
「
詩
劇
」
の
誠
み

「
マ
チ
ネ
一
ポ
エ
テ
ィ
ク
」
、
「
雲
の
会
」

と
三
島
由
紀
夫
「
郁
郵
」

野
　
知
　
幸

強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
理
解
を
支
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

は
じ
め
に

　
三
島
由
紀
夫
は
同
時
代
作
家
と
の
共
通
性
よ
り
も
特
異
性
の
方
が
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
作
家
で
あ
る
。
作
品
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
］
一

り
、
例
え
ば
久
保
田
裕
子
「
三
島
由
紀
夫
・
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
構
図
」

は
、
戦
後
民
主
主
義
に
対
す
る
三
島
の
批
判
的
意
識
に
触
れ
な
が
ら
「
近

代
能
楽
集
」
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

『
近
代
能
楽
集
』
の
作
品
中
に
も
亡
霊
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
よ
う

な
超
自
然
的
存
在
や
、
輪
廻
転
生
な
ど
の
近
代
的
含
理
主
義
や
科
学

主
義
に
真
向
か
ら
対
立
す
る
思
想
を
作
品
構
造
に
掘
え
る
方
法
、
あ

る
い
は
比
楡
を
多
用
し
た
装
飾
的
文
体
は
、
三
島
と
他
の
近
代
作
家

と
を
分
つ
重
要
な
分
岐
点
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
亡
霊
、
装
飾
的
文
体
。
こ
れ
ら
は
た
し
か
に
「
近
代
能
楽
集
」
の
特
徴
で

あ
り
、
「
三
島
と
他
の
近
代
作
家
」
と
の
差
異
を
示
す
指
標
と
言
え
よ
う
。

次
の
よ
う
な
自
作
解
説
で
語
ら
れ
る
創
作
目
的
も
、
自
ら
の
古
典
好
き
を

近
代
能
楽
集
の
成
立
ち
は
、
以
前
イ
エ
ー
ツ
の
、
能
の
影
響
を
う
け

た
詩
劇
を
好
ん
で
読
ん
だ
こ
と
や
、
郡
虎
彦
氏
の
”
鉄
輪
”
　
〃
道
成

寺
”
　
”
清
姫
”
に
感
心
し
た
こ
と
や
、
幼
時
か
ら
能
が
好
き
な
こ
と

や
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
機
に
促
さ
れ
て
、
か
う
い
ふ
も
の
を
試
み
る
気

に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
［
…
］
私
の
近
代
能
楽
集
は
、
韻
律
を
も
た

な
い
日
本
語
に
よ
る
一
種
の
詩
劇
の
試
み
で
、
退
屈
な
気
分
劇
に
堕

し
て
は
な
ら
な
い
が
、
全
体
に
、
時
間
と
空
間
を
超
越
し
た
詩
の
ダ

イ
メ
ン
シ
ョ
ン
を
舞
台
に
実
現
し
や
う
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。
今
の

と
こ
ろ
そ
れ
は
一
向
に
成
功
し
て
を
ら
な
い
。

　
　
　
一
「
卒
塔
婆
小
町
覚
書
」
『
毎
日
マ
ン
ス
リ
ー
』
昭
二
七
・
二
・
一
こ

　
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
資
料
を
詳
細
に
昆
て
み
る
と
、
こ
こ
で
明
か

さ
れ
る
「
詩
劇
の
試
み
」
と
い
う
創
作
目
的
は
、
三
島
の
特
異
性
を
示
す

も
の
で
は
な
く
、
三
島
と
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
登
場
し
た
戦
後
の
新

進
劇
作
家
と
の
共
通
性
を
示
す
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で
も

三
島
が
発
起
人
と
な
っ
た
芸
術
活
動
サ
ー
ク
ル
「
雲
の
会
」
で
は
、
み
な
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も
と
ご
ろ
う
に
よ
っ
て
、
「
加
藤
遺
夫
「
劇
と
詩
の
調
和
」
、
内
藤
濯
「
詩

の
肉
体
化
」
、
吉
田
健
一
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
の
演
劇
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
詩
あ
る
い
は
韻
文
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
に
三
様
の
迫
り
方
を
し
て
い

る
。
劇
に
お
け
る
「
詩
」
の
重
視
は
雲
の
会
の
一
特
徴
と
い
え
る
」
一
傍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
一

線
、
傍
点
は
原
文
の
マ
マ
一
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
「
詩
劇
」
論
が
盛
ん

に
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
し
て
、
早
く
に
野
村
喬
「
戦
後
戯
曲
の
展
開
」
が
、
「
一
九

五
〇
年
に
岸
田
国
士
の
提
唱
に
よ
っ
て
雲
の
会
が
文
学
立
体
化
運
動
と
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
一

し
て
、
ひ
ろ
く
文
学
者
た
ち
に
演
劇
の
窓
を
開
こ
う
と
し
た
」
と
指
摘
し
、

当
時
の
「
ド
ラ
マ
様
式
の
探
求
」
の
中
で
、
「
も
っ
と
も
強
く
完
壁
な
様

式
を
意
識
し
た
」
例
と
し
て
、
「
火
宅
」
か
ら
「
近
代
能
楽
集
」
に
至
る

三
島
の
戯
曲
創
作
を
意
味
づ
け
た
こ
と
は
昆
逃
せ
な
い
。
ご
く
最
近
も
、

平
敷
尚
子
が
「
卒
塔
婆
小
町
」
を
論
じ
た
中
で
、
「
「
詩
劇
」
の
背
景
に
は
、

リ
ア
リ
ズ
ム
偏
重
へ
の
反
省
と
古
典
劇
の
伝
統
の
再
認
識
か
ら
詩
劇
と
い

う
課
題
が
あ
っ
た
一
九
五
〇
年
代
の
潮
流
も
あ
ろ
う
。
当
時
、
作
者
は
、
文

学
立
体
化
運
動
「
雲
の
会
」
に
同
人
と
し
て
参
加
し
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
言

及
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
当
時
の
動
向
に
着
目
し
た
古
典
的
様
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
↓

へ
の
挑
戦
と
し
て
詩
劇
と
位
置
づ
け
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
」
と
、
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

代
動
向
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
戦
後
の
演
劇
の
世
界
に
目
を
凝
ら

し
、
よ
り
詳
細
に
状
況
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
「
近
代
能
楽
集
」
に
お
け
る

三
島
の
試
み
は
同
時
代
的
な
現
象
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
よ
う
だ
。

　
た
だ
、
韻
律
へ
の
関
心
は
、
演
劇
の
、
し
か
も
＝
九
五
〇
年
代
の
潮

流
」
に
限
定
さ
れ
な
い
。
戦
後
詩
の
模
索
の
一
つ
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ

ク
」
が
韻
律
や
形
式
を
重
視
し
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
そ
れ
が
広

が
り
と
複
雑
さ
と
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
当

時
の
議
論
を
丁
寧
に
確
認
し
た
上
で
潮
流
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
三
島
の
創
作
活
動
や
作
品
の
性
質
お
よ
び
意
義
を
見
極

め
る
一
」
と
が
重
要
だ
ろ
う
。

　
本
論
で
は
、
「
雲
の
会
」
と
「
近
代
能
楽
集
」
第
一
作
目
「
耶
郵
」
一
発
表

『
人
間
』
昭
二
五
・
一
〇
、
初
演
「
文
学
座
ア
ト
リ
エ
第
五
回
公
演
」
昭
二

五
・
一
二
）
の
分
析
を
通
し
て
、
三
島
の
創
作
活
動
と
同
時
代
動
向
と
の
関

係
を
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
分
析
に
よ
り
、
三
島
と
そ
の
作
品
の
戦
後
演

劇
史
に
お
け
る
位
置
付
け
が
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
な
れ
ば
と
思
う
。

「
雲
の
会
」
結
成
と
新
劇
批
判

　
「
詩
」
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
「
雲

の
会
」
結
成
時
に
焦
点
を
あ
て
て
み
よ
う
。

　
「
雲
の
会
」
が
活
動
を
開
始
し
た
の
は
昭
和
二
五
年
八
月
一
日
。
そ
の

後
、
同
年
九
月
一
六
日
に
第
一
回
の
会
合
お
よ
び
観
劇
会
が
催
さ
れ
た
の

ち
、
昭
和
二
九
年
三
月
の
岸
田
國
士
の
死
ま
で
継
続
し
た
と
言
わ
れ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
竈
〕

ら
、
活
動
期
間
は
お
よ
そ
三
年
半
と
そ
う
短
く
は
な
い
。
捉
噌
者
は
岸
田

國
士
、
福
田
伍
存
、
三
島
由
紀
夫
。
掲
げ
ら
れ
た
理
念
は
「
文
学
立
体
化

運
動
」
。
実
質
的
な
活
動
内
容
は
、
観
劇
会
の
ほ
か
雑
誌
『
演
劇
』
一
月
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
↓

お
よ
び
『
演
劇
講
座
』
の
刊
行
で
あ
る
。
『
演
劇
』
剣
刊
号
に
掲
載
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
呂
一

た
名
簿
に
よ
れ
ば
、
会
員
数
は
昭
和
二
六
年
五
月
時
点
で
六
三
名
。
捉
唱

者
以
外
の
中
心
メ
ン
バ
ー
に
は
、
小
林
秀
雄
、
神
西
清
、
中
村
光
夫
、
千

田
是
也
、
内
村
直
也
、
菅
原
卓
、
木
下
順
二
、
加
藤
道
夫
が
い
た
。
目
的

に
つ
い
て
は
捉
唱
者
で
あ
る
岸
田
國
士
が
、
『
演
劇
』
創
刊
号
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
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現
代
の
演
劇
が
純
粋
に
健
全
に
伸
び
育
つ
た
め
に
は
、
ま
づ
、
文
学

芸
術
の
広
い
領
域
と
の
も
つ
と
緊
密
な
接
触
を
計
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
の
活
発
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
見
地
に

立
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
応
、
近
い
周
囲
に
呼
び
か
け
、
「
雲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
纈
一

会
」
と
い
ふ
団
体
を
結
成
し
た
。

　
す
な
わ
ち
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
内
で
完
結
せ
ず
に
、
文
学
や
芸
術
な
ど
隣
接

ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の
影
響
を
積
極
的
に
受
け
な
が
ら
模
索
を
行
う
と
い
う
の

が
、
会
の
目
的
で
あ
り
、
方
針
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
方
向
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
m
一

つ
い
て
「
「
雲
の
会
」
の
下
働
き
を
し
て
い
た
」
と
い
う
矢
代
静
一
は
、

「
岸
田
先
生
の
当
時
の
演
劇
観
が
芯
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
そ
の
演

劇
観
を
こ
う
回
想
し
て
い
る
。

実
人
生
と
一
線
を
劃
す
劇
的
小
宇
宙
の
構
築
、
文
学
や
各
芸
術
ジ
ャ

ン
ル
を
後
楯
に
し
て
の
政
治
か
ら
離
れ
た
演
劇
の
自
律
性
、
詩
的
要

素
の
導
入
、
劇
的
文
体
の
確
立
、
写
実
主
義
と
い
う
隆
昧
な
用
語
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

捨
て
た
真
実
主
義
へ
の
探
求
、
エ
ト
セ
ト
ラ
だ
。

　
他
ジ
ャ
ン
ル
と
の
交
渉
が
「
雲
の
会
」
の
模
索
に
お
い
て
重
要
な
位
置

を
占
め
た
よ
う
で
あ
る
。
千
田
是
也
な
ど
と
共
に
演
劇
を
専
門
と
し
な
い

参
加
者
が
会
の
中
心
メ
ン
バ
i
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
u
一

岸
田
の
ね
ら
い
を
顕
在
化
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ほ
一

　
と
こ
ろ
で
、
矢
代
静
一
は
著
書
『
旗
手
た
ち
の
青
春
』
に
お
い
て
、
「
い

ず
れ
に
せ
よ
、
若
い
私
た
ち
四
人
〔
加
藤
遺
夫
、
三
島
由
紀
夫
、
芥
川
比

呂
志
、
矢
代
静
こ
は
、
岸
田
先
生
の
音
頭
を
楯
に
し
て
、
「
雲
の
会
」

の
梶
取
り
に
な
ろ
う
と
い
う
意
気
込
み
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま

だ
若
か
っ
た
福
田
と
三
島
と
が
提
噌
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
若
い
世

代
が
主
体
的
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
の
こ
と
の
意
味
を

彼
ら
の
劇
作
家
と
し
て
の
当
時
の
位
置
付
け
や
傾
向
を
踏
ま
え
て
考
え
る

と
、
会
の
結
成
の
意
昧
す
る
と
こ
ろ
が
見
え
て
く
る
。
福
田
と
三
島
は
演

劇
の
「
戦
後
派
」
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
特
徴
は
新
劇
の
中
心
的
理

念
の
一
つ
で
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
ヘ
の
反
抗
と
文
学
的
傾
向
の
強
さ
に
あ
る

と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
福
田
伍
存
、
三
島
由
紀
夫
、
加
藤
道
夫
、

木
下
順
二
、
田
村
秋
子
の
戯
曲
を
収
録
し
た
作
品
集
の
「
解
説
」
は
彼
ら

に
つ
い
て
、
「
戦
前
の
重
厚
さ
は
明
朗
に
、
画
一
的
窮
屈
さ
は
白
由
闇
達

に
、
中
間
色
は
原
色
に
近
く
、
類
型
的
は
個
性
的
に
、
没
趣
味
的
は
趣
味

的
に
」
な
っ
た
と
述
べ
、
「
文
学
的
精
神
の
自
主
性
」
、
「
外
国
の
文
学
や

思
潮
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
て
も
、
日
本
の
伝
統
、
殊
に
劇
文
学
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〕
一

で
は
、
支
へ
と
な
る
む
す
び
つ
き
を
殆
ん
ど
持
つ
て
ゐ
な
い
」
こ
と
を
特

徴
と
指
摘
す
る
。
彼
ら
は
新
劇
の
「
伝
統
」
か
ら
少
々
逸
脱
し
た
地
点
に

登
場
し
た
、
い
わ
ば
既
成
劇
作
家
に
対
抗
す
る
勢
力
だ
っ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
「
戯
曲
文
学
の
立
ち
お
く
れ
」
と
題
さ
れ

た
福
田
の
論
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
チ
エ
ホ
フ
以
前
に
戻
る
こ
と
は
、
〕
僕
が
最
初
に
近
代
劇
の
リ
ア
リ

ズ
ム
と
し
て
規
定
し
た
戯
曲
の
素
朴
な
限
界
内
に
立
ち
も
ど
り
、
み

づ
か
ら
に
そ
の
椎
楕
を
課
さ
う
と
い
ふ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も

し
さ
う
と
す
れ
ば
、
今
日
、
二
十
世
紀
の
文
学
が
－
わ
が
国
の
小
説

が
－
前
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
努
力
し
、
ま
た
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あ
る
程
度
ま
で
そ
の
方
向
を
見
い
だ
し
て
ゐ
る
事
実
を
無
視
し
て
、

安
閑
と
し
て
『
第
二
芸
術
』
た
る
位
置
に
甘
ん
じ
て
ゐ
よ
う
と
い
ふ

　
　
　
　
　
＾
1
5
一

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
近
代
文
学
と
近
代
劇
と
の
対
比
か
ら
後
者
に
「
立
ち
お
く
れ
」
の
烙
印

を
押
す
一
」
の
論
に
は
、
既
成
の
新
劇
に
対
す
る
福
田
の
強
い
批
判
意
識
が

感
じ
ら
れ
る
。
福
田
が
こ
こ
で
「
近
代
劇
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
言
う
と
き
、

狭
義
の
意
味
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
「
杜
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」

だ
け
を
指
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
社
会
的
、
政
治
的
な
関
心
が
中
心
的

課
題
と
さ
れ
な
い
「
劇
作
派
」
な
ど
の
リ
ア
リ
ズ
ム
　
　
甲
」
れ
は
「
世
態

　
　
　
　
　
一
蝸
）

的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
な
ど
郷
楡
的
に
呼
ば
れ
も
し
た
　
　
も
存
在
し
た
が
、

福
田
は
こ
う
し
た
差
異
を
問
題
に
せ
ず
、
演
劇
の
表
現
方
法
そ
の
も
の
を

批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
福
田
は
、
既
成

の
新
劇
一
般
に
対
す
る
批
判
的
な
姿
勢
を
露
わ
に
し
て
い
た
。
一
方
、
三

島
も
そ
れ
に
近
い
立
場
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
た
。
こ
の
福
田

の
論
が
出
さ
れ
る
直
前
に
三
島
が
発
表
し
た
戯
曲
「
火
宅
」
は
、
リ
ア
リ

ズ
ム
に
依
拠
す
る
既
成
作
晶
に
対
す
る
ア
ン
チ
ニ
ア
i
ゼ
と
し
て
当
時
注

　
　
　
　
　
　
　
　
一
螂
一

目
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
当
然
の
な
り
ゆ
き
と
し
て
、
こ
う
し
た

劇
作
家
の
登
場
は
い
く
つ
か
の
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
、
三
島
や
福
田
は
文
学

寄
り
の
劇
作
家
と
し
て
既
成
の
勢
力
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な

　
　
一
㎎
）

か
っ
た
。

　
一
」
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
る
と
、
新
劇
界
の
重
鎮
岸
田
國
士
と
福
田
、

三
島
と
を
提
唱
者
と
す
る
「
雲
の
会
」
の
結
成
は
、
新
し
い
勢
力
の
台
頭

を
物
語
る
出
来
事
で
あ
り
、
演
劇
の
「
戦
後
派
」
の
活
躍
を
可
能
に
す
る

新
た
な
媒
体
の
誕
生
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
「
詩
劇
」
に
関
す
る
実
際
の
議
論
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
「
雲
の
会
」
の
方
向
性
と
い
か

な
る
関
係
が
あ
る
の
か
。
次
節
に
お
い
て
機
関
誌
『
演
劇
』
を
見
な
が
ら

考
察
し
て
み
た
い
。

二
　
劇
に
お
け
る

「
詩
」
の
復
活

　
「
詩
」
や
「
詩
劇
」
へ
の
志
向
は
、
新
劇
批
判
、
な
か
で
も
新
劇
の
セ

リ
フ
批
判
か
ら
出
発
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
ず
加
藤
周
一
が
『
演
劇
』
創

刊
号
（
昭
二
六
・
六
）
掲
載
の
「
演
劇
の
誕
生
」
、
続
く
第
二
号
一
昭
二

六
・
七
一
掲
載
の
対
談
「
演
劇
の
理
想
像
」
一
対
小
林
秀
雄
一
に
お
い
て
、

「
今
の
日
本
の
芝
居
が
、
歌
舞
伎
の
科
自
を
そ
の
ま
㌧
つ
か
う
こ
と
が
で

き
な
い
の
は
当
然
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
と

し
て
の
魅
力
を
科
自
か
ら
奪
つ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
」
一
「
演
劇
の
誕
生
」
一
、
「
〔
歌
舞
伎
〕
役
者
の
言
う
言
葉
が
、
言
葉
と
し

て
は
、
た
と
え
無
意
味
で
あ
つ
て
も
魅
力
が
あ
り
、
動
き
に
も
一
種
の
魅

力
が
あ
る
か
ら
で
す
。
［
…
］
と
こ
ろ
が
、
翻
訳
劇
、
新
劇
に
は
そ
れ
が

な
い
」
一
「
演
劇
の
理
想
像
」
一
と
述
べ
、
新
劇
の
セ
リ
フ
の
音
楽
的
美
の

欠
如
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
セ
リ
フ
批
判
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
歌
舞
伎
に
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
新
劇
批

判
と
い
う
点
で
は
先
に
確
認
し
た
福
田
恒
存
の
も
の
と
同
じ
だ
が
、
リ
ア

リ
ズ
ム
を
論
点
と
し
、
「
文
学
」
と
の
対
比
で
語
っ
て
い
た
福
田
の
論
と

は
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。
同
様
の
主
張
は
神
西
清
と
加
藤
遭
夫
の
論
に

も
見
出
せ
る
。
神
西
は
、
新
劇
が
「
「
詩
劇
」
を
袖
に
し
す
ぎ
た
」
こ
と

が
「
何
か
一
本
抜
け
て
ゐ
る
」
原
因
と
述
べ
、
「
詩
劇
的
要
素
の
強
す
ぎ
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る
」
歌
舞
伎
へ
の
反
発
を
強
め
る
の
で
な
く
「
詩
の
魔
術
の
ま
へ
で
自
己

解
放
す
る
こ
と
」
（
「
ふ
し
ぎ
な
嗅
覚
」
『
演
劇
』
第
一
巻
第
六
号
、
昭
二

六
・
一
一
）
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
後
新
劇
の
旗
手
の

一
人
と
目
さ
れ
て
い
た
加
藤
遺
夫
の
「
新
し
い
芝
居
　
　
覚
書
ω
」
一
『
演

劇
』
第
一
巻
第
四
号
、
昭
二
六
・
九
）
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

光
栄
あ
る
「
能
」
の
国
の
伝
統
が
そ
の
新
し
い
演
劇
の
舞
台
に
一
抹
の

光
栄
も
投
げ
か
け
た
こ
と
が
な
い
と
言
ふ
こ
と
は
誠
に
悲
し
む
べ
き

こ
と
だ
。
我
々
の
「
能
」
は
劇
で
あ
る
よ
り
音
楽
で
あ
り
、
舞
踊
化
さ

れ
た
詩
で
あ
つ
た
。
そ
の
作
品
は
脚
本
と
言
ふ
よ
り
も
曲
で
あ
る
。

そ
し
て
皮
肉
な
こ
と
に
、
僕
は
そ
の
中
に
の
み
演
劇
の
本
質
の
一
端

を
見
た
の
で
あ
る
。
／
新
劇
の
関
心
の
一
切
は
、
現
在
、
音
響
美
の
領

域
に
は
無
関
係
で
あ
る
様
に
思
は
れ
る
。
厳
し
い
近
代
詩
の
錬
金
術

を
経
て
ゐ
な
い
我
が
国
の
現
状
で
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
舞
台
に
詩
が
躍
動
し
、
演
劇
が
あ
ら
ゆ
る
明
快
さ
の

中
に
そ
の
自
ら
な
る
声
を
ひ
ゴ
か
せ
る
日
は
何
時
だ
ら
う
？
［
…
］
新

劇
の
戯
曲
が
安
住
し
き
つ
て
ゐ
る
あ
の
日
常
的
な
意
識
の
世
界
に
は

僕
は
新
し
い
自
由
な
演
劇
は
絶
対
に
生
れ
な
い
と
思
ふ
の
だ
。

　
以
上
で
確
認
し
た
新
劇
批
判
は
、
能
、
歌
舞
伎
と
違
い
こ
そ
あ
れ
、
新

劇
を
否
定
し
古
典
劇
を
再
発
見
す
る
と
い
う
主
張
の
図
式
、
言
葉
に
対
す

る
美
意
識
、
音
へ
の
関
心
と
い
う
一
二
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
、
新
劇
批
判
を
行
う
中
で
伝
統
演
劇
に
新
し
い
「
演

劇
の
理
想
像
」
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
れ
が
既
成
の
専
門
劇
作
家
で

は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
加
藤
周
一
や
神
西
清
は
も

ち
ろ
ん
、
加
藤
道
夫
も
戦
中
か
ら
劇
作
を
行
っ
て
い
た
作
家
で
は
あ
り
な

が
ら
、
三
島
と
同
様
な
作
家
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
若
干
文
学
よ
り
の

「
新
進
劇
作
家
」
と
の
認
識
が
持
た
れ
て
い
た
。
拙
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
エ
ピ
ソ
オ
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
凹
）

加
藤
の
「
挿
話
－
》
掌
◎
宮
O
良
勺
竃
試
睾
」
は
一
一
葛
の
「
火
宅
」
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
刎
一

じ
傾
向
を
持
つ
作
品
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
加
藤
遣
夫
は
こ

の
よ
う
に
能
に
言
及
す
る
一
方
で
、
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
や
ア
ヌ
イ
と
い
っ
た
フ

ラ
ン
ス
演
劇
を
積
極
的
に
紹
介
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
も
既
成
の
新
劇
へ

の
批
判
が
暗
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
演
劇
の
変
貌
」
一
『
演
劇
』

第
一
巻
第
二
号
、
昭
二
六
・
七
）
で
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ポ
オ
の
菜
績
を

辿
り
な
が
ら
、
「
自
由
劇
場
の
舞
台
に
も
自
然
主
義
が
闇
歩
し
て
い
た
」
一

九
世
紀
か
ら
、
「
写
実
的
方
法
の
行
詰
り
を
、
台
辞
の
美
に
着
目
す
る
こ

と
に
依
つ
て
、
演
劇
に
於
け
る
言
葉
の
使
命
を
自
覚
す
る
こ
と
に
依
つ

て
、
劇
作
家
の
意
識
が
精
神
の
内
面
に
解
放
さ
れ
て
行
つ
た
」
一
傍
点
原

文
）
と
、
「
写
実
的
方
法
の
行
詰
り
」
を
脱
し
た
フ
ラ
ン
ス
演
劇
発
展
の

過
程
を
示
し
て
い
る
。
加
藤
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
演
劇
も
能
と
同
じ
く

「
セ
リ
フ
の
美
」
、
「
詩
」
が
備
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
な
お
、
加
藤

が
注
目
し
た
フ
ラ
ン
ス
演
劇
は
、
昭
和
二
四
年
六
月
に
上
演
さ
れ
て
好
評

を
博
し
た
ア
ヌ
イ
「
ア
ン
チ
ゴ
i
ヌ
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ギ
リ

シ
ャ
悲
劇
や
神
語
を
題
材
と
す
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
加
藤
は
い

わ
ば
新
劇
の
歴
史
を
飛
び
越
え
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
東
西
の
古
典
劇
の

新
生
を
夢
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
が
重
要
な
の
だ
が
、
同
様
の
意
識
は
「
雲
の
会
」
結
成
時
に
お
け

る
福
田
や
三
島
に
も
見
出
せ
る
。
「
雲
の
会
」
を
話
題
と
し
た
座
談
会
「
文

学
と
演
劇
」
（
『
展
望
』
昭
二
五
・
一
一
、
参
加
者
…
岸
田
國
士
、
福
田
伍

存
、
小
林
秀
雄
、
三
島
由
紀
夫
、
木
下
順
二
、
中
村
光
夫
）
で
、
福
田
や
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三
島
は
こ
う
し
た
展
開
を
導
く
よ
う
を
言
及
を
行
っ
て
い
る
。
福
田
は
、

「
し
か
し
原
作
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
、
そ
の
セ
リ
フ
と
そ
れ
を
い
ふ
俳
優

の
心
理
の
流
れ
を
、
詩
的
な
一
」
と
ば
で
、
我
々
の
胸
に
響
か
せ
て
く
れ
る

も
の
が
あ
る
で
せ
う
」
と
言
い
、
三
島
も
「
ヨ
i
ロ
ッ
パ
の
古
典
劇
で
は

ラ
シ
イ
ヌ
や
コ
ル
ネ
イ
ユ
で
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ァ
で
も
、
古
く
は
希
腺

悲
劇
で
も
、
ま
た
日
本
の
お
能
で
も
、
韻
文
劇
で
す
か
ら
、
韻
律
に
た
す

け
ら
れ
て
、
た
だ
の
肉
声
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
観
念
的
な
論
争

も
、
抽
象
化
さ
れ
た
心
理
も
役
者
の
口
か
ら
ら
く
ら
く
と
語
ら
れ
る
。
芝

居
の
さ
う
い
ふ
伝
統
を
無
視
し
て
し
ま
つ
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
の
近
代
劇

の
貧
し
さ
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
ね
」
と
、
能
に
触
れ
な
が
ら
新
劇
批
判
を

行
っ
て
お
り
、
音
響
美
の
実
現
が
「
雲
の
会
」
の
一
つ
の
指
針
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
以
上
か
ら
、
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
る
「
詩
」
や
「
韻
律
」
へ
の
関
心
と

い
う
「
雲
の
会
」
の
特
徴
は
、
た
し
か
に
資
料
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
結
成
以
前
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
新
劇
批
判
の
延
長
線
上
に

あ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
文
学
寄
り
と
認
識
さ
れ
て
い
た
演
劇
の
「
戦

後
派
」
に
顕
著
に
見
出
せ
る
も
の
だ
っ
た
付
言
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ

に
し
て
も
、
な
ぜ
若
手
の
劇
作
家
に
顕
著
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由

を
探
る
べ
く
当
時
の
資
料
を
よ
り
詳
し
く
見
て
ゆ
く
と
、
「
詩
」
や
「
韻

律
」
へ
の
関
心
が
、
あ
る
広
が
り
と
根
深
さ
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
く
る
。

三
　
「
詩
」
と
「
劇
」
の
接
近

そ
れ
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
資
料
が
い
く
つ
か
あ
る
。
　
つ
は

『
演

劇
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
木
下
順
二
の
言
及
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
同
じ

頃
『
詩
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
請
壇
時
評
」
で
あ
る
。
木
下
順
二
は
「
詩

劇
」
へ
の
関
心
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。
「
せ
り
ふ
と
し
て
の
日
本

語
を
面
白
く
美
し
く
深
く
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
遠
く
岸
田
國
士
氏
の

初
期
の
莱
績
以
来
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
し
、
ま
た
中
村
置
二
郎
君
ら
の
云
つ

て
い
る
詩
劇
の
実
験
も
無
論
こ
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
」
一
「
俳
優
怠
慢
」

『
演
劇
』
第
一
巻
第
二
号
、
昭
二
六
・
七
一
。
一
方
、
「
詩
壇
時
評
」
は
、

こ
う
指
摘
し
て
い
る
。
「
加
藤
遺
夫
は
「
本
質
的
な
演
劇
運
動
に
は
何
等

か
の
詩
的
感
動
が
伴
ふ
も
の
で
あ
る
」
と
云
い
、
演
劇
に
詩
を
回
復
す
る

こ
と
の
必
要
を
説
い
て
い
る
が
、
確
か
に
近
代
に
於
け
る
劇
的
要
素
と
詩

的
要
素
の
分
離
は
、
演
劇
を
も
詩
を
も
つ
ま
ら
な
く
し
て
し
ま
つ
た
と
云

え
る
。
／
劇
に
詩
的
要
素
を
回
復
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

詩
に
つ
い
て
は
、
そ
の
逆
の
こ
と
が
云
え
そ
う
で
あ
る
」
（
『
詩
学
』
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
引
一

二
六
∴
二
）
。
昭
和
二
五
年
一
月
に
は
詩
壇
か
ら
消
え
去
っ
た
、
「
非
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
こ

と
冷
笑
と
無
視
の
う
ち
に
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
「
マ

チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」
と
、
「
詩
劇
」
論
と
の
関
連
や
、
二
つ
の
ジ
ャ
ン

ル
の
関
係
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
と
お
り
、
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」
同
人
が
白
身
ら
の
意
図

を
最
も
明
確
な
形
で
語
っ
た
の
は
、
昭
和
一
．
三
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
一

「
詩
の
革
命
－
〈
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
》
の
定
型
詩
に
つ
い
て
」
で
あ

り
、
「
原
題
の
絶
望
的
に
安
易
な
日
本
語
の
無
政
府
状
態
を
、
矯
め
鍛
え

て
、
新
し
い
詩
人
の
宇
宙
の
表
現
手
段
と
す
る
た
め
に
厳
密
な
定
型
詩
の

確
立
よ
り
以
外
に
道
は
な
い
」
と
い
う
宣
言
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
方
向
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
包
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粛
一

は
端
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。
『
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
詩
集
』
収
録
の

「
乞
○
畠
ω
」
に
よ
れ
ば
、
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」
は
九
鬼
周
造
『
文
芸
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論
』
を
手
本
と
し
な
が
ら
、
押
韻
定
型
詩
制
作
、
日
本
語
版
ソ
ネ
ッ
ト
創

作
、
音
楽
性
の
重
視
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
詩
に

お
け
る
押
韻
は
い
か
に
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
九
鬼
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
回
首
の
反
復
に
よ
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
例

え
ば
、
九
鬼
が
「
何
等
か
の
意
味
で
の
押
韻
へ
の
意
図
、
ま
た
は
少
な
く

と
も
押
韻
へ
の
著
し
い
適
合
性
が
窺
は
れ
る
」
と
す
る
「
絵
巻
」
（
西
條

八
十
一
で
は
、
第
一
旬
、
第
二
旬
、
第
四
旬
の
末
が
「
く
」
、
第
三
句
、

第
五
句
の
末
が
「
を
」
で
統
一
さ
れ
、
「
こ
が
ね
巖
」
一
金
子
光
晴
一
で
は

第
一
句
、
第
二
旬
、
第
三
旬
の
末
が
「
頃
」
、
第
四
句
、
第
五
句
の
末
が

「
く
」
で
統
一
さ
れ
、
「
虎
」
一
佐
藤
惣
之
助
一
で
は
、
第
一
旬
の
末
が
「
あ

る
」
、
そ
れ
以
外
の
句
末
が
「
ゐ
る
」
と
、
句
末
の
音
が
統
一
さ
れ
て
い

一
蜘
一る

。
こ
う
し
た
試
み
は
現
在
に
お
い
て
は
余
り
評
価
を
得
て
い
な
い
が
、

二
三
年
に
は
『
詩
学
』
（
昭
和
二
三
・
五
一
に
特
集
「
日
本
詩
の
韻
律
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
一

問
題
」
が
組
ま
れ
た
り
、
佐
和
濱
次
郎
「
自
由
詩
の
音
律
に
つ
い
て
」
が

リ
フ
レ
イ
ン
、
押
韻
、
音
数
法
則
と
い
っ
た
側
面
か
ら
リ
ズ
ム
生
成
を
論

じ
て
、
西
洋
詩
と
日
本
詰
と
の
相
違
を
示
し
な
が
ら
五
・
五
音
、
五
・
七

音
、
七
・
七
音
と
い
っ
た
音
数
法
則
や
リ
ズ
ム
生
成
に
対
す
る
効
果
を
詳

細
に
分
析
す
る
な
ど
、
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」
に
関
連
す
る
様
々
な

模
索
は
当
時
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
こ
で
の
形
式
性
や
音
楽
性
へ
の
関
心
の
大
筋
は
、
当
時
の
指
摘
に
も

あ
る
よ
う
に
、
前
節
で
確
認
し
た
「
詩
劇
」
論
と
た
し
か
に
通
底
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
両
者
の
関
心
が
時
閻

を
遡
っ
て
も
存
在
し
、
幾
分
か
の
連
関
を
有
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」
の
活
動
の
母
胎
は
、
中
村
置
二
郎

を
中
心
と
す
る
朗
読
会
で
あ
り
、
そ
の
活
動
は
中
村
が
東
犬
仏
文
科
に
在

籍
し
て
い
た
頃
す
な
わ
ち
昭
和
一
七
年
頃
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
詩

劇
」
論
も
、
加
藤
道
夫
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
頃
ま
で
遡
る
こ
と
が

で
き
る
。
慶
応
大
学
犬
学
院
に
在
籍
し
て
い
た
加
藤
遺
夫
が
参
加
し
て
い

　
　
　
　
　
　
一
些

た
「
新
演
劇
研
究
会
」
で
、
加
藤
は
「
僕
等
は
、
例
へ
ば
『
能
』
を
観
な
が

ら
或
ひ
は
ま
た
『
希
臓
劇
』
を
観
な
が
ら
、
そ
の
奥
深
く
に
ひ
そ
む
芸
術

の
生
命
　
　
定
義
や
説
明
を
超
越
し
た
ひ
と
つ
の
神
秘
的
な
生
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
聖

を
確
か
に
感
じ
合
ひ
ま
し
た
」
と
当
時
の
研
究
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
述

べ
る
。
ま
た
、
昭
和
二
六
年
に
発
表
さ
れ
た
回
想
で
は
「
「
ギ
リ
シ
ャ
劇
」

や
「
能
」
の
中
か
ら
何
物
か
を
学
び
と
ろ
う
と
し
て
い
た
点
で
、
又
新
し
い

演
劇
は
言
葉
の
リ
ズ
ム
の
美
に
あ
り
、
人
間
の
肉
声
に
生
々
と
し
た
詩
的

生
命
を
与
え
る
努
力
に
あ
る
と
云
う
岸
田
國
士
氏
の
演
劇
論
に
共
通
の
同

意
を
抱
い
て
い
た
点
で
、
お
互
い
の
友
情
が
結
ば
れ
合
っ
た
も
の
と
思
わ

　
　
一
理

れ
ま
す
」
と
語
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
す
る
と
、
加
藤
が
『
演
劇
』
誌
上
で

発
表
し
た
論
の
原
型
が
既
に
こ
の
頃
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

な
お
、
中
村
眞
一
郎
は
後
に
、
加
藤
道
夫
と
能
や
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
研
究
に
精

を
出
し
た
当
時
を
、
「
日
本
の
将
来
の
演
劇
の
理
想
型
を
、
能
と
ギ
リ
シ
ャ

劇
と
の
統
一
の
う
え
に
夢
見
る
よ
う
に
な
っ
て
行
き
、
そ
の
手
本
の
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
引
一

つ
と
し
て
ク
ロ
ー
デ
ル
の
戯
曲
が
手
近
に
あ
っ
た
」
と
回
想
し
、
「
新
演
劇

研
究
会
」
に
「
苦
し
み
の
河
」
と
い
う
世
阿
弥
の
能
の
翻
案
を
提
供
し
た
と

述
べ
て
い
る
。
以
上
か
ら
推
測
す
る
に
、
「
雲
の
会
」
に
お
い
て
顕
在
化
し

て
く
る
よ
う
な
「
詩
」
へ
の
関
心
は
、
後
に
「
戦
後
派
」
と
呼
ば
れ
る
作
家

の
内
部
に
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
形
式
性
や
音
楽
性
へ
の
欲
望
は
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
「
マ
チ

ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」
へ
と
、
一
方
、
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
「
雲
の

会
」
へ
と
結
実
し
て
ゆ
く
根
深
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
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れ
ば
、
「
詩
」
の
重
視
と
い
う
「
雲
の
会
」
の
特
徴
は
、
や
は
り
そ
れ
固

有
の
、
ま
た
、
一
九
五
〇
年
代
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
時
間
も
ジ
ャ

ン
ル
も
よ
り
広
が
り
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

四
　
「
詩
劇
」
の
実
践
、

「
郎
鄭
」

　
こ
う
し
た
「
詩
」
へ
の
関
心
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
昭
和
二
七
年
一

一
月
に
発
表
さ
れ
た
「
卒
塔
婆
小
町
覚
書
」
一
前
掲
一
の
「
私
の
近
代
能

楽
集
は
、
韻
律
を
も
た
な
い
日
本
語
に
よ
る
一
種
の
詩
劇
の
試
み
」
と
い

う
三
島
の
言
及
は
、
同
時
岱
言
説
を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
先
回
り
し
て
結
論
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
以
前
に
書
か
れ
た
作
晶
も
、
「
雲
の
会
」
結
成
に
先
立
っ
て
起
こ
っ
て

い
た
「
詩
」
の
関
心
と
連
関
す
る
作
晶
だ
と
言
え
る
。

　
三
島
は
「
美
し
い
予
感
－
「
雲
の
会
」
第
一
回
会
合
を
終
え
て
－
」
一
『
毎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窮
一

日
新
聞
』
昭
二
五
・
九
・
一
九
）
と
題
す
る
文
章
で
、
昭
和
二
五
年
九
月

ニ
ハ
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
会
含
の
様
子
を
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
こ

で
「
詩
人
、
小
説
家
、
批
評
家
の
な
か
に
も
芽
生
え
つ
つ
あ
る
新
鮮
な
反

省
を
、
文
壇
劇
壇
相
互
の
刺
戟
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
集
り
で
あ
る
。
そ

れ
は
日
本
の
近
代
の
不
幸
な
歪
み
を
矯
正
し
よ
う
と
ね
が
ふ
人
人
の
反
政

治
的
な
集
り
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
そ
れ
ま
で
上
演
し
続
け
ら
れ
て

き
た
翻
訳
劇
が
、
新
し
い
遺
を
切
り
拓
こ
う
と
始
め
ら
れ
た
「
雲
の
会
」

の
会
合
で
ま
た
も
や
上
演
さ
れ
た
こ
と
へ
の
批
判
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
、
三
島
が
「
雲
の
会
」
結
成
の
時
点
で
既
に
、
後
に
「
詩
劇
」
論
の

発
端
と
な
る
翻
訳
劇
に
対
す
る
批
判
意
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
一
方
、
そ
の
前
年
に
は
「
私
が
戯
曲
の
魅
力
と
考
へ
る
も
の
は
、
ひ

と
へ
に
そ
の
「
制
約
」
な
の
で
あ
る
。
詩
に
お
け
る
韻
律
の
魅
力
な
の
で

　
一
鎚
一

あ
る
」
と
、
「
詩
」
「
韻
律
」
を
「
戯
曲
の
魅
力
」
と
語
る
な
ど
、
前
節
で

確
認
し
た
「
詩
」
や
「
韻
律
」
へ
の
関
心
の
昂
揚
と
同
調
す
る
よ
う
な
演

劇
論
を
展
開
し
て
い
る
。
詩
の
分
野
で
昂
揚
し
て
い
た
「
韻
律
」
へ
の
関

心
と
、
後
に
「
詩
劇
」
論
へ
と
繋
が
る
翻
訳
劇
批
判
。
「
詩
劇
」
論
に
関

わ
る
二
つ
の
意
識
を
、
三
島
は
こ
の
時
点
で
有
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
作
品
と
同
時
代
動
向
と
の
連
関
性
は
ど
う
確
認
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
そ
こ
に
運
元
さ
れ
な
い
三
島
固
有
の
問
題
意
識
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
同
年
八
月
に
岸
田
國
士
の
提
噌
し
た
、
い

わ
ば
芸
術
の
共
同
体
と
し
て
の
文
学
立
体
化
運
動
「
雲
の
会
」
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
別
一

三
島
と
芥
川
の
出
会
い
に
よ
」
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
る
「
郁
螂
」

を
分
析
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

美次美次
女郎女郎

次
郎

美
女

僕
は
ち
つ
と
も
君
を
好
き
ぢ
や
な
い
。

そ
れ
で
も
半
年
あ
と
に
わ
た
し
た
ち
は
結
婚
す
る
の
よ
。

僕
は
ち
つ
と
も
君
を
好
き
ぢ
や
な
い
。

好
き
で
な
く
た
つ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
遠
か
ら
ず
結
婚
す
る

の
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
ヱ

そ
り
や
あ
洋
服
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
た
ま
る
五
味
は
誰
も
好
き
ぢ

や
な
い
、
で
も
ポ
ケ
ッ
ト
の
五
味
は
い
つ
の
ま
に
か
た
ま
る

し
、
さ
う
し
て
一
生
た
ま
り
つ
ぱ
な
し
だ
。
洗
濯
屋
は
そ
れ

ほ
ど
親
切
ぢ
や
な
い
。

一
歌
ふ
や
う
に
）
洗
濯
屋
は
そ
れ
ほ
ど
親
切
ぢ
や
な
い
。
…
…

そ
れ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
新
婚
旅
行
ね
。

一40一



　
こ
れ
は
作
品
の
一
部
だ
が
、
こ
こ
に
は
た
し
か
に
音
数
へ
の
配
慮
と
音

の
反
復
を
見
出
せ
る
。
例
え
ば
、
次
郎
の
セ
リ
フ
は
、
「
ぼ
く
は
　
ち
っ

と
も
　
き
み
を
　
す
き
ぢ
ゃ
　
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
ほ
ぼ
同
音
数
が

反
復
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
は
二
回
反
復
さ
れ
て
お
り
、
三
音
か
ら

成
る
リ
ズ
ム
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
音
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
視
覚
的
に
気

づ
く
よ
う
に
、
「
ぢ
や
な
い
」
、
「
結
婚
す
る
の
よ
」
な
ど
文
末
に
お
け
る

同
音
反
復
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
音
読
し
て
み
る
と
、
「
好
き
」
、
「
そ

れ
で
も
」
、
「
洗
濯
屋
」
な
ど
子
音
「
S
」
の
頻
出
に
よ
り
、
音
に
統
一
感

が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で
も
文
頭
と
、
次
郎
と
美

女
が
互
い
に
発
す
る
セ
リ
フ
「
洗
濯
屋
は
　
そ
れ
ほ
ど
　
親
切
ぢ
や
な

い
」
は
、
「
S
」
で
始
ま
る
言
葉
が
意
識
的
に
選
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
音
数
お
よ
び
音
の
統
一
性
と
「
一
歌
ふ
や
う
に
一
」
と
い
う
ト
書
き
と

は
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
く
、
リ
ズ
ム
や
音
楽
性
の
追
求
が
試
み
ら
れ

た
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
仮
に
こ
れ
を
一
篇
の
詩
と
仮
定
し
て
み
る
な
ら
ば
、
文
頭
に
お

け
る
「
S
」
の
頻
出
、
文
末
に
お
け
る
「
な
い
」
「
の
よ
」
の
頻
出
が
指

摘
で
き
、
頭
韻
、
脚
韻
を
な
し
て
い
る
と
も
理
解
で
き
る
。
次
の
セ
リ
フ

も
同
様
で
あ
る
。

　
　
美
女
　
さ
う
だ
わ
、
た
ん
と
お
気
晴
ら
し
を
な
さ
い
ま
せ
。
あ
た
く

　
　
　
　
　
し
見
て
ゐ
る
わ
。
あ
な
た
が
何
を
な
さ
つ
て
も
、
や
き
も
ち

　
　
　
　
　
な
ん
か
や
か
ず
に
じ
つ
と
見
て
ゐ
る
わ
。
我
慢
し
て
、
じ
つ

　
　
　
　
　
と
あ
な
た
を
見
て
ゐ
る
わ
。
あ
な
た
を
見
て
ゐ
れ
ば
、
あ
た

　
　
　
　
　
く
し
そ
れ
で
満
足
で
き
る
の
。
幸
福
な
の
。
（
奇
異
に
し
て

　
　
　
　
　
淫
蕩
な
る
言
葉
一
あ
た
く
し
、
黙
つ
て
、
一
本
の
百
合
の
花

　
　
　
　
　
み
た
い
に
、
じ
つ
と
あ
な
た
の
は
う
を
見
て
ゐ
る
わ
。

　
こ
の
セ
リ
フ
で
は
、
「
ぢ
や
な
い
」
、
「
の
よ
」
、
「
ゐ
る
わ
」
の
反
復
に

よ
り
、
流
動
感
や
リ
ズ
ム
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
韻
が
踏
ま
れ
て
い
る
。
同

音
数
の
反
復
に
よ
り
リ
ズ
ム
す
な
わ
ち
律
を
形
成
し
、
音
の
反
復
に
よ
り

音
楽
性
と
韻
の
形
成
が
試
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
作
晶
の
特
徴
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
逸

だ
。
有
元
伸
子
「
三
島
由
紀
夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論
－
詩
劇
の
試
み
ー
」

は
、
「
卒
塔
婆
小
町
」
一
『
群
像
』
昭
二
七
・
こ
の
「
詩
劇
」
性
に
関
し

て
、
「
…
…
ん
だ
」
「
：
・
－
み
え
る
」
「
…
…
ゐ
る
」
と
「
脚
韻
を
ふ
ん
で
」

お
り
、
「
三
音
・
四
音
・
五
音
と
い
う
リ
ズ
ム
数
の
規
則
的
な
増
加
」
に

よ
っ
て
、
「
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
一
」
と
は
「
郎
螂
」
に
お
い
て
既
に
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
本

来
、
能
に
お
い
て
は
「
リ
ズ
ム
あ
る
詩
、
階
調
あ
る
文
章
」
が
基
調
で
あ

り
、
「
掛
詞
・
縁
語
・
序
詞
・
押
韻
・
対
旬
・
反
復
・
比
楡
・
引
用
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
理

修
辞
・
語
法
も
、
畢
党
、
こ
の
階
調
を
保
持
す
る
た
め
の
工
夫
」
で
あ
る

と
い
う
。
「
那
鞘
」
の
セ
リ
フ
は
こ
う
し
た
能
の
詞
章
の
特
徴
を
再
現
し

て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
前
節
で
確
認
し
た
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」

の
理
論
や
加
藤
道
夫
ら
の
志
向
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
「
郎
螂
」
は
、
同

時
代
的
に
生
じ
て
い
た
「
詩
」
「
韻
律
」
へ
の
関
心
と
共
鴫
し
、
し
か
も

「
詩
劇
」
論
に
連
な
っ
て
ゆ
く
作
品
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
こ
の
作
品
は
、
同
時
代
の
枠
組
み
に
収
束
し
な
い
要
素
も
含

ん
で
い
る
よ
う
だ
。
最
後
に
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
「
郎
螂
」

の
位
置
付
け
と
「
詩
劇
」
論
の
性
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
次
郎
　
う
わ
あ
、
う
る
さ
い
。
き
ま
り
文
句
だ
。
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次美
郎女

あ
た
く
し
の
名
前
は
、

そ
ん
な
馬
鹿
な
名
前
、

キ
マ
リ
と
い
ふ
の
よ
。

き
い
た
こ
と
が
な
い
。

　
こ
れ
も
「
那
郭
」
の
一
部
で
あ
る
が
、
「
き
ま
り
」
や
「
き
」
と
い
う

音
の
反
復
は
音
に
統
一
感
を
生
み
出
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
言
葉

が
空
回
り
す
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
麗
句
を
連
ね

た
能
の
詞
章
も
意
味
的
関
連
の
希
薄
な
言
葉
の
連
な
り
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
現
代
語
ゆ
え
の
言
葉
の
「
軽
さ
」
が
感
じ
ら
れ
る
。

実
は
、
「
耶
螂
」
に
先
立
っ
て
書
か
れ
た
レ
ー
ゼ
・
ド
ラ
マ
「
あ
や
め
」

一
『
婦
人
文
庫
』
昭
二
一
二
・
五
一
に
お
い
て
三
島
は
、
能
「
杜
若
」
の
翻
案

を
試
み
て
い
る
が
、
そ
の
劇
中
歌
「
檀
の
さ
枝
に
／
綾
繍
か
け
て
／
引
く

や
鈴
／
り
ん
り
／
引
く
鈴
は
／
お
も
し
ろ
や
の
／
引
く
や
鈴
／
り
ん
り
」

は
、
「
ま
ゆ
み
」
は
檀
と
真
弓
、
「
あ
や
」
は
綾
と
あ
や
め
の
掛
詞
、
「
引

く
」
も
あ
や
め
引
く
と
真
弓
引
く
と
二
重
の
意
味
の
解
釈
が
可
能
な
も
の

で
あ
っ
た
。
歌
語
の
持
つ
意
昧
の
重
層
性
を
存
分
に
活
か
し
て
劇
作
し
て

　
　
　
　
　
一
担

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
比
較
で
考
え
る
な
ら
ば
、
「
郎
郭
」
は
明
ら

か
に
異
な
る
方
向
性
の
も
と
に
能
が
翻
案
さ
れ
、
能
の
詞
章
が
本
来
持
つ

言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
の
豊
饒
性
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
逃

　
従
来
か
ら
「
近
代
能
楽
集
」
は
「
素
材
離
れ
」
す
な
わ
ち
原
典
と
の
差

異
が
特
徴
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
傾
向
も
そ
の
一
つ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
な
お
、
「
素
材
離
れ
」
は
テ
ー
マ
や
作
品
全
体
に
お
け
る
場

面
の
意
味
付
け
に
関
し
て
も
起
こ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
能
「
椰
鞘
」
は

「
序
の
段
で
は
人
生
の
帰
趨
に
迷
つ
た
青
年
の
求
道
の
焦
燥
を
示
し
、
破

の
段
で
は
夢
に
帝
王
と
な
つ
て
現
世
の
欲
望
の
満
た
さ
れ
た
心
境
－
そ

の
心
境
で
楽
は
舞
は
れ
る
1
を
示
し
、
最
後
に
急
の
段
で
は
歓
楽
の
夢
か

ら
醒
め
て
し
み
じ
み
人
生
の
果
敢
な
さ
を
感
じ
、
同
時
に
永
遠
の
生
命
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
測
一

仏
果
を
成
就
す
る
外
に
な
い
こ
と
を
悟
り
得
た
境
涯
を
示
す
」
と
枕
で
見

た
夢
に
よ
っ
て
、
煩
悶
か
ら
悟
り
を
開
く
こ
と
を
語
の
大
筋
と
さ
れ
る

が
、
三
島
「
郎
螂
」
に
お
け
る
枕
は
そ
の
よ
う
な
転
機
を
次
郎
に
与
え
な

い
。
枕
を
借
り
て
見
た
夢
中
で
、
美
女
と
結
ば
れ
、
子
供
を
つ
く
り
、
し

か
も
会
社
の
社
長
に
な
る
と
い
う
、
「
現
世
の
欲
望
の
満
た
さ
れ
」
る
境

遇
を
仮
想
体
験
す
る
と
い
う
成
り
行
き
は
同
じ
で
あ
る
が
、
次
郎
は
そ
の

盧
生
の
心
境
を
昧
わ
わ
な
い
ば
か
り
か
、
夢
の
中
で
も
「
わ
け
な
ん
か
な

ん
に
も
あ
り
や
し
な
い
。
た
だ
僕
は
眠
い
ん
だ
。
眠
り
た
い
だ
け
な
ん
だ

よ
」
と
「
背
を
向
け
て
眠
」
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
の
た
め
歓
楽
の
夢
は
、

次
郎
が
眠
り
続
け
て
い
る
間
に
彼
の
意
志
と
関
わ
り
な
く
進
行
し
て
ゆ

く
。
秘
書
は
新
聞
記
者
に
「
う
ち
の
杜
長
が
全
財
産
を
組
合
と
杜
会
事
業

に
寄
附
し
た
上
、
裸
一
貫
で
新
政
党
樹
立
」
と
記
事
に
す
る
よ
う
に
電
話

し
、
次
郎
が
三
年
間
眠
り
続
け
て
い
る
間
、
秘
書
に
よ
っ
て
膀
手
に
樹
立

さ
れ
た
政
党
が
軍
部
を
掌
握
、
次
郎
は
元
首
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
至
る
。

政
権
掌
握
を
栄
華
の
極
み
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
老
国
手
が
「
わ
れ
ら
の

元
首
は
三
年
間
と
い
う
も
の
、
こ
こ
に
眠
り
つ
づ
け
て
来
ら
れ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
［
…
］
元
首
の
代
り
に
は
い
つ
も
い
つ
も
数
人
の
替
玉
が
活
曜

し
て
、
元
首
の
政
権
掌
握
に
努
力
し
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
」
と
述
べ
る
よ
う

に
、
次
郎
は
そ
れ
を
白
ら
体
験
す
み
こ
と
の
な
い
ま
ま
眠
り
続
け
て
し
ま

う
と
い
う
の
が
、
三
島
「
郎
螂
」
に
お
け
る
歓
楽
の
夢
の
場
面
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
原
典
の
枕
の
持
つ
意
昧
は
全
く
継
承
さ
れ
ず
、
煩
悶
か
ら

覚
醒
へ
と
い
う
主
題
も
取
り
除
か
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
能
「
那
螂
」

は
「
人
生
の
意
義
に
疑
惑
を
懐
く
煩
悶
者
が
不
思
議
な
枕
の
威
力
に
よ
つ

て
悟
道
に
達
す
る
ま
で
の
径
路
と
し
て
、
夢
の
帝
王
と
な
つ
て
地
上
の
あ
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ら
ゆ
る
歓
楽
を
体
験
す
る
こ
と
の
表
象
と
し
て
楽
を
舞
ふ
」
、
「
忘
我
陶
酔

と
い
ふ
こ
と
が
重
要
な
成
分
」
で
あ
る
「
遊
楽
物
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る

　
　
　
一
珊
一

と
言
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
三
島
「
郎
鄭
」
で
は
、
そ
う
し
た
「
成
分
」

は
存
在
せ
ず
、
全
く
別
の
主
題
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
更
は

場
面
の
意
昧
づ
け
に
も
見
ら
れ
る
。
四
季
の
花
が
い
っ
せ
い
に
咲
く
場
面

は
、
古
典
に
お
い
て
は
「
日
月
や
四
季
が
同
時
に
存
在
す
る
仙
界
の
理
想

一
H
一

郷
」
を
踏
ま
え
た
歓
楽
の
絶
頂
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
か
、

能
「
帥
戦
」
で
は
夢
か
ら
覚
め
る
直
前
、
つ
ま
り
歓
楽
の
絶
頂
で
「
四
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
口
一

折
節
は
目
の
前
に
て
、
春
夏
秋
冬
、
万
木
千
草
も
、
一
時
に
花
咲
け
り
」

と
導
入
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
三
島
「
耶
螂
」
で
は
夢
か
ら
覚
め
て
後
の

結
末
で
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
変
容
は
周
到
か
つ
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
後
に
三
島
自
身
、
「
解
釈
は
一
見
顛
倒
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
生
活

感
情
が
顛
倒
し
て
ゐ
る
せ
ゐ
で
、
謡
曲
の
作
者
も
現
代
に
生
ま
れ
て
ゐ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ほ
一

ば
、
か
う
い
ふ
主
題
の
展
開
法
を
と
つ
た
で
あ
ら
う
」
と
説
明
し
て
い
る

が
、
一
」
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
主
題
の
み
な
ら
ず
い
た
る
と
こ
ろ
に

「
顛
倒
」
が
存
在
す
る
。
お
そ
ら
く
先
の
セ
リ
フ
の
間
題
も
、
一
つ
の
現

代
的
な
「
顛
倒
」
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
い
言
葉
で
豊

か
な
イ
メ
ー
ジ
を
浮
上
さ
せ
る
能
に
対
し
て
、
三
島
の
「
郎
鞘
」
は
言
葉

の
洪
水
が
逆
に
意
味
の
不
在
を
浮
き
彫
り
に
す
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
性

質
は
、
「
あ
や
め
」
な
ど
と
違
い
古
語
の
持
つ
意
昧
世
界
が
反
映
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
と
、
も
と
も
と
意
昧
の
豊
饒
性
を
持
た
な
い
現
代
語
に
よ
っ

て
リ
フ
レ
イ
ン
や
音
の
統
一
が
行
わ
れ
た
た
め
に
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
三
島
は
言
葉
、
場
面
な
ど
が
持
っ
て
い
た
古
典
的
意
昧

を
継
承
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
「
顛
倒
」
さ
せ
る
こ
と
で
原
典
と
は
全
く
異

な
る
世
界
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
作
品
に
独
剣
性
を
持
た

せ
る
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
能
の
近
代
的
な
翻
案
の
あ
り
方
と
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
結
果
だ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
帥
螂
」
は
「
雲
の
会
」
結
成
後
す
ぐ

に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
も
の
の
、
結
成
以
前
に
起
こ
っ
て
い
た
「
詩
」

へ
の
関
心
と
同
調
し
、
か
つ
そ
の
後
の
「
詩
劇
」
論
を
誘
発
す
る
よ
う
な

作
晶
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
詩
」
と
「
劇
」
と
が
接
近
し
、
新
劇
の
理
想
像

が
模
索
さ
れ
た
一
九
五
〇
年
前
後
の
状
況
と
三
島
の
剣
作
活
動
と
は
、
た

し
か
に
連
関
し
て
い
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
作
品
は
同

時
代
言
説
に
遼
元
し
え
な
い
問
題
意
識
も
同
時
に
内
包
し
て
い
た
よ
う

だ
。
テ
ー
マ
や
意
昧
を
ど
う
現
代
に
置
き
換
え
、
ど
う
言
葉
を
用
い
る
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
当
時
の
「
詩
」
や
「
韻
律
」
へ
の
関
心
が
高
ま
る

過
程
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
理
想
が
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
そ
う
し

た
現
実
的
な
課
題
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
一
二
島
は
理
論

の
実
践
を
行
い
な
が
ら
、
近
代
能
の
可
能
性
と
限
界
と
を
独
白
に
問
う
て

い
る
。

　
「
近
代
能
楽
集
」
は
「
郎
螂
」
の
後
も
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
今
後
、

他
の
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
三
島
の
演
劇
創
作
の
あ
り
方
と

戦
後
演
劇
の
展
開
を
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
。

↓注
久
保
囲
裕
子
「
三
島
由
紀
夫
・
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
構
図
」

七
一
。
引
用
は
『
日
本
文
学
研
究
論
文
集
成
4
2
三
島
由
紀
夫
』

二
・
四
）
か
ら
。

（
『
国
文
』
平
一
一
・

一
若
草
書
房
、
平
一

一43一



（
2
）

一
3
一

一
4
一

（
5
）

（
6
）

一
7
一

一
8
一

み
な
も
と
ご
ろ
う
「
資
料
紹
介
　
雲
の
会
編
輯
『
演
劇
』
」
一
『
大
妻
国
文
』
昭
五

二
・
三
一
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
、
原
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
旧
字
を
新
字
に

改
め
さ
せ
て
頂
い
た
。

野
村
喬
「
戦
後
戯
畿
の
展
開
」
一
『
戯
曲
と
舞
一
曇
リ
ブ
ロ
ポ
i
ト
、
平
七
・
一

〇
。
初
出
、
「
現
代
戯
曲
の
展
開
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
四
六
・
三
一
。

平
敷
尚
子
「
卒
塔
婆
小
町
」
一
日
本
近
代
演
劇
史
研
究
会
編
『
2
0
世
紀
の
戯
曲
1
』

社
会
評
論
社
、
平
一
四
・
七
一
。

論
者
も
平
成
二
一
年
「
昭
和
文
学
会
春
季
大
会
」
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
三
島
曲

紀
夫
戯
曲
に
お
け
る
く
リ
ア
リ
ス
ム
V
観
　
　
「
郁
螂
」
執
筆
の
背
景
」
で
、
「
雲

の
会
」
と
「
郁
螂
」
執
筆
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。

福
田
伍
存
「
覚
書
」
一
『
福
因
惚
存
全
集
』
第
二
巻
、
昭
六
二
・
三
一
は
、
昭
和
二

九
年
三
月
の
岸
冊
國
士
の
死
ま
で
会
が
存
続
し
て
い
た
と
回
想
。
た
だ
し
、
木

下
順
二
や
尾
崎
宏
次
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
雲
の
会
は
最
後
ど
う
な
っ
た
ん
だ
っ
け
」
、

「
結
局
わ
か
ら
な
い
」
一
座
談
会
「
戦
中
の
演
劇
・
戦
後
の
新
麟
」
一
『
文
学
』
昭
六

〇
・
八
、
参
加
者
・
：
木
下
順
二
・
尾
崎
宏
次
・
宮
岸
泰
治
一
と
、
白
然
消
滅
し
た

と
述
べ
て
い
る
。

『
演
劇
』
は
白
水
杜
か
ら
全
九
冊
刊
行
一
昭
二
六
・
六
；
二
七
・
二
一
。
『
演
劇
講

座
』
は
河
砒
書
房
か
ら
以
下
の
五
附
が
刊
行
。
『
演
劇
の
本
質
』
一
昭
二
六
二

二
一
、
『
演
劇
の
伝
統
』
一
昭
二
六
・
一
〇
一
、
『
演
劇
の
新
風
』
一
昭
二
六
・
九
一
、

『
演
劇
の
様
式
』
一
昭
二
六
・
二
一
、
『
演
劇
の
実
際
』
一
昭
二
七
・
三
一
。

『
演
劇
』
一
昭
二
六
・
六
一
に
掲
載
さ
れ
た
参
加
者
の
一
覧
は
以
下
の
と
お
り
。

芥
川
比
呂
志
　
阿
部
知
二
　
伊
賀
山
省
三
　
石
川
淳
　
市
原
豊
太
　
丼
伏
鱒
二

臼
升
吉
昆
　
内
村
直
也
　
梅
田
晴
夫
　
大
岡
昇
平
　
犬
木
直
太
郎
　
岡
鹿
之
助

加
藤
周
一
　
加
藤
道
夫
　
河
上
徹
太
郎
　
川
口
一
郎
　
河
盛
好
蔵
　
岸
田
國
士

木
下
恵
介
　
木
下
順
二
　
倉
橋
健
　
小
林
秀
雄
　
小
山
祐
士
　
今
日
出
海
　
坂

口
安
吾
　
阪
印
正
夫
　
佐
藤
敬
　
佐
藤
美
子
　
清
水
箆
　
神
西
清
　
菅
原
卓

杉
村
春
子
　
杉
山
誠
　
鈴
木
力
衛
　
千
㎜
是
也
　
高
免
沢
潤
子
　
高
見
順
　
武

㎜
泰
淳
　
肥
中
澄
江
　
田
中
千
禾
夫
　
田
村
秋
子
　
津
村
秀
夫
　
戸
板
康
二

永
井
龍
男
　
長
岡
輝
子
　
中
島
健
蔵
　
中
田
耕
治
　
巾
野
好
夫
　
中
村
眞
一
郊

109
n
一

一
1
2
一

一
！
3
一

一
1
4
一

16 15
一
1
7
一

（
1
8
）

（
1
9
）

一
2
0
一

巾
村
光
夫
　
野
上
彰
原
千
代
海
　
久
板
栄
二
郎
　
福
田
伍
存
　
堀
江
史
餓

前
冊
純
敬
　
三
島
由
紀
夫
　
宮
崎
嶺
雄
　
三
好
達
治
　
矢
代
静
一
　
山
本
健
吉

山
本
修
二
　
吉
田
健
一
。

岸
田
國
士
「
創
刊
に
あ
た
っ
て
」
（
『
演
劇
』
昭
二
六
・
六
）
。

矢
代
静
一
門
旗
手
た
ち
の
青
春
－
あ
の
頃
の
加
藤
道
夫
・
三
島
由
紀
夫
・
芥
川

比
呂
志
』
一
新
潮
杜
、
昭
六
〇
・
二
。
初
山
、
「
悦
惚
の
旗
手
た
ち
－
加
藤
道
夫
、

三
島
由
紀
夫
、
芥
川
地
呂
志
と
の
青
春
1
」
『
新
潮
』
昭
五
九
・
九
一
。

矢
代
静
一
「
岸
田
國
士
と
戯
曲
一
そ
の
三
一
－
雲
の
会
」
一
「
月
報
u
」
『
岸
田

國
士
全
集
』
平
二
・
九
）
。

ち
な
み
に
当
時
の
新
闘
記
碑
「
「
文
学
立
体
化
運
動
」
始
ま
る
　
ま
ず
演
劇
と
握

手
　
山
厚
田
鰯
士
氏
ら
が
捉
噌
」
一
『
朝
日
新
聞
』
昭
二
五
・
八
・
一
七
一
は
「
文

学
」
を
主
語
に
す
る
よ
う
な
題
目
を
掲
げ
て
い
る
。

矢
代
静
一
前
掲
書
、
注
一
1
0
一
。

大
木
直
太
郎
「
解
説
」
一
岩
困
豊
雄
編
『
日
本
現
代
戯
曲
集
V
』
新
潮
社
、
昭
二

六
・
四
一
。
大
木
は
彼
ら
に
つ
い
て
「
戯
曲
作
者
と
し
て
は
、
正
真
正
銘
、
戦
後

派
に
属
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。

福
田
伍
存
「
戯
触
文
学
の
立
ち
お
く
れ
」
一
『
悲
劇
喜
劇
』
昭
二
四
・
こ
。

久
保
栄
「
迷
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
ー
新
劇
の
た
め
に
－
」
（
『
都
新
闘
』
昭
一
〇
・

一
・
二
〇
－
二
三
）
。

撒
論
「
三
島
戯
曲
の
幽
発
　
　
文
学
／
演
劇
の
対
立
と
く
リ
ア
リ
ス
ム
V
論
争

の
中
で
1
」
（
『
昭
和
文
学
研
究
』
平
一
二
・
三
）
参
照
。

菅
原
卓
「
劇
芸
術
の
表
裏
」
一
『
悲
劇
喜
劇
』
昭
二
四
・
こ
は
、
「
昨
今
の
新
進

劇
作
家
、
新
し
い
風
潮
の
戯
曲
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
さ
う
し
た
参
集
す
る
観

客
の
共
感
は
前
捉
以
前
の
と
こ
ろ
に
置
き
、
作
者
自
身
の
主
観
を
強
調
し
、
む
し

ろ
観
客
に
対
し
て
は
強
庄
的
な
、
誘
導
的
な
態
度
を
と
り
始
め
た
点
が
見
と
れ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。

発
表
、
『
悲
劇
喜
劇
』
一
昭
二
一
二
・
一
こ
。
初
演
、
文
学
座
「
第
三
八
回
公
演
」

（
昭
二
四
・
三
・
三
－
一
五
）
。

拙
論
、
注
一
1
7
一
参
照
。
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一
2
1
一
大
野
純
「
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」
論
」
一
『
講
座
・
日
本
現
代
詩
史
』
第
四
巻
、

　
　
右
文
書
院
、
昭
四
八
・
一
こ
は
、
『
詩
学
』
一
昭
和
二
五
・
こ
に
掲
載
さ
れ

　
　
た
、
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
の
運
動
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
そ
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
達
の
見
本
的
作
品
は
い
つ
か
わ
れ
わ
れ
の
眼
か
ら
消
え

　
　
さ
っ
て
了
っ
た
よ
う
だ
」
と
い
う
「
詩
壇
時
評
」
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

一
2
2
）
大
野
純
前
掲
論
、
注
一
2
1
一
。

一
2
3
一
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
同
人
「
詰
の
革
命
－
《
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
》
の
定
型

　
　
詩
に
つ
い
て
」
一
『
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
詩
集
』
、
真
善
美
祉
、
昭
和
二
三
・
五
）
。

一
娑
前
掲
『
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
誌
集
』
の
「
Z
O
↓
易
」
に
よ
れ
ば
、
戦
争
前
後

　
　
を
通
じ
て
参
加
し
た
同
人
は
、
福
永
武
彦
、
中
村
眞
一
郎
、
加
藤
周
一
、
自
升
健

　
　
三
郎
、
中
西
哲
吉
、
窪
田
啓
作
、
山
崎
剛
太
郎
、
小
山
正
孝
、
原
条
あ
き
子
、
枝

　
　
野
和
夫
。

一
2
5
一
前
掲
『
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
詩
集
』
。

（
2
6
）
九
鬼
周
造
『
文
芸
論
』
（
岩
波
書
店
、
昭
一
六
・
九
。
引
用
は
『
九
鬼
周
造
全
集
』

　
　
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
五
六
∴
二
か
ら
。
）

一
2
7
一
佐
和
濱
次
郎
「
自
由
詩
の
音
律
に
つ
い
て
」
一
『
詩
学
』
昭
二
三
・
七
、
九
、
一

　
　
〇
、
一
一
、
一
二
、
二
四
・
一
、
三
、
五
、
六
、
八
、
一
〇
一
。

一
2
8
一
結
成
は
昭
和
一
六
年
四
月
二
九
旧
、
昭
和
一
八
年
一
月
に
無
期
休
会
一
参
考
、
鴫

　
　
海
四
郎
「
新
演
劇
研
究
会
の
一
」
と
」
『
加
藤
道
夫
全
集
』
1
、
青
土
社
、
昭
五
八
・

　
　
四
一
。
参
加
者
は
加
藤
の
他
に
、
芥
川
此
呂
志
、
鵬
海
四
郎
、
原
皿
義
人
、
鬼
頭

　
　
哲
人
ら
。

一
2
9
一
加
藤
道
夫
「
雑
記
」
一
『
新
演
劇
研
究
会
第
2
回
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
昭
一
七
・
七
一
。

　
　
引
用
は
前
掲
『
加
藤
道
夫
全
集
』
1
か
ら
。

（
3
0
）
加
藤
遭
夫
「
思
想
座
の
創
立
に
就
い
て
」
；
二
田
文
学
』
昭
二
六
・
六
）
。
ま
た
、

　
　
参
加
者
の
傾
向
に
つ
い
て
鴫
海
四
郎
は
、
「
当
時
の
新
劇
の
主
流
の
杜
会
主
義
的

　
　
リ
ア
リ
ズ
ム
や
そ
の
泥
く
さ
い
白
然
主
義
的
演
技
ス
タ
イ
ル
に
反
発
し
て
い
た
」

　
　
と
述
べ
、
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
芸
術
至
上
主
義
的
に
見
え
た
飛
行
館
の
文
学
座

　
　
の
方
に
親
近
感
を
抱
い
た
。
そ
の
西
欧
ふ
う
の
気
の
き
い
た
あ
か
ぬ
け
た
舞
台
に

　
　
　
〃
詩
”
を
感
じ
取
り
、
私
た
ち
も
舞
台
に
そ
の
よ
う
な
、
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ

　
　
と
純
粋
の
”
劇
詩
”
の
復
活
と
創
造
を
夢
み
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
一
「
新
演

　
　
劇
研
究
会
の
こ
と
」
、
前
掲
『
加
藤
道
夫
全
集
』
n
）
。

一
3
1
一
中
村
眞
一
郎
「
序
」
一
『
中
村
慶
二
郎
麟
詩
集
成
』
1
、
思
潮
祉
、
昭
六
〇
・
五
一
。

一
3
2
一
『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
二
五
巻
一
新
潮
社
、
昭
五
〇
・
五
一
で
は
、
初
出
未
詳

　
　
の
た
め
「
雲
の
会
報
告
」
と
い
う
題
名
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。

一
3
3
）
「
「
火
宅
」
に
つ
い
て
し
一
門
臼
本
演
劇
』
昭
二
四
・
四
一
。

一
3
4
一
今
村
忠
純
「
文
学
座
」
9
二
島
由
紀
夫
楽
典
』
勉
誠
脇
版
、
平
一
二
・
二
一
。

一
3
5
一
有
元
伸
子
「
三
島
由
紀
夫
「
卒
塔
婆
小
町
」
論
－
詩
麟
の
試
み
－
」
一
『
近
代
文

　
　
学
史
論
』
二
三
号
、
広
島
犬
学
近
代
文
学
研
究
会
、
昭
六
〇
・
一
一
一
一
。

一
3
6
一
酉
野
春
雄
「
能
－
演
劇
と
言
葉
－
「
通
盛
」
を
中
心
に
」
一
『
日
本
文
学
講
座
1
1

　
　
芸
能
・
演
劇
』
大
修
館
書
店
、
平
一
・
三
一
。

（
3
7
）
拙
論
「
三
島
由
紀
夫
「
あ
や
め
」
論
－
能
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
の
先

　
　
駆
　
　
」
（
『
稿
本
近
代
文
学
』
平
一
四
　
一
二
一
。

一
3
8
一
石
崎
等
「
近
代
能
楽
集
1
そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
一
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
五
一
・

　
　
二
）
。

（
3
9
）
参
考
、
野
上
豊
一
郊
『
解
註
∴
識
曲
全
集
』
第
四
巻
一
中
央
公
論
社
、
昭
二
五
・

　
　
七
一
。
こ
れ
は
芥
川
比
呂
志
が
三
島
が
「
榔
靴
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
貸
し

　
　
た
と
証
言
し
て
い
る
こ
と
や
出
版
年
か
ら
考
え
て
三
島
の
目
に
入
っ
た
一
」
と
が

　
　
ほ
ぼ
確
実
と
思
わ
れ
る
謡
触
集
で
あ
る
。

一
4
0
）
野
上
豊
一
郎
『
解
註
・
謡
曲
全
集
』
第
一
巻
（
申
央
公
論
杜
、
昭
二
四
・
一
〇
一
。

一
4
1
一

一
4
2
一

（
4
3
一

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
謡
曲
集
』
上
（
新
潮
杜
、
昭
五
八
∴
二
、
「
帥
郷
」
頭

注
）
。

野
上
豊
一
郎
前
掲
書
、
注
一
3
9
一
。

「
覚
書
」
一
『
作
品
座
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
昭
二

集
』
第
二
七
巻
一
新
潮
杜
、
昭
五
〇
・
七

符
聾

作
品
の
引
用
は

ニ
ニ
一
）
。
引
用
は
門
三
島
由
紀
夫
全

）
か
ら
。

『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
二
〇
巻
（
新
潮
杜
、
昭
五
〇

・
一
一
一
よ
り

一45一



行
っ
た
。
な
お
、
仮
名
遣
い
は
そ
の
ま
ま
に
、
旧
字
は
新
字
に
な
お
し
て
引
用
し
た
。

　
本
論
は
平
成
二
一
年
「
昭
和
文
学
会
春
季
大
会
」
で
の
口
頭
発
表
「
三
島
曲
紀
夫
戯
曲

に
お
け
る
く
リ
ア
リ
ズ
ム
V
観
－
「
椰
戦
」
執
筆
の
背
景
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
当
日
、
多
く
の
方
々
か
ら
、
ご
指
摘
や
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
階
り
ま

し
て
御
礼
中
し
上
げ
ま
す
。

一
あ
ま
の
　
ち
さ

筑
波
大
学
非
常
勤
講
師
）
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