵
器

で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
「
潜
水
艦
」
は
戦
争
に
し
か
使
え
な
い
の
だ
。
そ
の
「
潜
水
艦
」
が
海
中
深
く
潜
ん
で
い
る
こ
の
海
を
描
く
詩
画
の
裏
面

か
ら
は
「
ど
こ
で
な
い
ど
こ
か
」
と
い
う
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
は
な
く
む
し
ろ
「
北
緯
五
十
度
」
と
い
う
当
時
の
日
本
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
国
境

線
を
批
評
的
に
読
み
取
る
必
要
が
あ
ろ
う
。『
古
賀
春
江
畫
集
』
か
ら
も
う
一
篇
の
詩
を
引
用
す
る
。

蒼
褪
め
た
海
峡
の
静
脈

測
量
船
の
望
遠
鏡

微
笑
す
る
風

時
計
の
針
は
落
ち
て
し
ま
つ
た
。

広
い
広
い
陸
地
は
見
ゆ
れ
ど

時
は
進
ま
な
い

抑
圧
さ
れ
た
希
望
。

図版３　感傷の静脈
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頁
を
閉
ぢ
よ

地
図
を
を
さ
め
よ

裏
側
の
感
傷
地
帯
。

「
感
傷
の
静
脈
」
で
あ
る
。「
時
計
の
針
」
の
「
落
ち
て
し
ま
つ
た
」
文
字
盤
ら
し
き
も
の
、
望
遠
鏡
ら
し
き
円
錐
形
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え

な
い
こ
と
も
な
い
が
、「
感
傷
の
静
脈
」
と
〈
感
傷
の
静
脈
〉（
図
版
３
）
と
の
明
確
な
対
応
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
も
は
や
難
し
い
。「
感
傷
の

静
脈
」
の
文
脈
を
辿
れ
ば
「
測
量
船
」
が
「
望
遠
鏡
」
を
頼
り
に
「
海
峡
」
を
「
測
量
」
し
新
た
な
「
地
図
」
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
様
子
が
読

め
る
。
そ
れ
は
冒
険
と
も
、
あ
る
い
は
版
図
拡
大
の
た
め
の
開
拓
と
も
読
み
取
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
あ
る
べ
き
高
揚
感
を
こ
の
詩
句
に
窺
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
「
落
ち
」「
進
ま
」
ず
、「
閉
ぢ
」
ら
れ
、
ど
こ
か
ら
か
な
の
か
、
誰
か
ら
か
な
の
か
は
不
明
だ
が
「
抑
圧
さ
れ
た
希

望
」
が
あ
る
ば
か
り
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
「
測
量
」
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
蒼
褪
め
た
海
峡
」
と
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
「
海
」
の

あ
の
「
北
緯
五
十
度
」
が
呼
び
戻
さ
れ
る
の
だ
。
当
時
の
日
ソ
の
国
境
線
で
あ
っ
た
「
北
緯
五
十
度
」。
そ
れ
に
近
接
し
て
間
宮
林
蔵
に
よ
っ
て

＂発
見
＂
さ
れ
「
測
量
」
さ
れ
た
海
峡
が
あ
る
。
タ
タ
ー
ル
海
峡
、
間
宮
海
峡
、
あ
る
い
は
韃
靼
海
峡
。
ど
の
視
点
に
立
っ
て
呼
ぶ
か
に
よ
っ
て

呼
称
の
異
な
る
こ
の
海
峡
は
当
時
の
日
本
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
と
の
領
土
的
紛
争
の
起
点
と
も
な
り
得
る
。
日
本
側
の
呼
称
に
従
え
ば
樺
太
で
あ
る

が
、
そ
の
地
に
不
自
然
な
ま
で
に
直
線
で
引
か
れ
た
「
北
緯
五
十
度
」
と
い
う
国
境
は
あ
く
ま
で
暫
定
さ
れ
た
緩
衝
地
帯
の
表
象
で
も
あ
っ
た
は

ず
だ
。「
感
傷
の
静
脈
」
と
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ま
で
に
静
ま
っ
た
風
景
を
表
す
だ
け
で
な
く
紛
争
の
緩
衝
に
潜
む
不
穏
な
事
態
を
も
呼
び
起

こ
す
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
い
や
、
ま
さ
か
「
感
傷
」
が
「
緩
衝
」
の
誤
記
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
が
。
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「
て
ふ
て
ふ
」
は
敢
え
て
「
韃
靼
海
峡
」
を
渡
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か

て
ふ
て
ふ
が
一
匹
韃
靼
海
峡
を
渡
つ
て
行
つ
た

『
亞
』
に
お
い
て
詩
篇
を
発
表
し
て
い
た
安
西
冬
衞
の
詩
篇
「
春
」
は
昭
和
期
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
始
原
に
し
て
最
高
傑
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
伝
統
で
は
、
例
え
ば
円
山
応
挙
が
描
い
た
「
百
蝶
図
」
の
よ
う
に
、
群
れ
飛
ぶ
姿
こ
そ
が
そ
の
表
象
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
た
蝶

を
敢
え
て
「
一
匹
」
と
し
た
点
に
鮮
烈
な
ポ
エ
ジ
ー
が
生
ま
れ
る
。
一
行
詩
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
も
小
泉
京
美
が
安
齋
一
安
『
一
安
短
詩
集
』

（
一
九
二
八
年
）
や
当
時
の
詩
雑
誌
『
詩
神
』
の
「
現
代
短
詩
」
欄
に
寄
せ
ら
れ
た
詩
篇
な
ど
と
表
現
の
質
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
つ
つ
次
の
よ

う
に
述
べ
る）

（（
（

。

　

何
よ
り
も
こ
こ
で
形
成
さ
れ
て
い
る
詩
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
詩
に
お
い
て
見
慣
れ
た
風
景
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

『
亜
』
の
詩
が
選
び
取
っ
た
詩
語
と
、
そ
れ
ら
が
豊
か
な
空
白
の
う
ち
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
背

後
に
「
外
地
」
の
都
市
と
し
て
の
大
連
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
作
品
世
界
と
手
法
こ
そ
が
詩
史
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

大
連
と
い
う
ト
ポ
ス
が
『
亜
』
に
国
内
の
短
詩
と
は
異
な
る
意
味
を
与
え
て
い
た
。

｢

大
連
と
い
う
ト
ポ
ス
」
こ
そ
安
西
ら
『
亞
』
の
詩
に
ポ
エ
ジ
ー
を
齎
し
た
こ
と
は
繰
り
返
し
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

租
借
地
、
日
本
に
従
属
し
た
と
い
う
意
味
で
の
「
外
地
」、
言
っ
て
よ
け
れ
ば
日
本
の
植
民
地
と
し
て
あ
っ
た
大
連
だ
か
ら
こ
そ
独
自
の
ポ
エ
ジ

ー
が
生
ま
れ
た
。
小
泉
の
指
摘
に
全
く
異
論
は
な
い
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
安
西
の
「
て
ふ
て
ふ
」
は
大
連
の
空
で
は
な
く
な
ぜ
敢
え
て
「
韃

靼
海
峡
を
渡
つ
て
行
」
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
連
も
ま
た
海
に
面
し
た
街
で
あ
り
、「
高
台
を
登
っ
て
忽
然
と
開
け
る
「
リ

ボ
ン
」
の
如
き
海
の
光
景）

（（
（

」
が
安
西
の
詩
篇
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
エ
リ
ス
俊
子
に
よ
っ
て
詳
細
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
一
つ
の
問
い
を
立
て
て
み
る
。「
て
ふ
て
ふ
」
は
大
連
湾
に
舞
い
上
が
り
、
例
え
ば
日
本
本
土
へ
と
、
安
西
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
奈
良
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大
和
へ
と
向
か
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
。
日
本
へ
の
帰
郷
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
「
て
ふ
て
ふ
」
に
託
し
た
方
が
大
連
に
生
き

る
安
西
の
植
民
者
と
し
て
の
複
雑
な
心
情
に
寄
り
添
っ
た
も
の
と
も
な
り
は
し
な
い
か
。
勿
論
、「
て
ふ
て
ふ
」
と
い
う
ひ
ら
が
な
標
記
と
の
見

事
な
ま
で
の
対
照
が
生
み
出
す
修
辞
的
成
功
の
た
め
に
は
「
韃
靼
」
の
漢
字
表
象
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
断
言
は
で
き
る
。
郷

愁
な
ど
断
ち
切
っ
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
ポ
エ
ジ
ー
こ
そ
新
た
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
要
諦
な
の
だ
。
エ
リ
ス
俊
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（（
（

。

安
西
の
テ
ク
ス
ト
の
随
所
に
は
、
遼
東
半
島
の
断
崖
に
ぽ
つ
ね
ん
と
し
て
自
分
が
い
る
の
だ
と
い
う
「
内
地
」
か
ら
の
隔
絶
の
意
識
が
か
い

ま
見
ら
れ
る
。
大
陸
の
崖
っ
ぷ
ち
の
高
所
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
の
、
視
界
が
開
け
る
解
放
感
と
切
断
の
感
覚
。
大
連
の
高
台
か
ら
見
下
ろ

さ
れ
る
海
峡
の
屈
折
し
て
細
長
く
伸
び
る
姿
を
双
眼
に
お
さ
め
た
と
き
召
喚
さ
れ
た
の
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
日
本
と
を
分
断
す
る
「
間

宮
海
峡
」
の
四
文
字
だ
っ
た
。

安
西
の
意
識
を
的
確
に
辿
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
エ
リ
ス
の
指
摘
は
大
連
か
ら
そ
れ
こ
そ
遠
く
「
隔
絶
」
し
た
「
間
宮
海
峡
」
が
な
ぜ
唐
突
に

「
召
喚
さ
れ
た
」
の
か
に
つ
い
て
は
十
分
に
答
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
大
連
の
実
際
の
風
景
へ
の
視
覚
に
重
ね
て
、「
間
宮
海
峡
」
が
選
ば

れ
た
背
景
に
は
当
時
の
拡
張
す
る
日
本
の
版
図
を
描
く
、
他
な
ら
ぬ
地
図
と
い
う
表
象
を
前
に
し
た
安
西
の
地
理
的
空
想
と
、
言
っ
て
よ
け
れ
ば

そ
こ
に
必
然
的
に
現
れ
る
地
政
学
的
な
意
味）

（（
（

を
読
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

て
ふ
て
ふ
が
一
匹
間
宮
海
峡
を
渡
つ
て
行
つ
た
。　
軍
艦
北
門
の
砲
塔
に
て

『
亞
』
第
19
号
（
一
九
二
六
年
五
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
初
出
形
で
あ
る
。
詩
集
『
軍
艦
茉
莉
』
に
所
収
さ
れ
る
に
あ
た
り
「
間
宮
海
峡
」
が
「
韃

靼
海
峡
」
に
改
変
さ
れ
、
添
え
書
き
に
記
さ
れ
た
「
軍
艦
北
門
の
砲
塔
に
て
」
が
削
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
小
さ
く
記
さ
れ
て
い
た

添
え
書
き
の
方
で
あ
る
。
削
除
さ
れ
た
添
え
書
き
に
は
、
削
除
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
「
春
」
と
い
う
詩
に
裏
書
き
さ
れ
た
地
政
学
的
な
背
景
が
透

け
て
見
え
る
。「
間
宮
海
峡
」
に
は
「
砲
塔
」
を
備
え
た
「
軍
艦
」
が
碇
泊
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
名
に
選
ば
れ
た
「
北
門
」
は
北
の
境
界
の
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防
衛
を
意
味
し
て
い
る
と
読
め
る
。「
間
宮
海
峡
」
す
な
わ
ち
「
韃
靼
海
峡
」
と
は
軍
艦
を
配
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
軍
事
的
な
国
境
線
で
あ

る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
安
西
冬
衞
と
古
賀
春
江
の
表
象
が
相
互
に
交
差
し
て
く
る
。
古
賀
の
〈
海
〉
に
描
か
れ
た
「
潜

水
艦
」
と
「
海
」
に
置
か
れ
た
「
北
緯
五
十
度
」
と
い
う
言
葉
が
国
境
線
を
め
ぐ
る
緊
張
と
紛
争
の
現
実
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。

「
北
緯
五
十
度
」
は
「
蒼
褪
め
た
海
峡
」
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
同
じ
よ
う
に
安
西
も
軍
事
的
な
衝
突
点
と
し
て
「
韃
靼
海
峡
」
を
描
き
、
あ
た
か

も
そ
の
国
境
の
緊
張
を
緩
衝
さ
せ
る
か
の
ご
と
く
に
舞
い
立
ち
渡
る
「
て
ふ
て
ふ
」
を
配
し
た
。
地
図
に
描
か
れ
た
「
北
緯
五
十
度
」
を
め
ぐ
る

思
考
は
「
蒼
褪
め
た
海
峡
」
を
取
り
巻
く
不
穏
な
「
潜
水
艦
」
や
「
軍
艦
」
を
呼
び
起
こ
し
、
し
か
し
テ
ク
ス
ト
は
無
意
識
に
そ
の
緩
衝
を
示
し

て
い
た
。

「
地
圖
」
と
「
彼
女
」
と
「
一
匹
の
蝶
」
と

『
亞
』
に
連
作
と
も
読
め
る
詩
篇
を
書
き
綴
っ
た
安
西
の
も
う
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
に
「
少
女
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
も
エ
リ
ス
俊
子
が
既

に
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。
内
と
外
と
の
境
界
点
で
あ
る
「
門
」
の
周
辺
に
立
つ
「
少
女
」
を
エ
リ
ス
は
「
本
能
的
に
侵
入
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
す
る
処

女
」
と
捉
え
、「
拒
絶
の
象
徴
」
で
あ
り
「
禁
断
の
表
象
」
で
も
あ
っ
た
と
意
味
付
け
て
い
る
。
そ
れ
が
散
文
詩
「
軍
艦
茉
莉
」
で
は
「
ノ
ル
マ

ン
デ
イ
産
れ
の
質
の
よ
く
な
い
こ
の
艦
の
機
關
長
に
夙
う
か
ら
犯
さ
れ
て
ゐ
る
」「
妹
」
と
な
る
の
だ
が
、
エ
リ
ス
の
次
の
指
摘
は
と
り
わ
け
重

要
で
あ
る
。

な
お
、『
亞
』
の
後
半
期
に
お
い
て
は
、
安
西
の
詩
篇
中
の
「
少
女
」（
な
い
し
「
妹
」）
は
、
し
ば
し
ば
「
地
図
」
や
「
地
球
儀
」
と
の
取

り
合
わ
せ
で
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、「
私
」
が
「
地
球
儀
」
の
あ
る
部
屋
で
、
少
女
に
「
人
生
」
の
勉
強
を
指
導
す
る
と
い
っ
た
情
景
も

描
か
れ
る
（
散
文
詩
「
地
球
儀
」）。
も
は
や
語
り
手
は
「
門
」
の
外
に
立
ち
す
く
む
の
で
は
な
く
、
室
内
に
ま
で
侵
入
し
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
こ
こ
で
も
な
お
、
少
女
像
を
成
す
特
徴
に
変
わ
り
は
な
く
「
私
」
と
「
少
女
」
は
至
近
距
離
に
い
な
が
ら
も
「
少
女
」
は
い
ま
だ
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自
分
が
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
私
は
抑
制
を
き
か
せ
て
、「
地
球
儀
」
や
「
地
図
」
と
共
に
「
少
女
」
の
そ
ば
に
い

る
。
こ
こ
で
地
図
が
、
欲
望
さ
れ
る
も
の
の
比
喩
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
日
本
の
国
境
が
押
し
広
げ
ら
れ
て
い
く
と

き
、
人
は
地
図
を
眺
め
、
侵
犯
の
成
就
し
た
地
域
を
塗
り
つ
ぶ
し
、
さ
ら
な
る
獲
得
へ
の
欲
望
を
か
き
立
て
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
。

安
西
の
詩
篇
に
お
け
る
「
少
女
」
と
「
地
図
」
と
の
取
り
合
わ
せ
、「
少
女
」
を
前
に
し
て
「「
門
」
の
外
に
立
ち
す
く
む
」
だ
け
で
あ
っ
た

「
語
り
手
」
が
「
少
女
」
の
「
室
内
に
ま
で
侵
入
」
す
る
ま
で
に
な
る
と
い
う
変
容
。
そ
し
て
「
少
女
」
は
や
が
て
散
文
詩
「
軍
艦
茉
莉
」
に
お

い
て
「
犯
さ
れ
」「
屍
體
と
な
つ
て
横
た
わ
る
」「
妹
」
と
し
て
も
描
か
れ
る
が
、
こ
の
「
軍
艦
茉
莉
」
の
語
り
手
で
あ
る
「
艦
長
で
大
尉
」
の

「
私
」
は
あ
く
ま
で
「
阿
片
に
憑
か
れ
て
た
だ
崩
れ
」「
監
禁
さ
れ
」、
こ
の
「
妹
」
に
降
り
か
か
っ
た
悲
劇
を
「
ど
う
す
る
こ
と
も
出
來
な
い
」

ま
ま
留
め
置
か
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
自
身
の
、「
少
女
」
＝
「
妹
」
へ
の
接
触
と
侵
犯
が
ど
こ
ま
で
も
禁
忌
で
あ
っ
た
こ

と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
一
方
で
語
り
手
が
「
少
女
」
へ
と
接
近
を
果
た
し
、「
室
内
に
ま
で
侵
入
」
す
る
ば
か
り
か
、
あ
ろ
う
こ
と
か
つ
い
に

は
「
彼
女
」
を
殺
め
よ
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
が
、
エ
リ
ス
の
論
で
は
言
及
が
な
か
っ
た
が
、
詩
篇
「
韃
靼
海
峡
と
蝶）

（（
（

」
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
の

だ
。

　
　
　

木
の
椅
子
に
膝
を
組
ん
で
銃
口
を
鼻
に
す
る
。
蒼
い
腦
膸
で
嗅
ぐ
煙
硝
の
匂
が
、
私
の
内
部
立
體
の
世
界
へ
導
い
た
。

私
を
乘
せ
た
俥
は
公
園
に
沿
う
て
坂
を
登
つ
て
い
つ
た
。
曇
天
の
下
で
メ
リ
イ
ゴ
オ
ラ
ン
ド
が
將
に
出
發
し
よ
う
と
し
て
、
馬
は
革
製
の

耳
を
揃
へ
て
ゐ
た
。
し
か
し
私
を
乘
せ
た
俥
は
、
こ
の
時
も
う
曇
天
を
墮
し
て
坂
を
登
り
盡
し
て
ゐ
た
。

私
は
遊
離
さ
れ
た
進
行
に
同
意
す
る
。

彼
女
は
目
を
眠
つ
て
ゐ
た
。
壁
に
垂
れ
た
地
圖
に
横
顔
を
あ
て
て
、
彼
女
の
肩
を
辷
つ
て
靑
褪
め
た
韃
靼
海
峡
が
肩
掛
の
や
う
に
流
れ
て

ゐ
た
。
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流
れ
る
彼
女
の
眸
子
は
い
つ
も
慍
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　

併
し
私
は
氣
に
し
な
い
。

　
　
　

私
は
構
は
ず
レ
ッ
ス
ン
を
と
る
。

　
　
　

レ
ッ
ス
ン
を
と
る
た
め
に
歩
き
ま
は
る
。

　
　
　

歩
き
ま
は
る
た
め
に
、
私
は
た
ち
ど
ま
る
。
さ
う
い
ふ
私
を
彼
女
は
始
め
て
笑
ふ
の
だ
。

　
　
　

微
笑
が
い
き
な
り
彈
道
を
誘
致
し
た
。
彈
道
が
彼
女
を
海
峡
に
縫
ひ
つ
け
た
。

　

次
の
瞬
間
、
彼
女
の
組
織
が
解
體
す
る
だ
ら
う
。
穿
た
れ
た
ホ
ー
ル
か
ら
海
峡
が
落
下
奔
騰
す
る
だ
ら
う
。
そ
の
氾
濫
の
中
で
如
何
に
し

て
自
分
は
、
自
分
自
身
を
收
容
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　

私
は
決
意
し
た
。

　
　
　

銃
の
安
全
裝
置
を
解
す
音
は
田
舎
驛
の
改
札
に
似
て
ゐ
る
。

　
　
　

銃
を
擬
し
て
、
私
は
ピ
ツ
タ
リ
と
彼
女
を
マ
ー
ク
し
た
。

　
　
　

す
る
と
一
匹
の
蝶
が
き
て
靜
に
銃
口
を
覆
う
た
。

あ
の
「
春
」
に
お
け
る
「
て
ふ
て
ふ
」
と
「
韃
靼
海
峡
」
と
い
う
二
つ
の
詩
語
の
鮮
や
か
な
ま
で
の
衝
突
、
そ
こ
に
齎
さ
れ
る
異
化
作
用
と
し

て
の
ポ
エ
ジ
ー
に
安
西
自
身
も
確
か
な
成
功
の
実
感
を
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
「
春
」
こ
そ
が
「
詩
人
と
し
て
の
自
分
の
位
置
を
決
定
し
た

紀
念
の
古
典
で
あ
る）

（（
（

」
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
継
続
さ
れ
、
詩
篇
「
韃
靼
海
峡
と
蝶
」
あ
る
い
は
「
再
び
韃
靼
海
峡
と
蝶
」

に
反
復
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
付
加
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
「
彼
女
」
と
「
地
圖
」
で
あ
る
。「
韃
靼
海
峡
と
蝶
」
を
読
ん
で
み
よ
う
。
安
西
の

心
象
に
お
い
て
大
連
の
気
候
は
い
つ
も
「
曇
天
」
で
あ
る
。「
坂
」
も
『
亞
』
に
お
け
る
詩
篇
で
た
び
た
び
描
か
れ
て
き
た
大
連
を
特
徴
づ
け
る

街
の
風
景
だ
。
何
よ
り
「
メ
リ
イ
ゴ
オ
ラ
ン
ド）

（（
（

」
は
大
連
電
気
遊
園
に
設
置
さ
れ
て
い
た
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
他
な
ら

ぬ
大
連
を
背
景
と
す
る
こ
の
詩
篇
に
お
い
て
「
私
」
は
今
「
彼
女
」
と
同
じ
一
つ
の
部
屋
に
、
至
近
距
離
に
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
は
「
少
女
」
で
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も
「
妹
」
で
も
な
く
「
彼
女
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
視
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。「
私
」
は
「
彼
女
」
に
向
け
て
「
レ
ッ
ス
ン
を
と
」
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
二
人
に
は
教
え
る
→
教
え
ら
れ
る
と
い
う
上
下
関
係
が
存
在
す
る
。
た
だ
「
少
女
」
か
ら
「
彼
女
」
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
「
彼

女
」
は
「
私
」
の
「
レ
ッ
ス
ン
」
を
一
方
的
に
聴
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
目
を
眠
つ
て
ゐ
」
る
と
い
う
そ
の
姿
勢
は
微
か
に
反
抗
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
も
窺
え
る
。
た
だ
意
志
的
に
見
え
た
「
彼
女
」
も
そ
の
身
体
は
「
壁
に
垂
れ
た
地
圖
」
に
、
し
か
も
「
靑
褪
め
た
韃
靼
海
峡
」

に
溶
解
し
て
い
く
。「
私
」
は
「
彼
女
」
に
地
理
の
「
レ
ッ
ス
ン
」
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
壁
に
垂
れ
た
地
圖
」
に
示
さ
れ
た
「
韃
靼
海

峡
」
を
前
に
「
私
」
は
「
彼
女
」
に
一
体
何
を
「
レ
ッ
ス
ン
」
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
二
〇
年
刊
行
、
一
九
二
四
年
に
改
訂
さ
れ
、
当

時
流
通
し
て
い
た
樺
太
の
地
図
の
一
つ
で
あ

る
「
樺
太
全
島
新
地
圖
」（
図
版
４
）
を
参

照
す
る
と
き
、
そ
の
内
容
を
朧
気
な
が
ら
で

は
あ
る
が
推
測
で
き
る
。「
彼
女
の
肩
を
辷

つ
て
」「
肩
掛
の
や
う
に
流
れ
て
ゐ
」
る
「
韃

靼
海
峡
」
は
そ
の
名
称
を
「
間
宮
海
峡
」
と

重
ね
ら
れ
、
し
か
し
、
そ
の
位
置
は
地
図
上

で
は
明
確
に
北
緯
五
〇
度
以
北
、
つ
ま
り
は

当
時
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
領
内
に
あ
る
。「
私
」

の
「
彼
女
」
へ
の
「
地
圖
」
の
「
レ
ッ
ス

ン
」
は
当
然
こ
の
北
緯
五
〇
度
と
い
う
国
境

線
を
め
ぐ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
不

自
然
な
ま
で
に
直
線
に
引
か
れ
た
国
境
線
の

図版４　樺太全島新地圖
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来
歴
と
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
。
そ
の
海
峡
は
い
か
に
「
間
宮
海
峡
」
と
、「
韃
靼
海
峡
」
と
名
付
け
ら
れ
て
は
い
て
も
日
本
の
版
図
に
は
組
み
入

れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
。

少
し
先
回
り
し
て
読
む
と
「
私
」
は
「
彼
女
」
の
「
微
笑
」
に
「
誘
致
」
さ
れ
「
彼
女
」
に
「
銃
口
」
を
向
け
る
。
こ
の
あ
ま
り
に
も
唐
突
す

ぎ
る
殺
意
は
ど
こ
か
ら
湧
き
出
て
来
る
の
か
。「
彼
女
」
の
身
体
に
「
靑
褪
め
た
韃
靼
海
峡
が
肩
掛
の
や
う
に
流
れ
」
込
み
、「
私
」
は
「
彼
女
」

そ
の
も
の
に
「
海
峡
」
を
幻
視
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
こ
の
「
微
笑
」
は
「
韃
靼
海
峡
」
が
日
本
か
ら
見
れ
ば
国
境
の
外
に
あ
る
の
は
当
然
で

は
な
い
か
と
す
る
「
彼
女
」
自
身
の
心
情
に
起
因
す
る
。
そ
れ
は
韃
靼
海
峡
の
日
本
へ
の
帰
属
を
夢
見
る
「
私
」
に
対
し
そ
の
関
係
を
逆
転
さ
せ

る
「
微
笑
」
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば
「
私
」
へ
の
嘲
笑
に
さ
え
見
え
た
の
だ
ろ
う
。「
私
」
を
安
西
自
身
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要

だ
が
、
安
西
は
「
曾
て
」
の
「
私
の
空
想
」
と
し
て
「
間
宮
海
峡
が
五
十
年
後
、
陸
地
に
變
化
す
る
と
い
ふ
靑
褪
め
た
夢）

（（
（

」
を
記
し
て
い
た
。
こ

れ
は
樺
太
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
へ
と
拡
張
す
る
日
本
の
版
図
へ
の
ご
く
大
衆
的
な
欲
望
で
あ
る
。「
私
の
空
想
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
つ

ま
り
日
本
の
北
緯
五
〇
度
を
め
ぐ
る
状
況
そ
の
も
の
を
一
度
「
解
體
」
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
銃
を
擬
し
て
、
私
は
ピ
ツ
タ
リ
と
彼
女
を
マ
ー
ク
」

す
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
上
で
の
象
徴
行
為
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
彼
女
の
組
織
」
の
「
解
體
」
は
ま
さ
に
地
図
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に

表
象
さ
れ
た
領
土
と
植
民
地
を
め
ぐ
る
新
た
な
再
分
配
の
開
始
を
告
知
す
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
「
一
匹
の
蝶
」
が
「
靜
に
銃
口
を
覆
う
」
こ
と

で
こ
の
欲
望
は
鎮
め
ら
れ
て
い
く
。

な
ぜ
「
彼
女
の
眸
子
は
い
つ
も
慍
つ
て
ゐ
る
」
の
か

「
韃
靼
海
峡
と
蝶
」
に
お
け
る
「
彼
女
」
の
意
思
は
「
私
」
の
「
レ
ッ
ス
ン
」
に
「
眠
つ
て
ゐ
」
る
こ
と
に
よ
る
微
か
な
反
抗
、「
微
笑
」
に
よ

る
「
私
」
へ
の
軽
侮
と
し
て
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
む
し
ろ
言
語
化
さ
れ
得
ぬ
感
情
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
慍
り
で

あ
る
。
怒
り
で
は
な
く
慍
り
。
そ
れ
に
し
て
も
何
に
対
し
て
、
な
ぜ
「
彼
女
の
眸
子
は
い
つ
も
慍
つ
て
ゐ
る
」
の
か
。
と
も
す
れ
ば
退
屈
し
て
い
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る
「
彼
女
」
の
心
情
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
「
構
は
ず
レ
ッ
ス
ン
を
と
」
り
続
け
る
「
私
」
の
態
度
に
「
慍
つ
て
ゐ
る
」
の
だ
と
ま
ず
は
読
み
取

れ
る
が
、
こ
の
「
レ
ッ
ス
ン
」
が
他
な
ら
ぬ
「
韃
靼
海
峡
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ま
た
さ
ら
に
「
彼
女
」
自
身
の
身
体
が
「
韃

靼
海
峡
」
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
く
と
す
る
な
ら
、
別
様
の
解
釈
も
可
能
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
海
峡
が
＂発
見
＂
さ
れ
、
そ
れ

に
因
ん
で
「
間
宮
海
峡
」
と
、
そ
し
て
「
韃
靼
海
峡
」
と
欲
望
の
対
象
と
し
て
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
「
彼
女
」
か
ら
の
問
い
か
け
と
抗

い
で
あ
る
。「
私
」
の
「
レ
ッ
ス
ン
」
が
あ
く
ま
で
日
本
側
か
ら
見
た
「
韃
靼
海
峡
」
を
め
ぐ
る
地
政
学
に
基
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
の
だ
が
、

テ
ク
ス
ト
は
そ
ん
な
「
私
」
の
語
り
へ
の
抵
抗
を
「
彼
女
の
眸
子
は
い
つ
も
慍
つ
て
ゐ
る
」
と
し
て
密
か
に
仕
掛
け
て
い
た
の
だ
。「
彼
女
」
は
、

「
私
」
が
あ
る
い
は
日
本
の
版
図
が
「
韃
靼
海
峡
」
を
、「
彼
女
」
の
身
体
を
求
め
る
よ
う
に
、
欲
望
し
て
い
る
こ
と
に
「
慍
つ
て
ゐ
る
」
の
だ
。

だ
が
同
時
に
こ
の
「
韃
靼
海
峡
と
蝶
」
が
『
軍
艦
茉
莉
』
か
ら
『
大
學
の
留
守
』
と
い
う
一
九
四
〇
年
代
の
詩
集
に
再
録
さ
れ
た
こ
と
で
、
さ

ら
に
「
彼
女
」
の
慍
り
に
は
別
個
の
意
味
付
け
が
齎
さ
れ
て
し
ま
う
。『
大
學
の
留
守
』
は
湯
川
弘
文
社
の
新
詩
叢
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

そ
の
叢
書
を
宣
伝
す
る
文
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

詩
人
の
こ
の
た
び
の
大
戰
に
い
ち
は
や
く
感
應
し
て
そ
の
筆
を
鋭
く
せ
る
、
他
の
文
藝
分
野
に
そ
の
比
を
み
ず
。
又
そ
の
朗
讀
の
氣
運
大
い

に
世
に
起
り
て
詩
集
の
翹
望
せ
ら
る
る
今
に
優
る
時
な
し
。
こ
こ
に
本
邦
中
堅
詩
人
の
詩
集
を
蒐
め
て
新
詩
叢
書
と
な
す
。

詩
人
こ
そ
が
こ
の
「
大
戰
」
に
最
も
早
く
「
感
應
」
し
、
当
時
の
呼
称
で
言
え
ば
時
局
詩
、
翼
賛
詩
、
国
民
詩
、
つ
ま
り
は
戦
争
詩
を
書
き
上

げ
て
い
く
。
そ
れ
は
「
朗
讀
」
と
い
う
大
衆
的
な
拡
散
の
方
法
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
宣
伝
文
に
は
ま
さ
に
時
局
が
要
請
し
た
戦
争
詩

の
典
型
と
そ
の
実
態
を
語
っ
て
い
る
。

安
西
冬
衞
の
戦
争
詩
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
例
え
ば
『
大
學
の
留
守
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
篇
「
燕
と
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
」
は
「
南
方
共
榮
圏
か
ら
海
を
越
え
て
燕
が
渡
つ
て
來
る
。」
と
い
う
一
行
か
ら
始
ま
る
。「
て
ふ
て
ふ
」
は
「
燕
」
に
、「
韃
靼
海
峡
」
は
「
南

方
共
榮
圏
」
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
の
「
春
」
の
稚
拙
な
ま
で
の
バ
リ
ア
ン
ト
で
あ
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
最
高
傑
作
は
戦
争
詩

に
転
用
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
自
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
や
む
し
ろ
時
局
と
い
う
テ
ー
マ
性
こ
そ
が
い
か
な
る
詩
形
に
も
入
り
込
み
、
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メ
タ
フ
ァ
ー
を
求
め
、
そ
し
て
ポ
エ
ジ
ー
を
内
部
か
ら
侵
し
食
い
尽
く
し
て
い
っ
た
と
い
う
べ
き
か
。「
燕
」
は
「
正
し
く
興
亞
の
夏
の
哨
戒
機

だ
」
と
喩
え
ら
れ
、
こ
の
詩
篇
は
そ
こ
に
「
錫
・
護
謨
・
石
油
・
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
な
ど
高
度
國
防
國
家
の
建
設
に
必
要
な
南
方
資
源
の
輸
送
路
を

警
護
す
る
重
大
な
任
務
を
新
た
に
課
し
た
の
だ
」。「
燕
と
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
」
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

　

燕
よ
、
心
し
て
汝
の
任
務
を
果
せ
。

　

そ
し
て
新
し
き
時
代
の
傳
説
を
創
造
せ
よ
。

問
題
は
ま
さ
に
二
〇
年
代
に
は
「
新
し
き
時
代
の
傳
説
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
あ
の
「
て
ふ
て
ふ
」
に
も
こ
の
「
任
務
」
が
胚
胎
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
点
だ
。
そ
し
て
こ
の
詩
集
を
読
む
に
あ
た
っ
て
期
待
さ
れ
て
い
た
「
高
度
國
防
國
家
の
建
設
」
と
い
う
解
釈
コ
ー
ド
の
な
か

で
「
韃
靼
海
峡
と
蝶
」
も
さ
ら
に
ま
た
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
意
味
が
生
じ
始
め
る
。
す
な
わ
ち
「
彼
女
の
眸
子
は
い
つ
も
慍
つ
て
ゐ
る
」
の
は
、

あ
の
韃
靼
海
峡
が
四
〇
年
代
に
至
っ
て
も
北
緯
五
〇
度
以
北
に
表
象
さ
れ
て
い
る
現
状
に
対
し
て
で
あ
り
、「
彼
女
」
が
望
む
の
は
「
南
方
共
榮

圏
」
を
「
警
護
す
る
」「
燕
」
と
「
韃
靼
海
峡
を
渡
」
る
「
て
ふ
て
ふ
」
の
飛
行
線
が
一
つ
に
つ
な
が
る
こ
と
。
そ
の
と
き
「
南
方
共
榮
圏
」
と

「
韃
靼
海
峡
」
と
、
あ
る
い
は
大
連
と
が
一
つ
の
帝
国
の
版
図
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。「
彼
女
の
眸
子
」
の
先
に
帝
国
の
地
図
が
完
成
す
る
。

安
西
冬
衞
が
「
韃
靼
海
峡
と
蝶
」
を
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
へ
と
繰
り
返
し
自
ら
の
詩
集
に
再
録
し
て
い
く
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
古
賀
春

江
の
「
感
傷
の
静
脈
」
に
、
あ
る
い
は
自
身
の
「
春
」
に
見
え
た
歴
史
へ
の
批
評
性
を
稀
薄
に
し
、
緩
衝
と
い
う
あ
り
得
た
か
も
し
れ
ぬ
地
政
学

的
な
可
能
性
を
テ
ク
ス
ト
に
封
印
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

註（
１
）　

古
賀
春
江
の
詩
篇
の
引
用
は
全
て
古
賀
春
江
『
写
実
と
空
想
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
）
に
拠
っ
た
。　

（
２
）　
『
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
思
考
野
』、
明
文
書
房
、
二
〇
一
六
年
六
月
。

（
３
）　
『
テ
ク
ス
ト
の
交
通
学
』
白
地
社
、
一
九
九
二
年
七
月
。

（
４
）　
「
古
賀
春
江
論―

古
賀
春
江
か
ら
川
端
康
成
へ
」（
澤
正
宏
・
和
田
博
文
編
『
日
本
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
）。

（
５
）　

註
（
２
）
と
同
じ

（
６
）　
『
ア
ト
リ
ヱ
』
一
九
三
〇
年
一
月
。
引
用
は
註
（
１
）
に
拠
っ
た
。「
超
現
実
主
義
私
感
」
に
着
目
し
た
論
と
し
て
小
林
康
夫
「
消
滅
の
美
学―

古
賀
春
江
の
《
超
現
実
主
義
》―

」
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（『
比
較
文
學
研
究
』
50
、
東
大
比
較
文
學
會
、
一
九
八
六
年
一
一
月
）
は
古
賀
の
作
品
を
「《
消
滅
》
の
形
式
の
探
求
」
と
捉
え
「
古
賀
春
江
に
と
っ
て
絵
画
の
問
題
は
、
現
実
の
問
題
の

再
現
で
も
現
実
的
な
自
己
表
現
の
実
現
で
も
な
く
、
た
だ
ひ
と
え
に
現
実
の
《
消
滅
》
の
問
題
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
７
）　
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
と
日
本　

イ
メ
ー
ジ
の
受
容
と
創
造
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
九
年
五
月
。

（
８
）　
『
美
學
』
第
57
巻
２
号
、
二
〇
〇
六
年
九
月
。

（
９
）　
『
現
代
の
眼
』
588
号
、
東
京
国
立
美
術
館
、
二
〇
一
一
年
六
月
。
大
谷
省
吾
は
そ
の
著
作
『
激
動
期
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド　

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
日
本
の
絵
画―

一
九
二
八
～

一
九
五
三
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
六
年
六
月
）
の
第
二
章
「
超
現
実
主
義
と
機
械
主
義
と
の
は
ざ
ま
で　

古
賀
春
江
、
阿
部
金
剛
を
心
に
」
で
同
様
の
指
摘
を
行
い
、
論
じ
直
し
て
い
る
。

（
10
）　
「『
亜
』
の
風
景―

安
西
冬
衛
と
滝
口
武
士
の
短
詩―

」（『
日
本
文
学
』
第
59
巻
第
２
号
、
日
本
文
学
協
会
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）。

（
11
）　
「
畳
ま
れ
る
風
景
と
滞
る
眼
差
し―

『
亞
』
を
支
え
る
空
白
の
力
学
に
つ
い
て―

」（『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
22
巻
４
号
、
立
命
館
大
学
国
際
言
語
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
一
年

三
月
）。

（
12
）　

註
（
11
）
と
同
じ
。

（
13
）　

王
中
忱
「「
東
洋
学
」
言
説
、
大
陸
探
検
記
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
空
間
表
現―

安
西
冬
衛
の
地
政
学
的
な
眼
差
し
を
中
心
に
し
て
」（
王
徳
威
ら
編
『
帝
国
主
義
と
文
学
』
研
文
出
版
、

二
〇
一
〇
年
七
月
、
所
収
）
は
安
西
を
「
座
せ
る
旅
行
者
」
と
捉
え
、
そ
の
詩
篇
に
「
地
政
学
的
な
構
図
」
を
読
み
取
り
、
同
時
代
の
地
図
、
地
理
的
著
作
、「
大
衆
メ
デ
ィ
ア
に
浸
透
し

た
東
洋
学
的
な
読
物
」
や
「
大
陸
探
検
記
」
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
小
泉
京
美
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
地
政
学―

日
本
の
前
衛
詩
運
動
と
植
民
地
空
間―

」（『
東
洋
通

信
』
第
五
一
巻
第
四
号
、
東
洋
大
学
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）
も
こ
の
時
期
の
前
衛
詩
（
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
）
を
「
満
州
国
」
を
め
ぐ
る
地
政
学
的
側
面
か
ら
検
討
し
て
い
る
。

（
14
）　

註
（
11
）
と
同
じ
。　

（
15
）　

引
用
は
安
西
冬
衞
『
大
學
の
留
守
』（
湯
川
弘
文
社
、
一
九
四
三
年
二
月
）
に
拠
っ
た
。

（
16
）　
「「
韃
靼
海
峡
と
蝶
」
の
位
置
」。
引
用
は
『
安
西
冬
衞
全
集
』
第
二
卷
（
寳
文
館
出
版
、
一
九
七
八
年
三
月
）
に
拠
っ
た
。

（
17
）　
「
大
連　

電
気
遊
園
」（http://ifs.nog.cc/dalian2006.hp.infoseek.co.jp/page029.htm

l

）
をw

eb

上
で
閲
覧
す
る
と
当
時
の
絵
葉
書
「
大
連
電
氣
遊
園
の
木
馬
」
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
18
）　
「
夜
長
の
記
」。
引
用
は
註
（
16
）
と
同
じ
。

（
19
）　

冨
上
芳
秀
『
安
西
冬
衛　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
に
隠
さ
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
』（
未
来
社
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
）
は
「
燕
と
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
」
に
つ
い
て
「〈
大
東
亜
共
栄
圏
〉
と
い
う

日
本
帝
国
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
代
弁
者
と
し
て
戦
争
初
期
の
勝
利
に
酔
っ
て
い
る
よ
う
な
極
め
て
表
面
的
な
思
想
風
俗
を
安
西
冬
衛
独
自
の
漢
字
用
法
と
外
国
語
を
ま
じ
え
て
味
つ
け

す
る
と
い
う
方
法
で
わ
ず
か
に
モ
ダ
ニ
ス
ト
ら
し
さ
を
残
し
な
が
ら
よ
う
や
く
詩
に
作
り
上
げ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

図
版
１
か
ら
３
は
古
賀
春
江
『
写
実
と
空
想
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
）
に
拠
っ
た
。
図
版
２
「
海
」
の
色
彩
に
つ
い
て
は
「
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
」
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.artm

useum
s.go.jp/

）
を
閲
覧
、
参
照
し
た
。
図
版
３
「
感
傷
の
静
脈
」
は
石
橋
財
団
が
所
蔵
し
て
い
る
。
図
版
４
に
は
「
編
輯
兼
印
刷
發
行
者　

嵯
峨
彦
太
郎
、

發
行
所　

小
島
大
誠
堂　

大
正
九
年
十
一
月
十
五
日
發
行
」
と
記
し
て
あ
る
。　




