
は
じ
め
に

ー
詩
人
・
小
野
の
造
型
|
|

『
虞
美
人
草
』

『
虞
美
人
草
』
（
明
治
4
0
.
6
し

10)
は
従
来
か
ら
漱
石
初
期
作
品
の
集
大
成

(
1
)
 

と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
作
品
内
容
と
の
関
連
か
ら
「
集
大
成
」

と
し
て
の
意
味
が
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
前

作
『
野
分
』
（
明
治
4
0
.
1
)
と
の
関
係
を
と
っ
て
も
、
唐
木
順
三
氏
の
よ
う

に
『
野
分
』
の
意
味
を
重
要
視
し
て
、
『
虞
美
人
草
』
は
「
何
と
な
く
品
の
な

(
2
)
 

い
、
思
想
の
な
い
小
説
」
と
し
て
斥
け
る
意
見
も
存
在
す
る
。

現
在
ま
で
の
所
、
『
虞
美
人
草
』
を
―
つ
の
到
達
点
と
し
て
初
期
作
品
を
統

一
的
に
み
る
見
解
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。

―
つ
は
、
特
に
『
二
百
十
日
』
（
明
治
3
9
.
1
0
)
以
降
の
作
品
を
重
視
し
て
、(

3
)
 

『
虞
美
人
草
』
を
漱
石
の
道
義
的
啓
蒙
的
傾
向
の
頂
点
と
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。

僕
は
一
面
に
於
て
俳
諧
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
一
面
に
於
て
死

ぬ
か
生
き
る
か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し

い
精
神
で
文
学
を
や
っ
て
見
た
い
。
そ
れ
で
な
い
と
何
だ
か
難
を
す
て
A

易
に
つ
き
劇
を
厭
ふ
て
閑
に
走
る
所
謂
腰
抜
文
学
者
の
様
な
気
が
し
て
な

ら

ん

（

明

治

39
年
10
月
26
日
付
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
）

論

右
の
著
名
な
言
葉
を
―
つ
の
転
回
点
と
し
て
、
そ
の
激
烈
な
「
志
士
」
意
識

啓
蒙
意
識
が
『
虞
美
人
草
』
に
お
い
て
「
道
義
」
に
よ
る
勧
善
懲
悪
ま
で
行
わ

せ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

も
う
―
つ
の
方
向
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
明
治
3
8
.
1
し

3
9
.
8
)
か

ら
『
虞
美
人
草
』
ま
で
の
作
品
に
「
文
明
批
判
」
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
を
見
出

し
、
こ
の
作
品
が
「
批
判
」
の
頂
点
を
な
す
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
平

(
4
)
 

岡
敏
夫
氏
が
、
勧
懲
小
説
・
道
義
小
説
と
し
て
評
価
の
低
か
っ
た
『
虞
美
人

(
5
)
 

草
』
を
再
評
価
す
る
視
点
と
し
て
提
出
し
た
。
氏
は
そ
こ
で
漱
石
の
「
文
明
批

判
」
が
「
過
去
」
あ
る
い
は
「
平
民
」
へ
の
共
感
と
い
う
基
盤
を
持
つ
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
見
解
は
漱
石
の
初
期
作
品
を
貫
く
「
道
義
」
と
「
文
明
」
の
対

立
と
い
う
テ
ー
マ
を
ど
う
評
価
す
る
か
で
、
作
品
評
価
を
も
分
け
て
い
る
。
前

者
は
こ
の
期
の
漱
石
の
「
道
義
」
に
封
建
的
な
古
さ
を
見
出
し
、
文
明
批
判
の

根
拠
も
ロ
ン
ド
ン
留
学
か
ら
帰
国
以
来
の
厭
人
・
厭
世
銀
に
よ
る
不
満
に
求
め

(
6
)

．
 

る
傾
向
を
持
つ
。
後
者
は
文
明
批
判
ゆ
え
の
「
道
義
」
で
あ
る
と
し
て
、
文
明

に
脅
か
さ
れ
る
存
在
へ
の
共
感
を
強
調
す
る
。
『
虞
美
人
草
』
の
登
場
人
物
に

即
し
て
言
え
ば
、
甲
野
欽
吾
の
道
義
網
の
古
さ
と
厭
世
思
想
を
批
判
す
る
の
が

橋

JII 

俊

樹
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前
者
で
あ
り
、
井
上
孤
堂
・
小
夜
子
へ
の
漱
石
の
同
情
を
指
摘
す
る
の
が
後
者

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
作
品
内
の
「
道
義
」
の
有
効
性
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
の
評
価

(
7
)
 

に
よ
っ
て
『
虞
美
人
草
』
の
初
期
作
品
に
お
け
る
位
置
も
違
っ
て
き
て
し
ま
う
。

「
道
義
」
を
否
定
的
に
み
れ
ば
、
古
い
道
義
観
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
た
失
敗
作
と

な
り
、
漱
石
は
こ
の
作
品
へ
の
反
省
か
ら
初
期
の
道
義
的
啓
蒙
的
傾
向
を
脱

(
8
)
 

け
出
し
て
い
く
と
説
明
さ
れ
る
。
有
効
と
み
れ
ば
、
「
道
義
」
の
行
う
文
明
批

(
9
)
 

判
の
意
味
が
強
調
さ
れ
、
初
期
の
文
明
批
評
小
説
の
集
大
成
と
し
て
価
値
が
出

て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
評
価
の
揺
れ
の
中
に
、
小
野
と
い
う
登
場
人
物
を
置
い
て
み
る

と
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
藤
尾
や
そ
の
母

と
共
に
「
道
義
」
か
ら
糾
弾
さ
れ
る
「
文
明
」
の
側
の
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
宗
近
に
よ
っ
て
「
文
明
」
の
呪
縛
を
の
が
れ
「
道
義
」
に
回
帰
す
る

人
間
で
も
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
「
文
明
」
の
申
し
子
藤
尾
を
死
に
至
ら
し
め

る
の
は
こ
の
小
野
で
あ
り
、
作
中
で
最
も
変
化
に
富
ん
だ
人
物
と
言
え
る
。

小
論
で
は
こ
う
い
う
小
野
に
焦
点
を
あ
て
、
主
に
初
期
作
品
に
現
わ
れ
る
人

物
と
の
関
連
か
ら
考
察
を
加
え
た
い
。
小
野
の
人
物
造
型
は
特
に
そ
れ
ら
と
の

関
係
が
深
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
漱
石
が
小
野
を
造
型
し
た

意
図
を
明
確
に
し
、
そ
の
上
で
「
道
義
」
と
「
文
明
」
の
問
題
を
見
直
し
て
み

た
い
。小

野
に
つ
い
て
注
目
し
た
論
は
近
来
多
く
、
小
野
に
漱
石
の
青
春
時
代
を
重

(10) 

ね
合
わ
せ
る
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
と
は
別
に
桶
谷
秀
昭
氏
は
、
「
彼
が
作
中
唯
一
人
の
性
格
紛
失
者
で
あ

H

A
文
明
＞
と
小
野

り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
ど
の
人
物
よ
り
も
深
い
自
己
認
識
を
抱
い
て
い

(11) 

る
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
漱
石
は
『
虞
美
人
草
』
で
勝
っ
た
は
ず
の
「
性
格
」

で
は
な
く
「
性
格
」
を
紛
失
し
た
小
野
の
よ
う
な
主
人
公
を
こ
れ
以
後
描
い
て

い
く
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
石
嶋
淳
子
氏
も
「
従
来
の
評
価
は
ま
さ
に
甲
野
の
哲
学
中
心
の
捉
え
方

(12) 

で
あ
っ
た
」
と
し
、
む
し
ろ
「
青
年
小
野
清
三
の
劇
」
と
し
て
作
品
を
見
る
べ

き
だ
と
提
言
す
る
。
そ
し
て
「
小
野
の
姿
は
そ
の
ま
ま
、
『
根
の
な
い
』
人
間

存
在
の
不
安
感
と
苦
し
み
」
を
示
す
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
存
在
論
的
な
漱
石
作
品
の
読
み
取
り
方
が
両
氏
と
も
に
見
ら
れ
る

が
、
桶
谷
氏
は
『
坑
夫
』
（
明
治
4
1
.
1
し

4
)
『
三
四
郎
』
（
明
治
4
1
.
9
し

(13) 

12)
の
主
人
公
に
つ
な
が
る
よ
う
な
小
野
の
無
性
格
性
を
評
価
し
、
石
嶋
氏
は

暗
い
過
去
を
持
つ
小
野
の
存
在
感
に
着
目
し
て
い
る
。

し
か
し
、
小
野
に
は
漱
石
の
与
え
た
明
ら
か
な
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
文

明
」
と
も
「
道
義
」
と
も
言
え
る
観
念
的
な
衣
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
分
析
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
小
野
が

漱
石
の
道
義
的
構
想
か
ら
は
ず
れ
る
よ
う
な
特
別
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
か
ど

う
か
は
そ
の
後
の
問
題
だ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
の
造
型
と
前
の
作
品
と
の
関
わ
り

を
、
よ
り
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

く
に

「
小
野
さ
ん
は
詩
の
郷
に
住
む
人
で
あ
る
。
」
、
「
小
野
さ
ん
は
詩
人
で
あ
る
。
」

（
二
）
と
し
て
登
場
す
る
小
野
清
三
は
、
「
妖
姫
ク
レ
オ
バ
ト
ラ
の
知
匹
冠
と
相

擁
し
て
、
詑
鳥
の
婆
簑
に
軽
く
玉
肌
を
払
へ
る
所
」
（
二
）
な
ど
に
好
画
題
、

好
詩
料
を
見
出
す
の
を
本
領
と
す
る
、
純
粋
に
＾
美
＞
を
嬉
し
が
る
文
学
者
で

あ
る
。
故
に
美
し
い
「
恋
」
を
夢
み
て
お
り
、
「
美
的
生
活
」
(
+
三
）
に
憧
れ

る
。
博
士
に
な
っ
て
、
金
時
計
を
か
け
、
紫
の
女
•
藤
尾
を
得
る
、
こ
れ
が
小
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野
の
夢
み
て
い
る
未
来
の
「
美
し
い
画
」
（
四
）
で
あ
る

6

「
博
士
」
は
世
俗
的
名
誉
を
、
「
金
時
計
」
は
甲
野
家
の
財
産
を
、
「
紫
の
女
」

(14) 

は
美
し
い
細
君
を
意
味
し
、
そ
れ
ら
を
得
て
こ
そ
小
野
の
未
来
は
薔
薇
色
と
な

る
。
そ
の
時
、
彼
の
「
得
意
」
(
+
-
）
も
絶
頂
に
達
す
る
だ
ろ
う
。

「
早
く
博
士
に
な
っ
て
、
美
し
い
嫁
さ
ん
で
も
貰
は
う
と
思
ふ
て
け
つ

か

る

。

失

敬

な

奴

ち

ゃ

」

（

四

）

こ
う
評
す
る
の
は
小
野
の
京
都
以
来
の
友
人
で
法
学
士
の
浅
井
で
あ
る
が
、

卑
俗
な
彼
は
そ
れ
だ
け
に
小
野
の
俗
物
性
が
よ
く
見
え
て
い
る
。

、、

小
野
が
名
誉
•
財
産
・
美
し
い
細
君
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
彼
が
た
だ
の
詩
人

で
は
な
く
「
文
明
の
詩
人
」
（
十
二
）
で
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
文
明
の

、
、
、

詩
人
が
「
美
く
し
き
想
像
」
（
十
二
）
に
耽
る
た
め
に
は
余
裕
と
金
が
必
要
でひ

と

あ
る
。
詩
が
「
商
売
」
（
十
二
）
に
な
ら
な
い
以
上
、
文
明
の
詩
人
は
「
是
非
共
他

の
金
で
詩
を
作
り
、
他
の
金
で
美
的
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
」
（
十
二
）
な
い
。

恩
賜
の
「
銀
時
計
」
（
四
）
を
誇
る
小
野
は
、
甲
野
欽
吾
よ
り
も
自
分
を
「
有

益
な
材
」
（
十
四
）
と
考
え
、
彼
の
財
産
や
立
派
な
書
斎
を
占
有
し
た
い
と
願

っ
て
い
る
。

こ
こ
に
あ
る
の
は
文
明
に
毒
さ
れ
た
俗
人
の
姿
で
あ
る
。
「
文
明
の
民
」
(
+

一
）
の
中
で
「
尤
も
当
世
」
(
+
-
)
で
あ
る
こ
と
を
得
意
と
す
る
小
野
は
、

い
つ
も
「
当
世
」
を
意
識
す
る
。
つ
ま
り
世
間
的
な
見
栄
や
外
見
を
気
に
か
け

る
の
で
あ
る
。

「
金
縁
の
眼
鏡
」
（
四
）
、
「
メ
ル
ト
ン
地
」
の
「
胴
衣
」
（
二
）
、
「
雪
の
様
な

め
お
と
ポ
ク
ン

カ
フ
ス
」
「
七
宝
の
夫
婦
釦
」
（
二
）
、
「
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ー
プ
」
（
四
）
、
「
カ
シ
ミ
ア

ニ

ジ

ブ

ト

‘

‘

の
机
掛
」
（
四
）
、
「
埃
及
姻
草
」
(
+
七
）
等
々
、
服
装
を
は
じ
め
外
見
を
当
世

的
に
よ
く
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
。
当
世
的
と
い
う
の
は
こ
の
場
合
＾
西
洋

風
＞
で
ハ
イ
カ
ラ
な
こ
と
を
言
い
、
井
上
父
娘
の
何
に
つ
け
＾
日
本
風
＞
で
み

す
ぽ
ら
し
い
の
と
真
に
対
照
的
で
あ
る
。
藤
尾
も
派
手
で
贅
沢
な
着
物
を
着
て

い
て
、
宗
近
か
ら
ハ
イ
カ
ラ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
小
野
は
「
六
十
円
」
(
+

四
）
の
月
収
の
中
か
ら
出
費
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
大
学
を
卒
業
し

て
相
当
の
尊
敬
を
衣
帽
の
末
に
払
は
ね
ぱ
な
ら
ぬ
」
(
+
四
）
た
め
だ
と
し
て

い
る
が
、
要
す
る
に
世
間
体
を
意
識
し
当
世
で
幅
を
き
か
そ
う
と
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。「

煙
草
で
も
で
す
ね
、
朝
日
や
、
敷
島
を
ふ
か
し
て
居
て
は
幅
が
利
か

ん
で
す
」
と
云
ひ
な
が
ら
、
吸
口
に
金
箔
の
つ
い
た
埃
及
煙
草
を
出
し

て
、
す
ぱ
す
ぱ
吸
い
出
し
た
、

「
そ
ん
な
贅
沢
を
す
る
金
が
あ
る
の
か
い
」

「
金
は
な
か
ば
つ
て
ん
が
、
今
に
ど
う
か
な
る
た
い
。
此
煙
草
を
吸
つ

て
る
と
、
大
変
信
用
が
違
い
ま
す
」
（
傍
点
引
用
者
）

（
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
＋
一
）

右
は
実
業
家
の
仲
間
入
り
を
し
て
「
常
識
」
が
で
き
た
と
言
う
多
々
羅
一
―
一
平

の
言
葉
だ
が
、
「
埃
及
姻
草
」
(
+
七
）
の
持
つ
意
味
が
よ
く
分
ろ
う
。
『
野

分
』
の
「
富
と
勢
と
得
意
と
満
足
の
跛
恩
す
る
」
中
野
の
結
婚
披
露
宴
の
場
面

（
九
）
で
も
、
紳
士
風
の
男
が
「
百
本
五
六
円
す
る
」
「
エ
ジ
プ
シ
ア
ン
」
を
、

こ
れ
な
ら
「
日
に
二
十
本
宛
に
し
て
も
二
十
円
位
で
あ
が
る
」
と
言
っ
て
吸
っ

て
い
る
。
「
二
十
円
」
は
横
で
聞
い
て
い
る
文
学
士
高
柳
の
全
収
入
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
見
て
も
エ
ジ
プ
ト
煙
草
が
金
持
ち
・
実
業
家
を
示
す
小
道
具
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

ま
た
、
三
平
の
会
社
の
先
輩
で
実
業
家
・
金
田
の
子
分
で
あ
る
鈴
木
藤
十
郎

は
、
「
頭
を
美
麗
に
分
け
て
、
英
国
仕
立
の
ト
ヰ
ー
ド
を
着
て
、
派
手
な
襟
飾
り

を
し
て
、
胸
に
金
鎖
り
さ
ヘ
ビ
カ
つ
か
せ
て
居
る
体
裁
」
（
四
）
を
し
て
い
る
。

八
木
独
仙
か
ら
は
「
世
間
的
に
は
利
口
な
男
だ
。
金
時
計
は
下
げ
ら
れ
る
た
ち
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だ
」
（
八
）
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ち
ょ
う
ど
小
野
を
髪
髯
さ
せ
る
。
つ
ま
り

小
野
は
、
金
や
体
裁
を
重
ん
ず
る
点
で
実
業
家
的
な
の
で
あ
り
、
「
金
と
衆
」

（
八
）
を
頼
む
鈴
木
と
そ
の
点
で
変
わ
り
は
な
い
。

橋
本
迪
夫
氏
は
、
も
し
小
野
に
「
藤
尾
の
財
産
を
あ
て
に
す
る
よ
う
な
醜
い
気

持
ち
が
な
け
れ
ば
、
」
十
七
で
浅
井
に
話
す
よ
う
な
結
婚
問
題
回
避
の
言
い
訳

も
説
得
力
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
述
ぺ
て
い
“
放
、
見
て
き
た
よ
う
に
小
野

に
と
っ
て
金
を
求
め
る
欲
望
は
「
文
明
」
を
追
う
限
り
―
つ
の
属
性
な
の
で
あ

り
、
「
な
け
れ
ば
」
と
い
う
仮
定
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
。
十
七
の
浅

ひ
と

井
と
の
会
話
も
、
「
謎
の
女
」
の
使
う
「
自
分
の
思
ふ
事
を
他
に
云
は
せ
る
」

(16) 

(
+
）
方
法
を
小
野
が
用
い
た
も
の
で
、
文
明
人
の
偽
善
を
表
し
た
会
話
で

あ
る
。結

局
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
明
治
3
8
.
1
ー

3
9
.
8
)
の
金
田
批
判
以
来

つ
づ
い
て
い
る
漱
石
の
金
持
ち
・
実
業
家
さ
ら
に
は
町
人
批
判
が
、
俗
人
・
小

野
の
設
定
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
『
虞
美
人
草
』
お
い
て
第
一
の
俗
人
は
「
謎

、
、
、
、

の
女
」
甲
野
の
母
で
あ
る
が
、
小
野
も
金
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
に
は
な

い
俗
人
性
を
発
揮
し
て
い
る
。
そ
れ
が
十
一
の
「
文
明
の
民
」
に
重
ね
ら
れ
た

時
、
小
野
造
型
に
よ
る
漱
石
の
俗
人
・
文
明
人
批
判
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
。

従
っ
て
、
十
八
で
小
野
が
「
文
明
の
皮
」
を
脱
ぎ
悔
悟
す
る
の
は
、
漱
石
に
と

っ
て
は
文
明
人
を
謝
ら
せ
た
の
と
同
じ
意
味
を
持
っ
た
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
小
野
に
は
純
文
学
者
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
。
「
書
物
は
学
者
に
取

つ
て
命
か
ら
二
代
目
で
あ
る
」
（
十
四
）
と
彼
は
言
う
が
、
「
学
者
」
と
し
て
の

小
野
に
は
「
博
士
」
に
な
る
と
い
う
世
俗
的
な
目
的
が
あ
り
、
「
博
士
論
文
」

も
研
究
心
よ
り
は
名
誉
や
体
裁
の
た
め
に
書
く
面
が
強
い
。
そ
う
な
る
と
「
書

(17) 

物
」
は
論
文
の
道
具
と
な
る
と
共
に
、
自
己
の
装
飾
と
も
な
る
。

ラ

ム小
羊
の
皮
を
柔
ら
か
に
鞣
し
て
、
木
賊
色
の
濃
き
真
中
に
、
水
蓮
を
細

比
た
び
ら

9
て
な

く
金
に
描
い
て
、
弁
の
尽
く
る
弩
の
あ
た
り
か
ら
、
直
な
る
線
を
底
迄

通
し
て
、
ぐ
る
り
と
表
紙
の
周
囲
を
回
ら
し
た
の
が
あ
る
。
背
を
平
ら
に

裁
っ
て
、
深
き
紅
に
金
髪
を
一
面
に
這
は
せ
た
様
な
模
様
が
あ
る
。
堅
き

ク

u
l
ス

真
鍮
版
に
、
ど
つ
か
と
布
の
目
を
漬
し
て
、
重
た
き
箔
を
楯
形
に
置
い

た
の
が
あ
る
。

（略）「
み
ん
な
新
式
な
装
釘
だ
。
ど
う
も
」

「
表
紙
丈
奇
麗
に
し
て
、
内
容
の
保
険
を
つ
け
た
気
な
の
か
な
」

「
あ
な
た
方
の
ほ
う
と
違
っ
て
文
学
書
だ
か
ら
」

「
文
学
書
だ
か
ら
上
部
を
奇
麗
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
ね
。
そ
れ
ぢ

や
文
学
者
だ
か
ら
金
縁
の
眼
鏡
を
掛
け
る
必
要
が
起
る
ん
だ
ね
」

「
ど
う
も
、
き
び
し
い
。
然
し
あ
る
意
味
で
云
へ
ば
、
文
学
者
も
多
少

美

術

品

で

せ

う

」

（

十

四

）

小
野
が
ま
ず
洋
書
の
「
装
釘
」
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
は
象
徴
的
だ
が
、

こ
の
場
面
を
引
い
て
森
田
草
平
は
、
「
作
者
自
身
の
小
野
さ
ん
に
対
す
る
批
評

は
実
に
辛
辣
を
極
め
た
も
の
で
、
」
「
な
に
一
っ
純
な
感
じ
を
持
ち
え
ぬ
男
に
さ

(18) 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
は
、
漱
石
が
小
野
に
対
し
て
い

つ
も
辛
辣
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
氏
は
こ
こ
で
小
野

の
世
俗
性
に
対
す
る
作
者
の
厳
し
い
眼
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
こ
の
場
面
で
は
、
「
文
学
者
も
多
少
美
術
品
で
せ
う
」
と
決
め
つ
け
て(19) 

し
ま
う
小
野
の
軽
薄
な
文
学
観
、
文
学
に
＾
美
＞
し
か
見
よ
う
と
し
な
い
態
度

に
対
し
て
、
作
者
は
宗
近
を
通
し
糾
弾
を
加
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
小
野
が

読
ん
で
い
る
文
学
書
（
洋
書
）
で
唯
一
書
名
が
分
る
の
は
、
「
ロ
ゼ
ッ
チ
の
詩

、、

船
j

だ
が
、
こ
れ
も
そ
の
表
紙
に
椿
の
花
の
一
片
が
落
ち
る
場
面
に
出
て
く
る

だ
け
で
あ
る
。
「
天
上
の
乙
女
」
ほ
か
甘
美
な
恋
愛
詩
を
数
多
く
歌
っ
た
こ
の
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両
家
詩
人
の
詩
集
は
い
か
に
も
小
野
に
似
つ
か
わ
し
い
が
、
詩
の
引
用
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
身
辺
を
飾
る
道
具
立
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。

「
一
般
の
世
人
は
労
力
と
金
の
関
係
に
就
て
大
な
る
誤
謬
を
有
し
て
ゐ

る
。
彼
等
は
相
応
の
学
関
を
す
れ
ば
相
応
の
金
が
と
れ
る
見
込
の
あ
る
も

の
だ
と
思
ふ
。
そ
ん
な
条
理
は
成
立
す
る
訳
が
な
い
。
学
問
は
金
に
遠
ざ

か
る
器
械
で
あ
る
。
金
が
ほ
し
け
れ
ば
金
を
目
的
に
す
る
実
業
家
と
か
商

売
人
に
な
る
が
い
A
0
」

(

『

野

分

』

十

一

）

「
現
代
の
青
年
に
告
ぐ
」
と
題
し
た
文
学
者
白
井
道
也
の
講
演
の
一
笥
だ
が
、

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
小
野
批
判
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
「
学
開
」

は
恩
賜
の
時
計
を
貰
っ
た
り
博
士
に
な
る
た
め
の
道
具
で
は
な
い
。
し
か
も
小

野
は
「
文
明
の
詩
人
」
と
し
て
金
を
求
め
る
。
「
学
問
は
金
に
遠
ざ
か
る
器
械

で
あ
る
。
」
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
”
学
者
た
る
も
の
が
町
人
の
真
似
を
す
る
な

9.“

と
い
う
強
烈
な
批
判
意
識
が
道
也
に
も
漱
石
に
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

殊
に
「
文
学
者
」
で
あ
る
小
野
が
、
「
世
人
」
や
「
商
売
人
」
と
同
じ
意
識
を

持
つ
の
は
そ
れ
だ
け
で
も
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

言
わ
ば
小
野
は
、
「
文
明
の
上
皮
」
（
十
八
）
を
す
っ
ぽ
り
被
っ
た
青
年
・
詩

人
・
文
学
者
と
し
て
造
型
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
上
皮
を
剥
ぎ
取
ら
れ
る
こ

と
で
、
漱
石
の
金
持
ち
・
実
業
家
・
町
人
・
俗
人
批
判
、
さ
ら
に
は
エ
セ
学
者

・
腰
抜
け
文
学
者
批
判
を
体
現
す
る
存
在
と
言
え
る
。

む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
を
総
じ
て
＾
文
明
批
判
＞
と
呼
ん
で
い
い
の
だ
が
、
『
虞

美
人
草
』
ま
で
の
＾
文
明
批
判
＞
に
は
具
体
的
な
町
人
・
俗
人
の
態
度
（
軽

薄
、
狡
猾
、
無
教
養
‘

...... ）
へ
の
嫌
悪
感
と
、
力
や
富
や
数
を
か
さ
に
し
て

「
威
張
る
」
人
間
・
「
得
意
」
な
人
間
に
対
す
る
反
発
が
先
走
っ
て
い
る
の
が

(21) 

目
立
つ
。
平
岡
氏
の
言
う
「
前
の
め
り
」
の
状
態
に
漱
石
は
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
鎌
悪
・
反
発
を
バ
ネ
に
し
た
＾
文
明
批
判
＞
を
評
価

口

八

道

義

＞

と

小

野

す
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
は
作
品
に
活
気
を
与
え
る
と
共
に
、
卑
近
な
俗
人
攻

撃
に
堕
し
や
す
い
。
そ
の
好
例
が
「
謎
の
女
」
だ
ろ
う
。
彼
女
は
「
学
問
は
立

身
出
世
の
道
具
で
あ
る
」
（
十
二
）
と
考
え
る
、
ま
ご
う
こ
と
な
き
世
人
・
俗

人
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
漱
石
が
い
く
ら
美
文
で
攻
撃
し
て
も
＾
批
判
＞
の
効
果

は
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
点
小
野
は
違
う
。
彼
も
当
世
的
文
明
人
と
し
て
俗
人
の
役
割
を
受
け
持

つ
が
、
そ
れ
は
彼
の
半
面
に
過
ぎ
な
い
。

小
野
が
「
色
相
世
界
」
（
四
）
を
得
意
に
漂
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
弱
い
」

性
格
に
も
帰
因
す
る
が
、
や
は
り
「
暗
い
過
去
」
か
ら
浮
き
出
し
て
き
た
と
い

う
経
歴
の
せ
い
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

幼
く
し
て
両
親
を
亡
く
し
、
京
都
に
移
る
ま
で
は
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
だ
っ
た
彼

は
、
「
文
明
」
の
「
東
京
」
で
き
り
き
り
と
回
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
「
考
へ

ず
に
進
ん
で
行
く
」
（
四
）
と
意
外
な
成
功
を
収
め
た
。
そ
し
て
目
前
の
未
来

に
、
博
士
号
と
金
時
計
と
美
し
い
女
性
を
見
出
し
た
時
、
そ
の
絢
爛
た
る
＾
色
＞

に
眩
惑
さ
れ
て
し
ま
う
。
小
野
は
、
普
通
の
人
間
が
「
絢
爛
の
域
を
超
え
て
平

淡
に
入
る
」
（
四
）
つ
ま
り
、
子
供
時
代
の
明
る
さ
が
大
人
に
な
る
に
つ
れ
て

く
す
ん
で
く
る
所
を
、
「
自
然
の
径
路
を
逆
し
ま
に
し
て
」
（
四
）
、
子
供
時
代

の
暗
さ
か
ら
次
第
に
明
る
く
な
る
の
を
経
験
す
る
。
「
自
然
の
順
序
」
を
知
ら

な
い
彼
は
、
文
明
の
東
京
と
い
う
最
も
明
る
い
場
所
に
自
分
を
見
出
し
た
時
、

未
来
は
明
る
く
な
る
一
方
だ
と
信
じ
た
だ
ろ
う
。

こ
う
い
う
「
暗
い
過
去
」
を
持
つ
青
年
と
い
う
設
定
は
、
す
で
に
『
野
分
』

の
高
柳
周
作
に
見
え
る
。
彼
の
方
は
東
京
で
も
踏
み
つ
け
に
さ
れ
て
い
る
点
が

逆
だ
が
、
や
は
り
大
学
を
卒
業
し
た
文
学
士
で
あ
る
。
彼
の
友
人
に
富
裕
な
家
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に
育
っ
た
同
じ
く
文
学
士
中
野
輝
一
が
い
る
が
、
喩
え
て
み
れ
ば
、
小
野
は
中

野
に
な
る
こ
と
を
夢
み
る
高
柳
だ
ろ
う
。
高
柳
は
貧
し
い
筆
耕
に
す
ぎ
な
い

、
、
、

が
、
も
し
周
囲
が
そ
の
才
能
を
認
め
、
月
収
六
十
円
を
と
る
立
派
な
文
学
者
と

な
れ
た
な
ら
、
そ
れ
が
小
野
の
姿
だ
ろ
う
。
そ
の
時
の
高
柳
は
、
き
っ
と
中
野

(22) 

の
よ
う
に
財
産
と
美
し
い
細
君
を
持
つ
こ
と
を
願
う
に
違
い
な
い
。

『
野
分
』
は
三
人
の
文
学
者
（
文
学
士
）
の
物
語
だ
と
言
え
る
が
、
文
学
観

も
三
者
三
様
で
あ
る
。
「
空
想
的
で
神
秘
的
で
、
夫
で
遠
い
昔
し
が
何
だ
か
な

つ
か
し
い
様
な
気
持
の
す
る
も
の
を
書
き
た
い
」
（
二
）
と
言
う
中
野
に
対
し

て
、
「
詩
的
で
も
詩
的
で
な
く
つ
て
も
、
そ
ん
な
事
は
構
は
な
い
。
た
と
ひ
飛

び
立
つ
程
痛
く
つ
て
も
、
自
分
で
自
分
の
身
体
を
切
っ
て
見
て
、
成
程
痛
い
な

と
云
ふ
所
を
充
分
書
い
て
、
人
に
知
ら
せ
て
遺
り
た
い
。
」
（
二
）
と
高
柳
は
言

う
。
境
遇
が
「
富
」
と
「
貧
」
な
ら
、
文
学
も
＾
美
＞
と
＾
真
＞
に
志
向
が
全

く
分
れ
る
。
そ
の
他
に
、
「
貧
」
に
あ
り
な
が
ら
＾
道
＞
（
道
義
と
同
じ
と
は
言

え
ま
い
が
そ
れ
に
近
い
も
の
）
を
目
指
す
白
井
道
也
が
居
て
、
精
神
的
に
高
柳

を
救
済
す
る
。
こ
の
構
図
を
小
野
に
当
て
は
め
れ
ば
、
境
遇
の
「
貧
」
を
脱
し

て
文
学
の
＾
美
＞
を
求
め
る
の
が
彼
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
「
富
」
の
備
わ

ら
な
い
中
野
だ
と
も
言
え
る
。

つ
ま
り
、
暗
く
貧
し
か
っ
た
経
歴
の
点
で
高
柳
を
、
文
学
意
識
の
点
で
中
野

を
引
き
継
い
で
い
る
の
が
小
野
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
彼
の
場
合
、
「
京
都
」

と
い
う
過
去
の
記
憶
を
持
っ
た
め
に
、
二
人
の
よ
う
に
単
純
な
＾
性
格
＞
で
は

済
ま
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
過
去
は
「
境
遇
」
の
面
で
も
、
文
学
意
識
の
面

で
も
一
種
特
別
な
色
彩
を
小
野
に
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
小
野
は
＾
美
＞
の
み
を
求
め
る
「
文
学
者
」
あ

る
い
は
金
を
求
め
る
「
文
明
の
詩
人
」
と
し
て
の
側
面
は
否
定
さ
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
た
だ
の
「
詩
人
」
と
し
て
の
才
能
や
価
値
ま
で
も
否
定
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
二
や
六
に
見
ら
れ
る
小
野
と
藤
尾
の
会
話
で
も
、

作
者
は
そ
の
詩
的
な
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
詩
の
命
は
事
実
よ
り
確
か
で
す
。
然
し
さ
う
云
ふ
事
が
分
ら
な
い
人

が
世
間
に
は
大
分
あ
り
ま
す
ね
」

（略）其
答
は
真
理
で
あ
る
。
只
弱
い
も
の
に
つ
ら
く
当
る
真
理
で
あ
る
。
小

野
さ
ん
は
詩
の
為
め
に
愛
の
為
め
に
は
其
位
の
犠
牲
を
敢
て
す
る
。
道
義

は
弱
い
も
の
4

頭
に
躍
か
ず
、
糸
子
は
心
細
い
気
が
し
た
。
（
六
）

、、

「
詩
」
に
関
す
る
小
野
の
言
葉
を
「
真
理
」
と
受
け
と
る
作
者
だ
が
、
た
だ

そ
れ
が
こ
の
場
合
「
道
義
」
に
そ
む
い
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
重
要
な

こ
と
は
、
小
野
が
糸
子
の
こ
と
も
ち
ゃ
ん
と
顧
慮
し
て
い
な
が
ら
、
藤
尾
の
御

量
を
と
る
た
め
に
糸
子
を
切
り
捨
て
た
点
で
あ
る
。
「
小
野
さ
ん
は
系
子
を

軽
蔑
す
る
料
簡
で
は
な
い
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
糸
子
を
軽
蔑
し
よ
う
と

し
て
し
か
い
な
い
藤
尾
に
お
も
ね
る
為
に
、
小
野
は
＾
道
義
＞
を
見
切
っ
た
の

で
あ
る
。

藤
尾
は
「
詩
趣
は
あ
る
。
道
義
は
な
い
。
」
（
十
二
）
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

、、

こ
れ
は
彼
女
の
「
愛
」
を
作
者
が
評
し
た
言
葉
で
あ
る
。
「
人
の
為
に
す
る
愛
」

（
十
二
）
を
解
さ
な
い
藤
尾
に
＾
道
義
＞
は
な
い
。
「
道
義
の
実
践
は
他
人
に
尤

も
便
宜
に
し
て
、
自
己
に
尤
も
不
利
益
」
（
十
九
）
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

、、

し
か
し
「
詩
趣
は
あ
る
」
と
作
者
も
認
め
る
。
小
野
は
こ
う
い
う
「
詩
」
や

「
愛
」
の
た
め
に
道
義
を
犠
牲
に
し
て
い
く
。

「
詩
」
（
美
）
や
「
愛
」
（
恋
愛
）
を
重
ん
ず
る
点
で
小
野
と
中
野
は
基
を
一

釜）、

に
し
て
い
る
力
『
猫
』
の
越
智
東
風
も
、
「
世
の
中
に
何
が
尊
い
と
云
つ
て
愛

と
美
程
尊
い
も
の
は
な
い
」
(
+
-
）
と
真
面
目
に
論
じ
る
文
学
者
だ
っ
た
。

中
野
は
「
恋
は
吾
人
を
し
て
煩
悶
せ
し
め
て
、
又
吾
人
を
し
て
解
脱
せ
し
む
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（九）

る
」
（
三
）
と
楽
観
的
な
恋
愛
論
を
説
い
た
が
、
「
沙
翁
の
描
い
た
ク
レ
オ
パ

壱し

ト
ラ
」
（
二
）
に
「
大
暴
雨
の
恋
。
九
寸
五
分
の
恋
」
を
見
出
す
小
野
は
、
紫

の
恋
」
の
煩
悶
か
ら
自
力
で
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

東
風
1

中
野
ー
|
小
野
。

こ
れ
は
、
前
掲
と
同
じ
漱
石
書
簡
に
言
う
「
自
分
の
ウ
ッ
ク
シ
イ
と
思
ふ
事

ば
か
り
か
い
て
、
そ
れ
で
文
学
者
だ
と
澄
ま
し
て
居
る
」
青
年
の
系
譜
で
あ

る
。
漱
石
は
こ
れ
に
否
定
的
な
の
だ
が
、
「
詩
」
に
対
す
る
理
解
も
、
「
愛
」
に

対
す
る
苦
悶
も
小
野
に
至
っ
て
か
な
り
深
ま
っ
て
き
て
い
る
事
実
は
注
目
に
値

す
る
。
藤
尾
の
方
も
そ
の
「
詩
趣
」
を
取
り
払
え
ば
、
「
ハ
イ
カ
ラ
で
生
意

気
」
（
『
猫
』
＋
）
な
金
田
の
令
嬢
と
重
な
る
面
が
あ
り
、
甲
野
が
「
浅
墓
な
跳

ね
返
り
も
の
」
（
十
七
）
と
呼
ぶ
の
も
す
ぐ
に
首
肯
で
き
る
の
だ
が
、
「
詩
趣
」

と
そ
の
高
慢
な
美
し
さ
の
た
め
に
、
お
そ
ら
く
作
者
の
意
図
以
上
に
魅
力
的
な

人
物
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
点
が
、
藤
尾
と
小
野
に
用
意
し
た
＾
道
義
＞

の
断
罪
か
ら
予
測
し
え
な
か
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

「
詩
人
」
と
し
て
の
小
野
に
は
、
さ
ら
に
、
「
暗
い
過
去
」
に
灯
る
「
一
点
の

紅
」
（
四
）
を
恋
し
く
思
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
そ
れ
を
「
文
明
」
に
埋
没
し
「
紫
」

に
酔
っ
て
忘
れ
て
い
た
が
、
京
都
か
ら
東
京
へ
と
現
実
に
や
っ
て
き
て
し
ま
え

ば
、
も
う
忘
れ
て
は
い
ら
れ
な
い
。

ひ

ゞ

小
野
さ
ん
の
世
界
に
も
勢
痕
が
入
る
。
作
者
は
小
夜
子
を
気
の
毒
に
思

ふ
如
く
に
、
小
野
さ
ん
を
も
気
の
毒
に
思
ふ
。
（
九
）

作
者
が
小
野
を
「
気
の
毒
」
に
思
う
の
は
、
「
打
ち
遺
っ
た
」
（
九
）
は
ず
の

過
去
が
息
を
吹
き
返
し
た
時
、
む
げ
に
追
い
返
す
訳
に
は
い
か
な
い
と
思
う
小

野
の
性
質
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

甦
っ
た
も
の
を
打
ち
殺
す
の
は
詩
人
の
風
流
に
反
す
る
。

（
傍
点
引
用
者
）

右
が
小
野
の
持
つ
論
理
で
あ
り
、
性
質
で
も
あ
る
。
そ
の
中
の
「
詩
人
の
風

流
」
と
い
う
言
葉
は
作
品
中
に
も
う
一
ケ
所
出
て
く
る
。

此
作
者
は
趣
な
き
会
話
を
嫌
ふ
。
猜
疑
不
和
の
暗
き
世
界
に
、
一
点
の

精
彩
を
着
せ
ざ
る
毒
舌
は
、
美
し
き
筆
に
、
心
地
よ
き
春
を
紙
に
流
す

、
、
、
、
、

詩

人

の

風

流

で

は

な

い

。

（

傍

点

引

用

者

）

（

八

）

、、

有
名
な
個
所
だ
が
、
こ
う
言
っ
て
作
者
は
甲
野
母
娘
の
会
話
か
ら
明
る
い
笑

い
声
の
す
る
宗
近
家
へ
と
叙
述
の
筆
を
移
す
。

こ
の
二
例
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
一
点
の
精
彩
を
着
せ
ざ
る
毒
舌
」
が
「
詩

人
の
風
流
」
に
そ
む
く
よ
う
に
、
せ
っ
か
く
息
を
吹
き
返
し
た
も
の
を
「
打
ち

殺
す
」
よ
う
な
行
為
も
そ
れ
に
そ
む
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

A
道

義
＞
に
反
し
た
醸
い
あ
る
い
は
む
ご
い
行
為
は
＾
詩
＞
に
そ
む
く
、
と
い
う
こ

と
が
こ
こ
か
ら
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
証
拠
に
先
の
九
の
文
は
次
の
よ
う

に
続
く
。

追
ひ
付
か
れ
れ
ば
労
ら
ね
ば
済
ま
ぬ
。
生
れ
て
か
ら
済
ま
ぬ
事
は
只
の

一
度
も
し
た
事
は
な
い
。
今
後
と
て
も
す
る
気
は
な
い
。
（
九
）

小
野
は
「
詩
人
の
風
流
」
を
重
ん
ず
る
詩
人
で
あ
る
が
故
に
、

A
道
義
＞
を

大
切
に
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
が
分
る
だ
ろ
う
。

彼
自
身
は
そ
れ
を
「
人
情
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
自
分
を
動
か
す
第
一
の
カ

は
と
聞
か
れ
4
ば
、
す
ぐ
人
情
だ
と
答
へ
る
」
（
十
四
）
と
小
野
は
思
う
。
紫

を
慕
い
金
を
欲
す
る
感
情
(
A
美
＞
へ
の
志
向
）
と
、
一
途
に
頼
っ
て
く
る
者
を

殺
す
に
は
忍
び
な
い
と
思
う
人
情

(
A
道
義
＞
）
の
板
ば
さ
み
に
彼
は
な
る
が
、

(24) 

そ
れ
は
ど
ち
ら
も
「
詩
人
」
の
本
領
と
す
る
II
情
緒
II

が
も
た
ら
し
た
も
の
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。
前
章
に
引
用
し
た
十
四
の
宗
近
と
の
会
話
で
も
、
人
に
頼

た

り

ま
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
「
ハ
イ
カ
ラ
な
形
姿
を
し
て
」
「
紙
屑
籠
を
提
げ
て
往
来

（海）

を
歩
く
丈
の
義
侠
心
」
に
は
宗
近
も
感
心
し
て
い
る
。
こ
の
「
義
侠
‘JL
」
は
義
理
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や
人
情
に
か
ら
れ
て
い
て
消
極
的
に
見
え
る
が
、
「
詩
人
の
風
流
」
に
そ
む
か

な
い
程
度
の
＾
道
義
＞
は
含
ん
で
い
る
。

結
局
小
野
は
人
情
に
目
を
つ
む
り
、
「
只
破
談
を
申
し
込
め
ば
夫
で
構
は
ん

み

き

り

と
見
限
を
付
け
」
(
+
七
）
て
、
「
想
像
力
」
の
全
く
な
い
法
学
士
浅
井
を
「
破

談
を
申
し
込
む
器
械
」
(
+
七
）
と
し
て
使
い
、
自
分
は
藤
尾
と
二
人
き
り
で

大
森
へ
行
く
と
い
う
策
を
企
て
た
。
し
か
し
、
約
束
通
り
新
橋
駅
に
行
け
ば
そ

れ
ぎ
り
と
い
う
土
壇
場
に
な
っ
て
、
「
人
情
が
崩
し
に
か
A

る
。
想
像
力
が
実

行
さ
せ
ぬ
様
に
引
き
戻
す
。
」
(
+
八
）

「
詩
人
丈
に
尤
も
想
像
力
に
富
ん
で
ゐ
る
」
（
十
八
）
小
野
は
井
上
父
娘
を

想
像
し
て
止
ま
な
い
。

想
像
の
鏡
に
思
ひ
浮
か
べ
て
眺
め
る
と
二
た
通
に
な
る
。
自
分
が
此
鏡

の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
居
る
と
き
は
、
春
で
あ
る
、
豊
で
あ
る
、
悉
く

幸
福
で
あ
る
。
鏡
の
面
か
ら
自
分
の
影
を
拭
き
消
す
と
闇
に
な
る
、
暮
に

な

る

。

凡

て

が

醗

釦

に

な

る

。

(

+

八

）

こ
う
想
像
し
て
小
野
は
「
忍
び
な
い
。
」
と
思
う
。
そ
こ
に
こ
そ
宗
近
の
「
真

面
目
」
が
入
り
こ
む
隙
が
あ
り
、
そ
う
し
て
一
度
「
上
皮
の
文
明
」
(
+
八
）

が
破
れ
て
し
ま
え
ば
、
中
か
ら
「
人
情
」
や
「
柔
和
い
」
（
七
）
彼
本
来
の
生

地
が
出
て
来
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。

「
真
面
目
な
処
置
は
、
出
来
る
丈
早
く
、
小
夜
子
と
結
婚
す
る
の
で

す
。
小
夜
子
を
捨
て
A

は
済
ま
ん
で
す
。
孤
堂
先
生
に
も
済
ま
ん
で
す
。

僕

が

悪

か

っ

た

で

す

。

」

(

+

八

）

こ
れ
は
ま
さ
に
「
人
情
」
が
語
ら
せ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
藤
尾
と
の
A
道

義
＞
に
欠
け
た
「
詩
」
や
「
愛
」
よ
り
も
、
小
野
は
自
分
本
来
の
「
人
情
」
に

付
い
た
。
付
か
せ
た
の
は
「
詩
人
」
で
あ
る
が
故
の
「
想
像
力
」
と
、
「
詩
人

(
2
6
0
)
 

の
風
流
」
を
汚
す
よ
う
な
行
為
は
す
ま
い
と
い
う
＾
道
義
心
＞
で
あ
る

小
野
と
藤
尾
の
A
恋
愛
＞
に
対
し
て
、
A
道
義
＞
が
厳
し
く
あ
た
り
過
ぎ
て

（
町
）

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
は
今
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
片
岡
良

(28) 

一
氏
が
、
「
生
命
の
第
一
義
的
な
燃
焼
で
あ
る
恋
愛
を
否
定
し
て
、
心
に
も
な

い
義
理
に
生
き
る
の
が
『
道
』
だ
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
が
、

明
瞭
だ
ろ
う
。
」
と
し
た
の
に
対
し
て
、
平
岡
氏
は
彼
ら
の
＾
恋
愛
＞
が
「
変

則
の
愛
」
（
十
二
）
あ
る
い
は
「
文
明
」
の
「
恋
」
で
あ
る
と
し
、
「
第
一
義
的

(29) 

な
燃
焼
」
な
ど
は
な
い
と
述
ぺ
た
。
小
論
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
小
野
の
悔
悟

が
必
ず
し
も
「
心
に
も
な
い
義
理
に
生
き
る
」
こ
と
を
作
者
が
強
要
し
た
も
の

と
言
え
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
小
野
は
「
詩
人
」
と
し
て
持
た
ざ
る

を
得
な
い
「
想
像
力
」
と
「
人
情
」
に
よ
っ
て
、
宗
近
に
動
か
さ
れ
る
前
に
自

ら
＾
道
義
＞
の
方
へ
折
れ
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
矢
つ
張
り
行
く
事
に
す
る
か
。
後
暗
い
行
さ
へ
な
け
れ
ば
行
っ
て
も

差
支
な
い
筈
だ
。
そ
れ
さ
へ
慎
め
ば
取
り
返
し
は
つ
く
。
」
(
+
八
）

こ
の
及
び
腰
の
姿
勢
は
、
彼
の
優
柔
で
弱
い
性
質
の
み
か
ら
く
る
の
で
は
な

い
。
「
良
心
を
質
に
取
ら
れ
る
」
(
+
八
）
の
を
恐
れ
る
道
義
心
が
我
欲
と
葛
藤

を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
く
状
況
は
違
う
が
、
小
野
も
『
そ
れ
か
ら
』

（
明
治
4
2
.
6
し

10)
の
代
助
同
様
、

A
道
義
＞
を
犯
す
か
犯
す
ま
い
か
で
賽

を
投
げ
あ
ぐ
ね
て
い
る
。

A
道
義
＞
対
＾
文
明
＞
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
必
ず
そ
こ
に
＾
恋
愛
＞
が

介
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
後
期
作
品
に
限
ら
な
い
。
『
猫
』
の
金
田
富
子
、
『
坊

っ
ち
ゃ
ん
』
の
マ
ド
ン
ナ
、
『
草
枕
』
の
那
美
、
『
野
分
』
の
中
野
の
細
君
、
み

ん
な
多
か
れ
少
か
れ
＾
文
明
＞
と
A
恋
愛
＞
の
問
題
を
背
負
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
で

あ
る
。

結

び
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『
虞
美
人
草
』
に
は
、
二
の
小
野
が
藤
尾
に
呼
び
か
け
る
場
面
と
十
八
の
大

森
で
二
人
き
り
に
な
る
た
め
駅
に
小
野
が
行
こ
う
と
す
る
場
面
と
二
回
危
罠
か

シ
ー
ン
が
あ
る
。
＾
道
義
＞
の
枠
が
当
然
う
ま
く
い
か
せ
は
し
な
い
が
、
仮
令

否
定
す
べ
き
恋
愛
に
せ
よ
男
女
を
こ
れ
だ
け
近
付
か
せ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て

(
O
)
 

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
「
肉
情
文
学
」
へ
の
批
判
が
あ
る
が
、
こ
の
後

漱
石
が
主
に
＾
恋
愛
＞
を
中
心
に
小
説
を
作
っ
て
い
く
姿
勢
を
み
る
と
、
藤
尾

と
小
野
の
持
っ
た
意
味
は
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
小
野
の
造
型
に
は
そ
れ
以
前
の
作
品
の
青
年
像
が
影
響
し
て
い
る
。

他
に
「
文
学
士
」
「
学
士
」
と
い
う
枠
が
初
期
作
品
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
か
っ
た
が
そ
れ
は
作
品
史
の
問
題
だ
ろ
う
。

小
野
と
い
う
「
詩
人
」
に
は
、
「
文
明
」
と
「
人
情
」
と
い
う
二
つ
の
側
面

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
方
は
否
定
さ
れ
、
一
方
は
救
済
に
つ
な
が
り
、

そ
の
上
割
合
複
雑
な
「
過
去
」
を
持
つ
彼
は
こ
の
作
品
の
中
で
最
も
面
白
い
人

物
で
あ
り
、
後
に
つ
な
が
る
青
年
像
で
あ
る
。

主
役
に
あ
た
る
甲
野
欽
吾
は
し
ば
し
ば
そ
の
「
高
慢
」
や
傍
観
的
態
度
が
非

難
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
由
の
―
つ
は
、
彼
の
重
要
な
敵
に
な
る
「
謎
の

女
」
が
あ
ま
り
に
底
浅
く
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
厭
う
べ
き
相
手
が

小
さ
け
れ
ば
、
厭
う
根
拠
と
な
る
思
想
や
人
格
も
小
さ
く
見
え
る
の
は
当
然
か

も
し
れ
な
い
。
小
野
は
そ
の
点
、
漱
石
の
否
定
と
肯
定
を
両
面
に
受
け
ら
れ
た

だ
け
奥
行
の
深
い
存
在
だ
と
言
え
よ
う
。

(
1
)

「
集
大
成
」
が
肯
定
的
に
ひ
び
く
な
ら
ば
、
「
転
回
点
」
と
し
て
も
よ
い
。

(
2
)

唐
木
順
三
『
夏
目
漱
右
』
（
昭
3
1
.
7
、
修
道
社
）
「
漱
石
概
競
」
。
な
お
、
氏
は

『
野
分
』
を
漱
石
初
期
の
「
転
回
点
」
と
み
て
い
る
。

(
3
)

正
宗
白
烏
「
夏
目
漱
石
論
」
（
昭
3
.
6
、
「
中
央
公
論
l

)

に
同
調
す
る
論
を

い
う
。

(
4
)
岡
崎
義
恵
「
漱
石
の
人
生
構
図
ー
『
虞
美
人
草
』
に
つ
い
て
ー
」
（
昭
1
7
.
2
、
「
文

学
」
）
で
は
、
道
義
を
「
即
天
去
私
」
に
向
う
―
つ
の
段
階
と
し
て
評
価
す
る
面

が
あ
る
。

(
5
)

平
岡
敏
夫
「
『
虞
美
人
草
』
論
」
（
昭
4
0
.
5
、
「
日
本
近
代
文
学
」
）
。
『
日
本
近

代
文
学
史
研
究
』
（
昭
4
4
.
6
、
有
精
堂
）
、
『
漱
石
序
説
』
（
昭
5
1
.
1
0
、
塙
書
房
）

所
収
。

(
6
)

「
文
明
批
判
」
を
一
種
の
神
経
症
や
周
囲
へ
の
個
人
的
不
満
に
帰
す
見
方
を
い

う。

(
7
)

こ
こ
で
は
、
こ
の
作
品
を
「
初
期
作
品
」
の
最
後
と
み
る
。

(
8
)

滝
沢
克
己
『
夏
日
漱
石
』
、
瀬
沼
茂
樹
『
夏
目
漱
石
』
等
が
こ
の
見
解
に
立
つ
。

(
9
)

平
岡
氏
は
「
文
明
批
判
」
と
い
う
言
い
方
の
他
に
、
外
在
的
・
内
在
的
文
明
批

評
小
説
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
初
期
の
外
在
的
文
明
批
評
小
説

を
さ
す
。

(10)

佐
藤
泰
正
「
『
虞
天
人
草
』
一
面
ー
モ
チ
ー
フ
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
昭
52

•
1
1、
「
日
本
文
学
研
究
」1
3号
）
。

(11)

桶
谷
秀
昭
『
夏
目
漱
石
論
』
（
昭
4
7
.
4
、
河
出
書
房
）
「
勧
善
懲
悪
と
性
格
描

写
ー
『
野
分
』
・
『
虞
美
人
草
』
」
。

(12)

石
嶋
淳
子
「
『
虞
美
人
草
』
論
」
（
昭
4
9
.
7
、
「
国
文
」
4
1
号
）
。

(13)

『
坑
夫
』
で
は
主
人
公
の
口
か
ら
「
無
性
格
論
」
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
蓮
実

直
彦
『
夏
目
漱
石
玲
』
で
も
小
野
と
坑
夫
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(14)

藤
尾
は
た
だ
の
「
美
し
い
女
」
で
は
な
い
が
、
小
野
に
と
っ
て
は
そ
の
面
も
あ

る
だ
ろ
う
。

(15)

橋
本
迪
夫
「
『
虞
美
人
草
』
」
（
昭
4
0
.
8
、
「
国
文
学
」
）
。

(16)

こ
の
偽
善
性
は
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
文
学
士
・
赤
シ
ャ
ツ
を
恩
わ
せ
る
。

、
(
1
7
)
『
明
哨
』
の
津
田
は
実
用
に
適
さ
な
い
、
ド
イ
ツ
の
経
済
書
を
自
己
の
「
粧
飾
」

に
使
っ
て
い
る
。

(18)

「
『
虞
美
人
草
』
と
『
坑
夫
』
」
（
『
文
章
道
と
漱
石
先
生
』
大
8
.
1
1
、
春
陽
堂
）
。

『
夏
目
漱
石
』
（
昭
1
7
.
9
、
甲
烏
害
林
）
所
収
。
講
談
社
学
術
文
庫
版
よ
り
引
用
。

(19)

前
掲
注

(11)
の
桶
谷
氏
の
論
文
に
は
、
「
小
野
が
『
野
分
』
の
中
野
輝
一
と

お
な
じ
よ
う
に
、

A
略
＞
ハ
イ
カ
ラ
知
識
人
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
作
品
の
前

- 28 -



半
で
あ
っ
て
後
半
に
な
る
と
、
前
半
の
陪
い
水
底
の
藻
の
低
い
旋
律
は
、
彼
の

『
性
格
』
に
具
体
的
な
も
う
―
つ
の
屁
面
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
」
と
述
べ
て
あ
る

が
、
小
野
の
役
割
は
一
貫
し
て
お
り
、
ま
た
、
作
品
の
主
調
音
が
前
半
、
後
半
で

変
わ
っ
た
と
は
息
え
な
い
。

(20)

東
北
大
学
図
誉
館
「
漱
石
文
庫
」
に
あ
る
「
ダ
ン
テ
・
ガ
プ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ

テ
ィ
選
集
一
は
二
冊
本
で
、
花
模
様
を
あ
し
ら
っ
た
金
箔
が
表
紙
を
お
お
っ
て
い

る。

(21)

前
掲
注

(
5
)
の
平
岡
氏
の
言
い
方
。

(

2

2

)

高
柳
が
「
あ
A

云
ふ
風
に
余
裕
が
あ
る
様
な
身
分
が
羨
し
い
。
」
（
二
）
と
商
人

風
の
男
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
場
面
は
あ
る
。

(
2
3
)

中
野
は
「
カ
ラ
ー
セ
ン
ス
」
（
四
）
に
こ
だ
わ
る
男
で
、
そ
の
点
も
似
て
い
る
。

(24)

明
治
四

0
年
頃
の
「
断
片
」
六
に
次
の
よ
う
な
英
文
が
あ
る
。

"
P
o
e
t
s
 a
n
d
 artists 
w
h
o
s
e
 d
o
m
a
i
n
 lies 
in 
e
m
o
t
i
o
n
,
 h
a
v
e
 m
o
s
t
l
y
 

to 
d
o
 w
i
t
h
 t
h
e
 ideal 
w
h
i
c
h
 g
o
e
s
 b
y
 t
h
e
 
n
a
m
e
 o
f
 
b
e
a
u
t
i
f
u
l
.
"
 

(25)

『
そ
れ
か
ら
』
で
―
つ
の
鍵
に
な
る
言
葉
で
あ
る
。

(26)

小
野
の
持
つ
こ
う
い
う
古
風
な
詩
人
意
識
に
は
お
そ
ら
く
、
書
か
れ
な
か
っ
た

「
京
都
」
で
の
生
活
が
影
饗
し
て
い
よ
う
。

(27)

蒲
生
芳
郎
『
漱
石
を
読
む
』
（
昭
5
9
.
1
2
、
洋
々
社
）
に
は
、
「
い
っ
た
い
、
藤

尾
に
死
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
ど
ん
な
＾
罪
＞
が
あ
っ
た
」
の
か
と
し
て
、
そ
の
＾
恋

愛
＞
も
弁
護
し
て
い
る
。

(28)

片
岡
良
一
『
夏
目
漱
石
の
作
品
』
（
詔
3
0
.
8
、
厚
文
社
）
「
『
虞
美
人
草
』
の

粧
界
」
。

(29)

前
掲
注

(
5
)
参
照
。

(30)

戸
川
秋
骨
「
虞
美
人
草
を
読
み
て
」
（
明
4
0
.
1
2
.
1
7
、
東
京
朝
日
）
に
あ
る

言
葉
で
、
主
に
自
然
主
義
の
作
風
を
さ
す
。

（
大
学
院
博
士
課
程
日
本
文
学
）
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