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は
じ
め
に

　
詩
の
語
り
の
背
後
に
は
〈
表
現
主
体
〉（
歴
史
上
の
作
者
ら
し
き
存

在
）
が
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
読
み
の
背
後
に
は
主
体
と
し
て
の

〈
わ
れ
〉（
現
在
を
生
き
る
読
み
手
）
が
い
る
。
そ
し
て
今
こ
こ
に
テ
キ

ス
ト
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
、
作
者
は
蘇
る
の
か
。
読
み
の

一
つ
の
視
点

0

0

0

0

0

と
し
て
、
そ
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
き
た
か
を

検
証
す
る
こ
と
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
（
蘇
る
も
の
や
蘇
ら
な
い
も
の
）

を
探
る
こ
と
。
た
と
え
蘇
ら
な
く
て
も
、
な
ぜ
に
蘇
ら
な
い
の
か
に

考
え
を
及
ぼ
す
こ
と
。
蘇
れ
ば
、
そ
こ
に
〈
詩
〉
が
確
認
で
き
る
。

は
じ
め
か
ら
〈
詩
〉
の
時
空
と
〈
表
現
主
体
〉
が
〈
わ
れ
〉
の
ま
え

に
前
提
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
し
か
し
読
ま
れ
て

き
た
そ
の
た
び
ご
と
の
確
か
な
時
間
が
あ
る
か
ら
、
今
〈
わ
れ
〉
の

前
に
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
受
容
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
表

層
の
受
容
史
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
作
品
を
読
ん
で
き
た

〈
他
者
〉
の
生
と
文
学
の
様
相
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
今
回
問
題
に
す
る
第
一
点
は
、
陶
淵
明
（
三
六
五
～
四
二
七
）
の
受

容
を
め
ぐ
る
〈
愛
好
か
ら
受
容
〉
の
様
相
、
そ
の
限
界
及
び
特
化
と

深
化
を
、
南
朝
の
文
学
者
と
王
績
・
孟
浩
然
で
確
認
す
る
こ
と
で
あ

る
。
第
二
点
は
、
受
容
を
め
ぐ
る
一
様
相
と
し
て
、
否
定
的
な
言
表

を
契
機
に
表
現
主
体
の
生
の
覚
悟
が
対
自
化
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な

杜
甫
の
「
遣
興
五
首
」
に
お
け
る
詩
作
の
磁
場
を
め
ぐ
っ
て
考
え
て

み
る
こ
と
で
あ
る
。

一　

南
朝
の
愛
好
者
た
ち

　
南
朝
宋
・
顔
延
之
（
三
八
四
～
四
五
六
）
は
十
九
歳
年
長
の
陶
淵
明

と
同
時
代
を
生
き
、
生
涯
に
二
度
の
交
流
を
も
っ
た
。
東
晋
の
義
熙

十
年
（
四
一
四
）、
二
十
九
歳
の
彼
は
江
州
刺
史
劉
柳
の
部
下
と
し
て

尋
陽
に
行
き
、
き
っ
ぱ
り
と
仕
官
を
辞
し
て
十
年
に
な
る
淵
明
の
所
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に
出
入
り
し
た
。
そ
の
後
都
で
文
才
を
も
っ
て
政
治
の
中
枢
に
認
め

ら
れ
て
い
っ
た
彼
は
、
宋
王
朝
成
立
後
永
初
三
年
（
四
二
二
）、
権
力

争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
始
安
太
守
左
遷
の
憂
き
目
に
遭
う
。
赴
任
へ

の
途
次
、
尋
陽
に
暫
く
滞
在
し
、
日
々
淵
明
と
の
酣
飲
に
そ
の
憤
懣

を
紛
ら
し
た
。
去
る
に
臨
ん
で
、
貧
窮
生
活
の
援
助
に
と
淵
明
に
二

万
銭
を
留
め
た
が
、
淵
明
は
悉
く
酒
屋
に
預
け
、
そ
の
都
度
の
飲
み

代
に
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
顔
延
之
の
淵
明
へ
の
畏
敬
の
行
為
は
、

淵
明
的
な
生
へ
の
無
上
の
共
感
ゆ
え
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
当
の

淵
明
か
ら
見
れ
ば
同
時
に
若
き
日
の
出
世
前
の
顔
延
之
と
は
違
っ
た
、

庇
護
者
ま
が
い
の
上
か
ら
目
線
の
心
配
り
で
は
あ
っ
た
。
淵
明
は
権

力
者
王
弘
や
檀
道
済
の
計
ら
い
を
断
固
と
し
て
拒
絶
し
た
が
、
顔
延

之
の
好
意
は
一
応
は
受
け
と
る
、
そ
の
や
り
と
り
を
隠
者
の
風
貌
と

し
て
恰
好
の
も
の
だ
と
し
て
伝
記
記
述
者
は
書
き
留
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
五
年
後
淵
明
が
亡
く
な
る
と
、
家
族
か
ら
の
懇
請
で
顔

延
之
は
「
陶
徴
士
誄
」
を
書
く
。
陶
淵
明
に
関
す
る
同
時
代
の
貴
重

な
資
料
で
あ
り
、
ま
た
「
南
岳
の
幽
居
者
」
を
社
会
的
に
高
く
極
め

た
作
品
と
な
っ
た
。

　
そ
の
中
で
顔
延
之
は
あ
る
交
流
の
場
で
の
淵
明
と
の
や
り
と
り
を

描
写
す
る
。
官
界
か
ら
遠
ざ
か
る
淵
明
に
対
し
て
、「
独
正
者
危
、

至
方
則
礙
。
哲
人
巻
舒
、
布
在
前
載
。
取
鑒
不
遠
、
吾
規
子
佩
」
と

言
い
か
け
た
の
を
色
を
成
し
て
途
中
で
遮
っ
た
淵
明
は
「
違
衆
速
尤
、

迕
風
先
蹷
。
身
才
非
実
、
栄
声
有
歇
」
と
言
い
切
る
。
そ
の
場
面
を

思
い
起
こ
し
「
叡
音
永
矣
、
誰
箴
余
闕
。
嗚
呼
哀
哉
」
と
死
を
哀
し

む
。
顔
延
之
の
淵
明
評
価
や
悼
む
真
情
に
一
点
の
嘘
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
厳
し
く
自
己
を
批
判
す
る
淵
明
を
書
き
と
め
、
人
徳
を
称
え

る
誄
本
来
の
作
品
と
し
て
の
完
成
度
を
極
点
に
押
し
出
し
て
い
る
と

こ
ろ
は
、
自
己
の
処
世
や
文
学
の
枠
組
の
中
で
の
文
才
の
限
り
な
き

発
揮
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
淵
明
的
な
生
き
方

と
そ
の
内
面
と
対
峙
し
て
、
自
身
の
生
と
文
学
ま
で
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
す

ぶ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
顔
延

之
に
は
顔
延
之
の
生
と
文
学
が
貫
か
れ
て
あ
り
、
淵
明
の
生
と
触
れ

あ
い
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
風
趣
と
文
才
を
再
確
認

す
る
か
の
よ
う
に
し
て
官
界
で
生
き
る
の
で
あ
る
。

　
陶
淵
明
の
詩
の
世
界
に
共
感
す
る
劉
宋
の
鮑
照
（
四
一
四
？
～
四
六

六
）
と
、
宋
斉
梁
を
生
き
た
江
淹
（
四
四
四
～
五
〇
五
）
と
に
は
そ
れ

ぞ
れ
、「
長
憂
非
生
意
、
短
願
不
須
多
」
で
始
ま
る
十
句
か
ら
な
る

「
学
陶
彭
沢
体
」、「
種
苗
在
東
臯
、
苗
生
満
阡
陌
」
で
始
ま
る
十
四

句
か
ら
な
る
「
陶
徴
君
潜
田
居
」が
あ
る
。
前
者
は
「
奉
和
王
義
興
」

の
副
題
が
あ
る
よ
う
に
、
王
弘
の
子
王
僧
達
の
サ
ロ
ン
で
示
し
た
、

淵
明
に
学
ね
た
詩
で
、
人
生
的
発
言
や
、
酒
と
琴
が
、
淵
明
の
風
流

へ
の
理
解
を
明
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
冒
頭
の
危
仄
を
避
け
な
い
句

作
り
や
、
後
半
の
秋
風
を
快
く
受
け
る
一
夜
の
、「
清
露
潤
綺
羅
」
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や
「
歎
息
望
天
河
」
の
歎
息
の
時
空
を
現
出
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

鮑
照
自
身
の
詩
才
の
誇
示
で
も
あ
っ
た
。
後
者
は
「
雑
体
詩
三
十

首
」
の
一
で
、
淵
明
独
自
の
詩
空
間
と
し
て
の
田
園
生
活
の
再
現
を

目
指
し
た
、
江
淹
自
慢
の
擬
詩
で
あ
る
。
そ
の
成
功
は
、
後
に
陶
淵

明
詩
集
の
中
に
「
帰
園
田
居
六
首
」
の
第
六
首
と
ま
で
誤
っ
て
挿
入

さ
れ
て
い
て
、
六
朝
詩
で
は
淵
明
だ
け
し
か
評
価
し
な
い
北
宋
・
蘇

東
坡
が
淵
明
詩
と
思
い
こ
み
、「
和
陶
帰
園
田
居
六
首
」
を
書
い
て

そ
の
詩
に
和
し
た
程
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
似
せ
て
作
る
端

的
な
対
象
と
し
て
の
江
淹
の
読
み
込
み
と
詩
作
り
の
力
量
を
物
語
っ

て
い
る
。

　
六
朝
後
期
に
は
批
評
や
選
集
と
い
っ
た
文
学
行
為
が
際
立
っ
て
く

る
が
、
そ
こ
で
の
陶
淵
明
理
解
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
高
度

な
原
理
論
を
展
開
す
る
『
文
心
雕
龍
』
に
は
陶
淵
明
へ
の
言
及
は
な

い
が
、
そ
れ
と
双
璧
の
個
別
詩
人
論
、
梁
・
鍾
嶸
（
四
六
八
？
～
五
一

八
？
）『
詩
品
』
で
は
中
品
に
挙
げ
ら
れ
、
淵
明
の
「
文
体
省
静
、
殆

無
長
語
。
篤
意
真
古
、
辞
興
婉
愜
。
毎
観
其
文
、
想
其
人
徳
、
世
歎

其
質
直
」
と
あ
り
、
修
辞
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
な
か
で
の
異
端
の
人

生
派
と
し
て
の
評
価
が
な
さ
れ
、「
古
今
隠
逸
詩
人
之
宗
也
」
と
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
後
代
に
は
「
中
品
」
評
価
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
不
当

な
低
さ
を
議
論
さ
れ
た
り
も
す
る
が
、
鍾
嶸
に
よ
る
精
一
杯
の
高
い

評
価
で
あ
っ
た
。「
至
如
「
懽
言
酌
春
酒
」「
日
暮
天
無
雲
」、
風
華

清
靡
、
豈
直
為
田
家
語
邪
」
の
但
し
書
き
も
あ
る
よ
う
に
、
当
時
田

舎
詩
人
で
し
か
な
い
と
の
世
評
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
の
文
壇
に
も

引
け
を
取
ら
な
い
、
淵
明
と
し
て
は
例
外
的
な
「
風
華
清
靡
」
な
一

面
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
鍾
嶸
の
苦
心
の
読
み
と
批
評
眼
が

示
さ
れ
る
。

　
陶
淵
明
の
愛
好
者
と
し
て
際
立
つ
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
梁
・

昭
明
太
子
（
蕭
統
）（
五
〇
一
～
五
三
一
）
で
あ
る
。『
文
選
』
収
録
詩

文
は
八
首
と
い
う
文
壇
の
限
界
が
あ
っ
た
が
、
彼
は
『
陶
淵
明
集
』

を
編
み
、「
序
」
と
「
陶
淵
明
伝
」
を
書
き
、
詩
文
か
ら
に
じ
み
出

る
そ
の
人
徳
を
深
く
愛
好
す
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
兄
昭
明
太
子

の
文
学
の
好
み
と
は
対
照
的
な
艶
詩
の
担
い
手
蕭
綱
も
ま
た
、
い
つ

も
手
よ
り
離
さ
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
の
証
言
も
あ
り
（
顔
之

推
『
顔
氏
家
訓
』
文
章
篇
）、
時
代
の
詩
潮
に
か
な
り
淵
明
愛
好
が
浸
透

し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
詩
句
の
上
で
の
陶
淵
明
を
意
識
し
た
も
の
は
次
第
に
増
え

て
行
く
が
、
以
上
の
南
朝
文
人
た
ち
の
淵
明
愛
好
は
並
の
も
の
で
な

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
受
容
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
愛

好
と
い
う
次
元
を
出
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
は
彼
ら
自
身
の
生
と
文
学

に
誠
実
な
姿
な
の
で
も
あ
っ
た
。
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二　

愛
好
か
ら
受
容
へ　
　
　

王
績
と
孟
浩
然

　
時
代
は
唐
に
な
る
と
な
か
で
も
王
績
と
孟
浩
然
に
は
、
淵
明
の
生

と
詩
を
、
自
己
の
脱
俗
の
生
の
固
有
の
他
者
と
し
て
重
ね
て
受
け
と

め
、
そ
れ
に
加
え
て
独
自
の
生
の
姿
を
自
己
実
現
し
て
い
っ
た
、
愛

好
か
ら
受
容
へ
の
様
相
が
見
て
と
れ
る
。
淵
明
受
容
に
よ
っ
て
自
己

は
〈
個
と
し
て
成
る
〉、
と
言
え
る
点
が
単
な
る
愛
好
と
は
違
う
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
王
績
（
五
八
五
？
～
六
四
四
）
は
隋
唐
交
替
期
の
棄
官
の
人
。
混
沌

と
し
た
生
々
し
い
情
況
に
あ
っ
て
、
確
固
と
し
た
自
己
を
貫
く
上
で
、

陶
淵
明
の
生
の
姿
（
郷
里
で
の
隠
逸
空
間
）
と
詩
文
に
自
己
を
重
ね
、

特
に
酒
に
特
化
し
て
自
己
主
張
し
た
。
ま
た
、
盛
唐
・
孟
浩
然
（
六

八
九
～
七
四
〇
）
は
郷
里
で
在
野
の
風
流
人
と
し
て
の
、
淵
明
に
な
ら

っ
た
生
涯
を
送
り
、
自
在
な
日
常
、
自
在
な
非
日
常
を
詠
じ
る
詩
を

残
し
た
と
こ
ろ
に
、
淵
明
受
容
か
ら
の
深
化
の
様
相
が
見
て
と
れ
る

の
で
あ
る
。

　
王
績
は
王
朝
交
替
の
難
し
い
時
代
に
出
仕
と
帰
郷
を
繰
り
返
し
、

時
代
に
右
往
左
往
す
る
陶
淵
明
か
ら
学
ん
で
範
と
す
る
生
涯
を
送
り
、

「
五
斗
先
生
伝
」「
自
作
墓
誌
文
」
を
は
じ
め
、
詩
文
も
直
接
意
識
す

る
所
が
多
か
っ
た
。
た
だ
、
貧
窮
生
活
や
農
耕
の
喜
怒
哀
楽
を
表
現

し
て
い
な
い
と
か
、「
仲
長
先
生
伝
」
等
の
作
品
の
よ
う
に
実
際
の

隠
者
と
の
交
友
か
ら
受
け
る
刺
激
が
あ
る
な
ど
、
淵
明
と
の
微
妙
な

隔
た
り
も
無
視
で
き
な
い
が
、
基
本
と
な
る
処
世
と
精
神
は
淵
明
へ

の
傾
倒
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
も
淵
明
に
な
ら
っ
て
酒
を
読

み
、「
桃
花
源
記
」
に
な
ら
っ
て
「
酔
郷
記
」
と
い
う
理
想
郷
も
書

い
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
は
陶
淵
明
の
酒
と
言
う
よ
り
は
劉
伶
な
ど

の
飲
ん
べ
え
を
直
接
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
酒
に
存
在
を
特
化
し

た
王
績
の
個
性
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
こ
そ
淵
明
を
固
有
の
他
者
と

し
て
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
亜
流
者
の
域
を
大
き
く
超
え
、
王

績
の
個
性
が
示
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
多
く
の
酒
を
う
た
う
詩
の

一
つ
、「
戯
題
卜
舗
壁
」
で
は
「
且
逐
劉
伶

0

0

去
、
宵
随
畢
卓

0

0

眠
、
不

応
長
売
卜
、
須
得
杖
頭
銭
」
と
あ
り
、
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

　
孟
浩
然
は
安
禄
山
の
乱
に
遭
遇
す
る
直
前
の
玄
宗
泰
平
の
世
を
、

郷
里
襄
陽
で
在
野
の
風
流
人
と
し
て
、
陶
淵
明
に
な
ら
っ
た
生
涯
を

送
り
、
田
園
生
活
や
旅
を
詠
じ
る
詩
を
残
し
た
。
田
園
で
の
楽
し
み

の
一
つ
と
し
て
、
郊
外
の
農
家
の
主
の
招
き
に
応
ず
る
「
過
故
人

荘
」
詩
な
ど
は
、
淵
明
の
田
園
生
活
と
近
隣
の
農
民
と
の
交
流
を
思

わ
せ
る
。「
故
人
具
雞
黍
、
邀
我
至
田
家
」
で
始
ま
る
五
言
律
詩
で

あ
る
が
、
そ
こ
で
は
淵
明
の
詩
句
と
詩
材
を
そ
の
ま
ま
織
り
込
み
、

そ
れ
を
起
承
転
結
の
巧
み
な
構
成
に
仕
上
げ
て
い
る
。
招
待
を
受
け

て
楽
し
み
に
出
か
け
、
村
が
見
え
て
く
る
光
景
、
酒
を
前
に
し
て
出

来
具
合
を
語
る
百
姓
同
士
の
団
欒
、
そ
し
て
今
日
一
日
の
感
謝
の
気
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持
ち
を
「
待
到
重
陽
日
、�

還
来
就
菊
花
」
と
言
い
お
く
結
び
は
、
淵

明
の
古
詩
か
ら
律
詩
へ
の
完
熟
度
を
示
し
て
い
る
。
孟
浩
然
の
時
代

は
淵
明
の
そ
れ
と
は
違
い
、
時
代
へ
の
暗
い
関
わ
り
方
は
薄
く
、
ま

た
、
貧
苦
の
な
か
の
節
操
を
述
べ
る
切
実
さ
や
、
死
す
る
存
在
の
恐

怖
な
ど
は
表
現
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
淵
明
の
生
と
詩
か
ら
の
影

響
は
深
い
。
そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
、「
北
澗
泛
舟
」
の
「
北
澗
流

恒
満
、
浮
舟
触
処
通
、
沿
洄
自
有
趣
、
何
必
五
湖
中
」
の
よ
う
に
、

澗
南
園
の
北
に
あ
る
谷
川
で
、
水
の
流
れ
の
ま
ま
に
舟
遊
び
す
る
、

在
野
の
人
と
し
て
の
自
在
な
日
々
は
、
淵
明
の
川
辺
の
有
り
難
い
時

間
を
歌
う
「
遊
斜
川
」
を
想
わ
せ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
の
手
放
し
の

自
在
な
日
常
の
よ
ろ
こ
び
は
、
す
こ
し
淵
明
と
は
違
っ
た
孟
浩
然
の

豊
か
さ
を
示
し
て
い
る
。
淵
明
詩
に
あ
っ
て
は
、「
歳
開
倏
五
日
、

我
生
行
帰
休
。
念
之
動
中
懐
、
及
辰
為
茲
遊
」
で
始
ま
る
よ
う
に
、

有
限
存
在
で
あ
る
こ
と
へ
の
突
き
上
げ
る
痛
み
に
せ
き
立
て
ら
れ
る

故
の
行
動
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
孟
浩
然
は
当
時
に
し
て
は
珍
し

い
観
光
旅
行
を
し
た
詩
人
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
楊
子
津
望
京

口
」
で
「
江
風
白
浪
起
、
愁
殺
渡
頭
人
」
と
う
た
っ
て
い
る
な
ど
、

純
粋
に
感
傷
旅
行
を
楽
し
ん
で
お
り
、
陶
淵
明
の
役
目
か
ら
の
旅
を

詠
じ
た
詩
群
の
よ
う
に
、
目
的
地
に
向
か
い
は
じ
め
て
す
ぐ
に
、
こ

ん
な
所
に
い
る
自
分
で
は
な
い
、
と
帰
隠
の
意
思
の
固
さ
を
詠
じ
る

類
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
孟
浩
然
詩
に
と
っ
て
特
化
さ
れ
た

非
日
常
の
自
在
さ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
二
人
は
肯
定
的
に
全
身
で
陶
淵
明
を
な
ぞ
る
の

だ
が
、
南
朝
の
愛
好
者
と
違
う
そ
の
受
容
か
ら
、
自
分
な
ら
で
は
の

個
性
的
な
生
と
文
学
の
様
相
を
実
現
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三　

否
定
を
契
機
と
し
た
杜
甫
の
陶
淵
明
受
容

　
　
　
　
　
　
「
遣
興
五
首
」
の
磁
場
を
め
ぐ
っ
て

　
盛
唐
・
杜
甫
（
七
一
二
～
七
七
〇
）
の
「
陶
潜
避
俗
翁
、
未
必
能
達

道
」
で
始
ま
る
八
句
の
古
詩
「
遣
興
五
首
」
其
三
で
は
陶
淵
明
が
直

接
対
象
と
さ
れ
る
。
淵
明
の
「
一
生
亦
枯
槁
」（「
飲
酒
二
十
首
」
其
十

一
）
の
趣
意
や
子
ど
も
た
ち
へ
の
愚
痴
を
つ
づ
っ
た
「
責
子
」
を
意

識
し
た
発
言
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
厳
し
い
淵
明
批
判
か
、
そ
れ
と

も
杜
甫
の
自
嘲
か
、
等
々
の
議
論
が
従
来
か
ら
あ
る
。
た
だ
わ
た
し

は
、
作
品
の
読
み
か
た
の
問
題
と
し
て
話
者
（speaker)

と
作
者

（author

）
と
を
分
離
し
、
前
者
は
批
判
を
ぶ
つ
け
、
後
者
は
表
現

主
体
の
内
面
を
抱
え
こ
ん
で
い
る
と
読
む
。
そ
し
て
作
者
の
内
面
は

五
首
の
連
作
の
中
に
こ
の
詩
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
接
近
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。（
仇
兆
鰲
『
杜
詩
詳
註
』

巻
七
に
「
遣
興
五
首
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
引
か
れ
る
黄
鶴
注
で
は
、
乾

元
二
年
（
七
九
七
年
、
四
十
八
歳
）
秦
州
で
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も

何
首
も
同
題
の
詩
や
連
作
詩
が
あ
る
の
で
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
ど
の
連
作
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に
属
す
る
か
異
説
も
あ
る
が
、
今
は
『
杜
詩
詳
註
』
で
い
う
五
首
を
前
提
に
考

え
て
み
る
。）

��

天
宝
十
三
載
（
七
五
四
年
四
十
三
歳
、
在
長
安
）
の
時
に
「
酔
時
歌
」

（
原
注
「
贈
広
文
館
博
士
鄭
虔
」）
の
な
か
で
、
杜
甫
は
「
先
生
早
賦
帰

去
来
、
石
田
茅
屋
荒
蒼
苔
」
と
、
陶
淵
明
の
帰
田
に
重
ね
て
鄭
虔
に

向
か
っ
て
呼
び
か
け
、
難
し
い
時
代
へ
の
急
速
な
傾
斜
の
危
機
を
表

明
す
る
。
淵
明
理
解
を
今
に
友
人
と
共
有
せ
ん
と
す
る
生
の
指
針
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
杜
甫
が
、
翌
年
は
じ
め
て
小
役
人
と

し
て
任
官
し
た
と
た
ん
、
す
ぐ
に
安
禄
山
の
乱
、
長
安
幽
閉
、
長
安

脱
出
、
左
拾
遺
に
任
官
、
房
琯
弁
護
、
華
州
の
司
功
参
軍
に
左
遷
、

乾
元
二
年
（
七
五
九
）
四
十
八
歳
の
と
き
、
近
畿
の
大
飢
饉
で
棄
官

（
ま
た
は
免
官
）、
七
月
秦
州
へ
、
十
月
秦
州
を
去
っ
て
同
谷
へ
、
十

二
月
に
成
都
に
と
い
っ
た
、
目
ま
ぐ
る
し
く
苛
酷
な
時
代
に
翻
弄
さ

れ
、
後
半
の
放
浪
の
人
生
に
入
っ
て
い
く
、
そ
の
乾
元
二
年
の
秦
州

で
の
作
な
の
で
あ
る
。

其
一
；
蟄
龍
三
冬
臥
、
老
鶴
万
里
心
。
昔
時
賢
俊
人
、
未
遇
猶
視
今
。

嵇
康
不
得
死
、
孔
明
有
知
音
。
又
如
壠
坻
松
、
用
舎
在
所
尋
。
大
哉

霜
雪
幹
、
歲
久
為
枯
林
。

其
二
；
昔
者
龐
徳
公
、
未
曽
入
州
府
。
襄
陽
耆
旧
間
、
処
士
節
独
苦
。

豈
無
済
時
策
、
終
竟
畏
羅
罟
。
林
茂
鳥
有
帰
、
水
深
魚
知
聚
。
挙
家

隠
鹿
門
、
劉
表
焉
得
取
。

其
三
；
陶
潜
避
俗
翁
、
未
必
能
達
道
。
観
其
著
詩
集
、
頗
亦
恨
枯
槁
。

達
生
豈
是
足
、
黙
識
蓋
不
早
。
有
子
賢
与
愚
、
何
其
掛
懐
抱
。

其
四
；
賀
公
雅
呉
語
、
在
位
常
清
狂
。
上
疏
乞
骸
骨
、
黄
冠
帰
故
郷
。

爽
気
不
可
致
、
斯
人
今
則
亡
。
山
陰
一
茅
宇
、
江
海
日
清
涼
。

其
五
；
吾
憐
孟
浩
然
、
裋
褐
即
長
夜
。
賦
詩
何
必
多
、
往
往
凌
鮑
謝
。

清
江
空
旧
魚
、
春
雨
餘
甘
蔗
。
毎
望
東
南
雲
、
令
人
幾
悲
吒
。

　
以
上
の
五
首
の
「
詠
史
詩
」
を
、
ⅰ
対
象
と
な
る
人
物
、
時
代
、

ⅱ
そ
こ
で
う
た
わ
れ
る
生
の
姿
、
そ
の
要
約
、
そ
し
て
ⅲ
語
り
手
の

確
認
、
と
し
て
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

其
一
で
は
、
ⅰ
三
国
の
嵆
康
と
諸
葛
亮
、
ⅱ
知
己
が
い
る
か
否
か
、

士
不
遇
、
ⅲ
時
運
に
出
会
え
な
い
語
り
手
で
あ
る
自
分
。

其
二
で
は
、
ⅰ
後
漢
末
の
龐
徳
公
、
ⅱ
隠
者
・
処
士
の
節
、
隠
遁
、

ⅲ
隠
遁
の
姿
勢
の
強
さ
へ
の
、
語
り
手
の
共
感
。

其
三
で
は
、
ⅰ
東
晋
の
陶
潜
、
ⅱ
避
俗
者
の
内
面
の
悩
み
、
そ
の
日

常
の
揺
れ
、
ⅲ�

隠
者
も
「
不
達
道
」「
恨
枯
槁
」
を
免
れ
な
い
、
と

す
る
語
り
手
の
認
識
。

其
四
で
は
、
ⅰ
同
時
代
の
賀
知
章
、
ⅱ
致
仕
の
帰
郷
、
そ
の
清
狂
の

生
涯
、
ⅲ
達
生
の
人
に
対
す
る
語
り
手
の
敬
意
。

其
五
で
は
、
ⅰ
同
時
代
の
孟
浩
然
、
ⅱ
在
野
の
詩
人
、
そ
の
貧
窮
と

詩
作
、
ⅲ
表
現
者
と
し
て
の
生
と
い
う
、
語
り
手
に
よ
る
高
い
評
価
。

　
こ
の
連
作
の
言
志
性
は
、
起
（
其
一
）・
承
（
其
二
）・
転
（
其
三
）・
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結
（
其
四
・
其
五
）
の
構
成
に
明
ら
か
で
あ
る
。
官
職
を
棄
て
（
ま
た

は
免
職
さ
れ
）
秦
州
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
の
、
強
い
気
持
ち
と
揺

れ
る
思
い
と
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
自
身
の
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
向
か

い
あ
い
、
静
か
な
決
意
・
覚
悟
に
導
く
内
面
を
追
う
よ
う
に
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
唯
一
対
象
に
対
し
て
疑
問
を
提
出
す
る
の

が
第
三
首
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
連
作
で
は
、
陶
淵
明
を
否
定
的
媒
介
に
し
て
自

身
の
生
を
対
自
化
す
る
。
つ
ま
り
、
陶
淵
明
を
詩
作
の
磁
場
に
招
来

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
避
官
後
ま
も
な
い
、
具
体
的
生
の
一
時
期

（「
遣
興
」
と
い
う
詩
題
か
ら
見
る
と
、
一
時
の
感
慨
に
終
わ
る
か
も
知
れ
な
い

が
）
に
選
択
・
決
断
す
る
、
そ
の
先
へ
と
踏
み
出
し
て
行
く
自
身
の

覚
悟
を
、
作
者
は
確
か
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て

自
己
の
な
か
に
陶
淵
明
を
喚
起
す
る
の
は
、
た
と
い
杜
甫
と
淵
明
と

が
現
実
に
は
そ
の
生
涯
の
軌
跡
や
対
社
会
的
姿
勢
を
異
に
し
て
い
よ

う
と
も
、
こ
の
と
き
以
前
か
ら
も
そ
の
後
に
あ
っ
て
も
、
つ
ね
に
基

底
に
は
陶
淵
明
の
真
情
へ
の
共
感
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　
事
実
そ
の
後
、
成
都
に
滞
在
し
た
上
元
二
年
（
七
六
一
年
、
五
十

歳
）
に
は
、「
可
惜
」
で
「
花
飛
有
底
急
、
老
去
願
春
遅
。
可
惜
歓

娯
地
、
都
非
少
壮
時
。
寬
心
応
是
酒
、
遣
興
莫
過
詩
。
此
意
陶
潜
解
、

吾
生
後
汝
期
」
と
ま
で
陶
淵
明
の
酒
と
詩
に
肩
入
れ
し
て
う
た
う
。

そ
し
て
「
江
上
値
水
如
海
勢
聊
短
述
」
で
は
、「
為
人
性
僻
耽
佳
句
、

語
不
驚
人
死
不
休
。
老
去
詩
篇
渾
漫
興
、
春
来
花
鳥
莫
深
愁
。
新
添

水
檻
供
垂
釣
、
故
著
浮
槎
替
入
舟
。
焉
得
思
如
陶
謝
手
、
令
渠
述
作

与
同
遊
」
と
詠
じ
、
詩
表
現
へ
の
妄
執
を
冒
頭
で
語
り
つ
つ
、
同
時

に
老
い
と
春
の
訪
れ
、
大
江
の
川
縁
で
の
垂
釣
、
と
い
う
さ
さ
や
か

な
安
穏
を
得
た
日
常
で
の
詩
作
の
意
味
を
問
い
直
し
、
そ
の
変
容
を

も
語
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
あ
る
生
活
空
間
で
の
詩
作
で
、

表
現
す
る
こ
と
の
内
実
と
し
て
、
陶
・
謝
の
田
園
・
山
水
の
文
学
が

一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
遣
興
五
首
」
の
結
論
と
し

て
う
た
わ
れ
た
表
現
者
た
る
自
覚
か
ら
つ
な
が
っ
て
行
っ
た
も
の
で

あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
淵
明
を
詩
作
の
磁
場
と
し
て
招

来
さ
せ
た
こ
と
か
ら
く
る
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
内
的
体
験
、
つ
ま
り

は
否
定
を
契
機
と
し
た
受
容
の
姿
を
、
わ
た
し
は
見
る
の
で
あ
る
。

王
績
や
孟
浩
然
の
肯
定
的
受
容
か
ら
の
自
己
特
化
と
は
対
照
的
な
陶

淵
明
受
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
表
現
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

真
の
受
容
の
価
値
あ
る
一
様
相
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
陶
淵
明
詩
受
容
の
あ
り
よ
う
を
駆
け
足
で
た
ど
っ
て
見
て
き

た
が
、
お
わ
り
に
、
と
く
に
次
の
三
点
に
つ
い
て
わ
た
し
自
身
の
文

学
研
究
の
視
角
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
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（
１
）
人
が
人
を
理
解
す
る
こ
と
、
人
が
人
に
影
響
を
受
け
る
と
い

う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
読
み
手
は

自
身
の
生
の
姿
が
見
え
て
く
る
、
ど
の
よ
う
な
自
己
で
あ
り
、
ど
の

よ
う
な
自
己
で
在
ら
ん
と
す
る
の
か
、
と
。（
２
）
一
見
違
っ
た
よ

う
な
生
の
姿
、
も
の
の
考
え
方
を
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
深
く
影
響

を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
は
〈
成
る
〉

の
か
、
と
。（
３
）
そ
の
と
き
、
多
様
な
生
の
姿
の
一
つ
の
価
値
（
あ

く
ま
で
も
存
在
の
一
つ
の
姿
）
と
し
て
、〈
表
現
者
〉
が
存
在
す
る
だ
ろ

う
、
と
。
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