
PDF issue: 2025-05-09

コウルリッジの幻想詩の構造と解釈(1)「老
水夫の歌」の解釈と批評

Takayama, Nobuo / 高山, 信雄

(出版者 / Publisher)
法政大学教養部

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政大学教養部紀要. 外国語学・外国文学編 / 法政大学教養部紀要. 外国語学・
外国文学編

(巻 / Volume)
41

(開始ページ / Start Page)
53

(終了ページ / End Page)
74

(発行年 / Year)
1982-01

(URL)
https://doi.org/10.15002/00005216



5３ 

一
九
四
六
年
に
発
表
さ
れ
た
ゥ
議
し
ソ
（
宛
…
…
言
…
）
の
「
老
水
夫
の
歌
ｌ
純
粋
な
霞
誇
ｌ
解
釈
の
簔
」

（
《
円
げ
の
国
目
①
。
｛
牙
の
シ
ロ
＆
の
貝
旨
胃
冒
曾
．
シ
宅
。
①
日
。
｛
勺
巨
『
の
目
白
眉
冒
且
◎
目
シ
ロ
向
§
円
冒
の
日
ご
用
の
日
旨
い
》
）
と
題

す
る
論
文
は
、
こ
の
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
の
非
常
に
啓
発
的
な
意
見
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
し
て
、
批
判
家
た
ち
の
論
争
に
一
石

（
１
）
 

を
投
じ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
波
紋
は
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
ポ
ス
テ
ッ
タ
ー
（
團
急
世
匙
同
・
口
◎
鼻
の
《
［
⑦
『
）
は
一
九
六
二
年
に

コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
の
幻
想
詩
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
し
、
そ
の
解
釈
も
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。
「
老
水
夫
の
歌
」
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
寓
話
性
、
象
徴
の
問
題
、
倫
理
性
な
ど
、
種
盈
の
価
値
観
か
ら
多
義

に
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
詩
に
三
重
の
階
層
性
を
認
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
多
様
な
論
議
が
可
成
り
よ
く

整
理
さ
れ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
論
議
の
概
要
を
振
り
返
り
、
こ
れ
ら
を
私
の
考
え
る
繊
造
理

論
に
戦
せ
て
考
察
を
加
え
た
い
。

二
、
寓
話
の
問
題

一
、
は
じ
め
に

コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
の
幻
想
詩
の
構
造
と
解
釈

ｌ
「
老
水
夫
の
歌
」
の
解
釈
と
批
評
Ｉ

(1) 

回
山
信
雄
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5４ 
著
し
た
「
老
水
夫
の
夢
魔
の
世
界
」
（
円
彦
の
ｚ
－
ｍ
可
目
胃
⑩
ゴ
ａ
Ｈ
］
」
。
【
目
守
の
し
ご
日
の
貝
冨
日
日
の
Ｈ
》
）
の
中
で
、
こ
の
論
文
の
重
要

性
を
強
調
し
て
、
ポ
ッ
ト
ル
（
句
・
少
・
勺
◎
己
の
）
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
こ
の
詩
に
関
す
る
「
も
っ
と
も
精
密
で
学
究
的
な
批
評
」
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
こ
の
ウ
ォ
レ
ソ
の
論
文
が
世
に
出
て
か
ら
、
（
零
水
夫
の
歌
」
の
解
釈
に
つ
い
て
の
面
で
の
そ
の
後

の
批
評
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
論
文
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ウ
ォ
レ
ン
の
論
点
の
第
一
は
、
「
老
水
夫
の
歌
」
が
二
重
の
構
造
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
説
く
こ
と
で
あ
る
。

一
方
の
主
題
を
「
第
一
」
、
他
方
を
「
第
二
」
と
よ
ぼ
う
。
し
か
し
、
一
方
が
他
方
よ
り
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、

第
一
と
称
す
る
も
の
は
、
比
較
的
明
白
に
示
さ
れ
て
い
て
、
い
わ
ば
詩
の
境
界
に
お
い
て
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
第
一
の
主
題
は
寓

話
の
問
題
（
あ
る
い
は
、
も
し
も
寓
話
を
示
さ
な
い
よ
う
な
詩
に
こ
の
種
の
分
析
を
適
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
立
場
や
説
話
の
問

題
）
と
し
て
、
定
義
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
主
題
は
必
ず
し
も
完
全
に
叙
述
さ
れ
な
く
と
も
よ
い
。
実
際
に
第
一
の
主
題
は
、

「
老
水
夫
の
歌
」
に
お
い
て
ｌ
「
彼
護
高
の
祈
り
を
捧
げ
た
」
等
の
単
に
糸
口
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
だ
け
の
、
人
目
に
つ
か

ず
劇
風
に
素
朴
で
控
え
目
な
一
種
の
表
現
を
受
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
暗
示
さ
れ
た
主
題
は
、
罪
と
罰
と

和
解
の
物
語
と
し
て
そ
の
表
面
的
価
値
が
考
え
ら
れ
た
寓
話
の
結
果
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
詩
に
お
け
る
第
一
の
主
題
を
聖
礼
的
幻

想
あ
る
い
は
。
な
る
生
命
」
に
関
す
る
主
題
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
こ
の
詩
に
鏑
け
る
こ
の
主
題
の
作
用
を
、
こ
れ
か
ら
論
及
し

想
あ
る
い
ば

よ
う
と
思
う
。

第
一
の
主
題
が
寓
話
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
第
二
の
主
題
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
寓
話
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
、
諸
念
の
価
値
関
係
に
関
連
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
寓
話
が
第
一
の
主
題
を
一
層
明
白
に
形
成

し
て
い
る
の
と
同
様
、
そ
れ
ら
諸
々
の
価
値
の
う
ち
に
寓
話
が
表
現
さ
れ
、
究
極
的
に
は
そ
う
し
た
価
値
の
う
ち
に
寓
話
が
形
作
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
・
私
は
こ
の
詩
に
お
け
る
第
二
の
主
題
を
想
像
力
に
関
す
る
主
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で

こ
の
詩
に
お
け
る
聖
礼
的
統
一
と
い
う
主
題
の
作
用
に
論
及
し
た
後
に
、
想
像
力
に
関
す
る
主
題
の
作
用
を
論
じ
よ
う
と
思
う
。
そ

（
３
）
 

し
て
さ
ら
に
、
詩
に
お
け
る
そ
う
し
た
究
極
的
象
徴
の
意
味
を
定
義
し
て
染
よ
う
と
思
う
・
・
…
・
）
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5５ 

こ
こ
で
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
ベ
ー
ポ
ー
ル
ド
夫
人
に
は
理
解
し
得
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
詩
に
は
倫
理
性

が
満
ち
て
い
て
、
真
に
深
く
読
ん
で
く
れ
る
人
な
ら
ば
、
道
徳
的
感
情
を
こ
の
詩
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
が
ご
と
く
に
感
じ
る
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
老
水
夫
の
歌
」
は
、
単
な
る
物
語
詩
と
し
て
皮
相
的
に
読
む
場
合
と
、
そ
の
下
層
に
寓
話

性
を
見
出
し
て
道
徳
観
念
を
感
じ
と
る
場
合
と
、
さ
ら
に
そ
の
深
層
に
象
徴
の
意
味
を
現
実
の
も
の
と
し
て
理
解
し
得
る
場
合
と
、
三

す
な
わ
ち
、
ウ
ォ
レ
ソ
は
「
老
水
夫
の
歌
」
の
意
味
構
造
の
上
で
の
階
層
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
下
層
構
造
と
し
て
の
寓
話

性
と
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
象
徴
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
老
水
夫
の
歌
」
は
、
一
方
に
お
い
て
現
実
的
な
主
題
で

は
な
く
幻
想
的
あ
る
い
は
想
像
の
世
界
で
の
物
語
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
現
実
か
ら
の
遊
離
が
倫
理
性
の
欠
如
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
場
合

も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
は
宗
教
詩
の
レ
ッ
テ
ル
の
も
と
に
、
中
世
的
ゴ
シ
シ
ズ
ム
の
再
現
的
効
果
の
う
ち
に
キ
リ
ス

ト
教
的
な
説
話
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
押
込
む
と
い
う
よ
う
な
偏
狭
な
解
釈
も
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
前
者

は
作
者
の
真
意
を
理
解
し
得
な
い
非
難
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
は
、
ウ
ォ
レ
ン
の
い
う
寓
話
レ
ベ
ル
で
の
解
釈
に
止
ま
っ
て
い
る
か
ら

「
老
水
夫
の
歌
」
に
つ
い
て
の
批
評
の
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
自
身
『
食
卓
談
話
』
（
冒
蔦
冒
壺
で
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
・
ハ
ー
ポ
ウ
ル
ド
夫
人
が
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

・
ハ
ー
ポ
ウ
ル
ド
夫
人
は
か
つ
て
「
老
水
夫
の
歌
」
を
非
常
に
讃
え
て
く
れ
た
が
、
こ
の
詩
に
は
現
実
に
不
可
能
な
こ
と
と
道
徳
性

が
な
い
こ
と
の
二
つ
の
欠
陥
が
あ
る
、
と
私
に
語
っ
た
。
現
実
性
に
関
し
て
は
こ
の
詩
が
あ
る
程
度
の
疑
問
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
私
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
道
徳
の
欠
如
と
な
る
と
、
私
の
判
断
で
は
こ
の
詩
に
は
多
す
ぎ
る
ほ
ど
の
道
徳
性
が
あ
り
、
も
し

付
け
加
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
詩
の
主
な
欠
点
は
、
こ
の
よ
う
な
純
粋
に
想
像
的
作
品
と
し
て
は
行
為
の
原
理
あ
る
い
は
原
因

（
４
）
 

と
し
て
の
道
徳
的
感
情
を
、
読
者
に
あ
ま
り
に
も
強
要
し
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
彼
女
に
答
轌
え
て
お
い
た
。
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記
層
の
構
造
を
も
っ
て
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
ウ
ォ
レ
ソ
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
物
語
詩
の
解
釈
で
は
な
く
寓
話
の
解

釈
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
寓
話
が
形
成
さ
れ
て
い
る
諸
尭
の
価
値
観
念
と
想
像
力
と
の
関
係
で
あ
る
。

「
老
水
夫
の
歌
」
の
寓
話
性
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
寓
話
性
が
支
え
ら
れ
て
い
る
象
徴
の
機
能
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ウ
ォ
レ
ソ
は
そ
の
象
徴
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
太
陽
と
月
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
極
概
念
と
密
接
に

関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
二
つ
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
詮
よ
う
。

三
、
太
陽
と
月

「
老
水
夫
の
歌
」
に
お
け
る
太
陽
と
月
の
役
割
は
、
こ
の
詩
全
体
を
通
し
て
意
味
解
釈
の
上
で
の
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
象
徴
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ウ
ォ
レ
ン
が
重
要
な
問
題
提
起

を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ウ
ォ
レ
ン
の
説
を
聞
こ
う
。

お
そ
ら
く
第
二
の
主
題
に
関
す
る
最
良
の
考
察
方
法
は
、
光
と
い
う
も
の
の
重
要
性
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
光

の
重
要
性
を
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

月
光
と
太
陽
光
の
間
に
一
定
の
対
比
が
あ
り
、
こ
の
詩
の
重
要
な
出
来
事
は
、
そ
の
出
来
事
が
そ
の
下
で
生
じ
て
い
る
よ
う
な
光

の
種
類
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
一
七
年
の
最
後
の
改
訂
版
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
、
冒
頭
の
パ
ー
ネ
ッ
ト
の
題
辞

に
よ
っ
て
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
こ
の
詩
を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
こ
で
二
種
類
の
光
の
相
違
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
（
実
際
に

は
、
こ
の
題
辞
の
一
般
的
な
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
私
が
知
る
限
り
、
全
然
研
究
さ
れ
て
い
な
い
）
。
題
辞
は
こ
う
終
っ
て
い
る
。
「
し

か
し
そ
の
一
方
、
わ
れ
わ
れ
は
真
実
を
追
求
し
道
理
を
守
り
、
確
実
な
も
の
と
不
確
実
な
も
の
と
を
識
別
し
、
昼
と
夜
と
を
区
別
す

る
。
」
こ
の
題
辞
は
昼
と
夜
の
対
比
で
終
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
こ
の
詩
の
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
詩
で
は
良
い
出
来
事
が
月
の
庇
護
の
下
で
、
悪
い
事
が
太
陽
の
下
で
生
じ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
区
別
の
真
意
を
知
る
糸
口
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
述
べ
た
こ
と
は
、
反
論
は
あ
る
と
思
う
が
、
「
確
実

Hosei University Repository



5７ 

き
当
る
か
ら
で
あ
る
。

ウ
ォ
レ
ン
は
、
。
」

バ
ー
ネ
ッ
ト
の
題
辞
は
、
確
か
に
こ
の
詩
の
解
釈
に
大
き
な
意
味
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
、
何
故
に

コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
わ
ざ
と
反
対
の
も
の
を
引
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
パ
ー
ネ
ッ
ト
の
題
辞
で
は
、
白
昼
の

光
の
下
で
は
す
べ
て
が
明
白
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
明
朗
で
活
発
な
活
動
が
期
待
さ
れ
、
事
物
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
律
動
が
響
く
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
、
夜
は
闇
を
想
起
し
、
暗
く
陰
篭
な
状
態
や
魔
性
の
動
き
を
連
想
す
る
。
そ
こ
に
は
「
ワ
ル
プ
ル
ギ
ス
の
夜
」

の
よ
う
な
棲
愉
で
怪
奇
な
も
の
す
ら
呼
び
お
こ
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
確
か
に
、
両
者
は
人
生
の
上
で
そ
れ
ぞ
れ
の
極
と
な
り
得
る

も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
を
人
間
の
善
性
と
、
後
者
を
魔
性
と
対
比
さ
せ
る
の
は
極
め
て
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
一

般
に
容
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
こ
の
両
者
を
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と

い
う
の
は
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
夜
の
世
界
は
昼
よ
り
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
幻
想
の
世
界
で
の
物
語
で
あ

っ
て
、
夜
が
昼
ほ
ど
に
明
る
く
て
も
、
月
が
太
陽
よ
り
大
き
く
て
も
、
水
が
赤
く
燃
え
て
も
緑
に
燃
え
て
も
、
内
面
世
界
の
現
実
性
は

詩
人
の
心
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
矛
盾
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
詩
に
お
い
て
、
通
常
の
意
味
と
は
逆
の
、
昼
と

夜
と
の
倒
錯
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
詩
の
世
界
で
は
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ォ
レ
ン
の
言
う

よ
う
に
パ
ー
ネ
ッ
ト
の
題
辞
と
は
逆
の
秩
序
が
支
配
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
ウ
ォ
レ
ソ
の
言
う
よ
う
に
こ
の
詩
全
体

に
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
ウ
ォ
レ
ン
は
皮
相
的
考
察
し
か
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
節
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
象
徴
と
し
て
の
月
も
太
陽
も
平
面
的
か
つ
均
一
的
な
意
味
に
考
え
て
こ
の
詩
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
随
所
で
矛
盾
に
突

月
光
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
作
品
の
う
ち
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
に
多
く
の
批
評
家
が
気
づ
い
て
い
る
。
ス
ウ

ィ
ン
パ
１
ン
は
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
才
能
を
「
ム
ー
ソ
ス
ト
ラ
ッ
ク
」
（
狂
気
の
よ
う
な
）
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
ア
ー
ピ
ン
グ
・
ペ
ピ

（
５
）
 

な
』
も
の
」
を
太
陽
と
共
に
あ
る
良
い
ｊ
も
の
と
し
た
バ
ー
ネ
ヅ
ト
の
秩
序
を
裏
返
し
た
Ｊ
も
の
で
あ
る
。

コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
お
け
る
月
の
重
要
性
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。
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5８ 

実
際
に
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
作
品
に
は
月
に
関
す
る
記
述
が
多
く
あ
り
、
草
稿
を
含
め
た
詩
や
詩
劇
の
中
だ
け
で
も
「
月
」
（
日
○
・
巳

と
い
う
語
は
一
○
○
を
越
え
て
い
る
。
一
方
、
「
太
陽
」
（
、
目
）
と
い
う
語
も
、
こ
れ
を
上
回
る
く
ら
い
使
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
両
者
は
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
思
想
の
う
ち
に
対
極
と
な
る
概
念
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
み
る
の
は
的
は
ず
れ
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
二
者
の
う
ち
、
と
く
に
月
に
は
思
考
の
深
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
太
陽
で
表
現
さ
れ
る
感
覚
的
経
験
の
世
界
よ
り

も
、
月
で
表
わ
さ
れ
る
直
観
的
感
性
の
世
界
に
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
自
身
が
主
た
る
関
心
を
注
い
だ
た
め
で
あ
ろ
う
。
ウ
ォ
レ
ン
は
コ
ゥ

ル
リ
ッ
ジ
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
さ
ら
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

ヅ
ト
は
、
た
と
え
カ
ー
ラ
イ
ル
の
よ
う
な
人
物
が
コ
ウ
ル
リ
，
ジ
の
哲
学
を
「
び
ん
詰
め
の
月
光
」
と
し
て
退
け
る
と
し
て
も
ｌ

「
シ
ャ
ト
ウ
プ
リ
ア
ソ
〔
一
七
六
八
’
一
八
四
八
フ
ヲ
ソ
ス
の
作
家
・
政
治
家
〕
と
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
お
け
る
月
の
役
割
に
つ
い

て
、
特
別
な
研
究
が
な
さ
れ
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
何
故
な
ら
月
は
、
一
七
八
八
年
の
「
秋
の
月
に
寄
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
」
か
ら
は

じ
ま
り
、
未
熟
な
詩
か
ら
立
派
な
詩
ま
で
、
多
く
の
詩
に
あ
っ
て
、
と
き
に
は
特
別
な
象
徴
的
内
容
を
も
ち
、
と
き
に
は
「
ク
リ
ス

タ
ペ
ル
」
や
「
老
水
夫
の
歌
」
や
「
カ
イ
ン
の
放
浪
」
や
「
喪
心
の
賦
」
や
一
七
九
八
年
の
「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
や
、
「
ク
ゥ
ブ

ラ
・
カ
ー
こ
の
深
淵
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
岩
狭
間
な
ど
の
情
景
を
描
き
出
し
て
い
る
変
容
の
光
の
源
泉
と
な
っ
て
い
て
、
前
述

あ
や

の
ソ
ネ
ッ
ト
で
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
常
に
「
妖
し
げ
に
振
舞
う
幻
想
の
母
」
で
あ
り
、
「
ピ
ク
シ
ー
の
歌
」
の
中
で
歌
わ
れ
て
い

（
６
）
 

る
よ
う
に
、
「
妖
し
げ
に
振
舞
う
夢
の
母
」
で
も
あ
る
。

「
月
光
や
夕
日
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
光
と
影
と
が
、
見
慣
れ
た
景
色
に
繰
り
広
げ
る
突
然
の
魅
力
は
、
両
者
の
結
合
の
実
際
的

活
動
を
代
表
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
然
の
詩
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
月
光
あ
る
い
は
弱
め
ら
れ
た
夕
日
の
光
は
、
見
慣
れ
た
世
界
を
詩
に
変
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
月
光
は
「
想
像
力
を
彩

（
７
）
 

る
色
彩
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
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5９ 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
ニ
ヴ
ァ
レ
ス
ト
は
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
家
族
関
係
の
葛
藤
と
月
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
喜

び
」
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ウ
ォ
レ
ソ
の
主
張
と
軌
を
一
に
す
る
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
銅
色
の
太
陽
と
は
明
ら
か
に
ウ
ォ
レ
ン
の
い
う
よ
う
に
生
気
の
な
い
太
陽
で
あ
り
、
登
り
ゆ
く
月
は
息
吹

を
吹
き
込
む
生
命
の
源
で
あ
る
。

ま
た
、
エ
ヴ
ァ
レ
ス
ト
（
房
の
］
ぐ
旨
固
く
円
の
、
（
）
は
、
『
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
ひ
そ
か
な
営
み
』
（
（
ご
奇
菖
信
穏
．
ｍ
凹
胃
忌
局
豈
気
冨
酎
ｓ
Ｑ
の

中
で こ
の
よ
う
に
、
ウ
ォ
レ
ン
は
月
光
と
想
像
力
と
に
同
一
の
性
質
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
想
像
力
と
は
価
値
を
創
造
す
る
能
力

を
も
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
第
二
の
想
像
力
」
を
指
す
も
の
と
、
ウ
ォ
レ
ン
は
考
え
て
い
る
。

ウ
ォ
レ
ン
は
そ
の
論
文
の
中
で
、
太
陽
と
月
が
実
際
の
詩
句
の
中
で
果
す
役
割
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
て
お
り
、
そ
の
一
義

性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
弱
い
光
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
て
、
そ
れ
が
想
像
力
と
関
連
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ウ
ォ
レ
ン
の
考
え
は
、
幾
人
か
の
学
者
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
グ
ラ
ン
ト
（
シ
一
一
目
の
日
日
）
は
、
そ
の
箸
『
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
入
門
』

（
』
単
貝
宮
貝
・
ロ
詩
菖
菅
）
の
中
で

そ
の
航
海
の
大
部
分
を
通
し
て
、
こ
の
船
は
諸
々
の
要
素
の
抗
争
の
な
す
が
ま
主
に
、
銅
色
の
太
陽
の
も
と
、
あ
る
い
は
登
り
ゆ

（
８
）
 

く
月
の
下
で
、
寒
さ
と
暑
さ
の
両
極
端
の
間
を
流
さ
れ
て
い
く
。

月
は
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
も
っ
と
も
一
貫
し
た
詩
の
象
徴
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
真
夜
中
の
霜
」
「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
「
セ
ァ
ラ
ヘ

の
手
紙
」
「
喪
上
皿
彌
」
に
お
け
る
よ
う
に
、
安
定
し
た
家
族
社
会
の
諸
々
の
価
値
な
ら
び
に
歓
喜
と
、
非
常
に
密
接
な
関
連
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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6０ 

四
、
ウ
オ
レ
ン
の
説
へ
の
反
論

確
か
に
ウ
ォ
レ
ン
の
説
は
啓
発
的
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
多
く
の
批
評
家
が
こ
れ
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
五
三
年
の
ハ

ウ
ス
（
国
巨
日
日
ご
出
Ｃ
口
、
の
）
の
論
文
は
、
ウ
ォ
レ
ン
の
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

ウ
ォ
レ
ソ
の
論
文
を
そ
の
註
と
と
も
に
精
読
す
れ
ば
、
必
ず
そ
の
論
議
の
こ
の
よ
う
な
幅
広
い
輪
郭
が
如
何
に
不
充
分
な
も
の
で

あ
る
か
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
、
さ
ら
に
深
く
追
求
す
る
必
要
の
あ
る
二
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
論
文
は
こ

の
詩
の
難
解
な
部
分
に
お
い
て
一
貫
し
て
確
信
の
も
て
る
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
詳
し
い
説
明
を
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
は

言
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？
ま
た
、
ど
ん
な
意
味
に
お
い
て
、
「
想
像
力
の
主
題
」
が
存
在
す
る
と
い
う
論
点
を
確
立
し
て

い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
二
つ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
は
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
象
徴
の
象
徴
性
に
つ
い
て
の
見
解

（
Ⅲ
）
 

に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
象
徴
」
と
い
う
言
葉
を
受
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
さ
ら
に
自
由
で
広
範
で
あ
ま
り
厳
密
で
は
な
い
意
味
で
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
お
そ
ら
く
こ
の
用
語
を
ま
っ
た
く
除
外
す
る
方
が
賢
明
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ウ
ォ
レ
ン
氏
自
身
は
、
コ
ウ
ル

リ
ッ
ジ
が
象
徴
を
ま
っ
た
く
意
識
的
に
は
使
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
（
さ
ら
に
そ
の
見
込
）
を
全
面
的
に
許
容
し
て
い

る
。
こ
れ
は
天
才
の
作
品
に
お
け
る
無
意
識
活
動
に
関
す
る
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
認
識
と
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に

こ
の
こ
と
は
そ
れ
を
明
白
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
批
評
家
た
ち
が
期
待
し
て
い
る
よ
う
な
潜
在
的
精
密
さ
が
存
在
す
る
こ
と
に
は
つ
な

が
ら
な
い
。
ウ
ォ
レ
ン
氏
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
詩
が
実
際
に
正
確
な
方
法
に
よ
っ
て
読
者
に
働
き
か
け
る
と
い
う
よ
り
は
、
彼

が
こ
の
詩
に
見
出
し
て
い
た
豊
か
さ
に
つ
い
て
の
若
干
の
特
徴
を
、
自
分
自
身
と
他
の
人
食
に
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
几
帳
面
に
述

ハ
ウ
ス
が
こ
こ
で
提
起
し
て
い
る
二
つ
の
疑
問
は
、
ウ
ォ
レ
ン
の
論
文
に
見
ら
れ
る
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
。
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6１ 

ハ
ウ
ス
は
ウ
ォ
レ
ン
が
「
老
水
夫
の
歌
」
を
全
面
的
に
象
徴
で
割
り
切
っ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
に
批
判
的
で
、
暖
味
さ
の
存
在
を

認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
象
徴
の
意
味
は
ウ
ォ
レ
ン
が
考
え
る
ほ
ど
厳
密
に
定
義
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ウ
ォ
レ
ン
が
提
起
し
て
い
る
月
と
太
陽
と
い
う
二
つ
の
象
徴
は
、
光
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
老
水
夫
が
当
面

す
る
諸
々
の
状
況
の
象
徴
と
し
て
、
明
る
い
光
と
薄
明
の
光
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
ハ
ウ
ス
は
こ
の
よ
う
な
明
確
な
分
類
を
好
ま

ず
、
ウ
ォ
レ
ン
は
結
局
の
と
こ
ろ
定
載
で
き
な
い
も
の
を
定
義
し
、
象
徴
を
寓
話
に
す
り
か
え
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
ハ
ウ
ス
の
第
二
の
論
点
は
、
ウ
ォ
レ
ン
は
彼
の
い
う
第
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
寓
話
の
レ
ベ
ル
で
の
聖
礼
的
主
題
に
触
れ
て

い
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
現
代
の
批
評
家
の
重
要
視
し
て
い
る
も
の
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

ポ
ス
テ
ッ
タ
ー
は
、
「
老
水
夫
の
夢
魔
の
世
界
」
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

多
数
の
批
評
家
た
ち
が
こ
の
象
徴
的
解
釈
の
厳
密
さ
を
菱
し
て
き
て
い
る
が
、
釜
二
人
の
批
評
家
１
Ｊ
。
Ｂ
・
ピ
ア
ー
と

Ｅ
・
Ｂ
・
ゴ
ー
ズ
Ｌ
ｌ
が
、
そ
れ
が
如
何
に
欠
点
の
多
い
も
の
か
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
・
ウ
識
レ
ン
朧
自
己
の
主
張
を
正
当
化

す
る
た
め
に
、
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
の
他
の
作
品
か
ら
広
く
引
用
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
批
評
家
も
ウ
ォ
レ
ン
の
説
を
否
定
す
る
た
め

に
こ
れ
と
同
様
の
引
用
を
し
て
い
る
。
と
く
に
こ
れ
ら
の
批
評
家
は
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
し
ば
し
ば
太
陽
を
神
と
同
一
視
す
る
伝
統

的
な
使
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
自
信
た
つ
ぶ
り
に
示
し
て
お
り
、
そ
し
て
「
老
水
夫
の
歌
」
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
こ
と
を
立
証

す
ぺ
く
説
得
力
を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
。
ゴ
ー
ズ
は
月
を
変
わ
り
や
す
い
自
然
と
同
一
視
し
て
熱
心
に
論
を
進
め
て
お
り
、
自
ら
の

説
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
ウ
ォ
レ
ン
の
説
の
も
じ
り
の
よ
う
に
読
み
と
れ
る
よ
う
な
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ビ
ア
ー
は
象
徴

べ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
の
か
も
し
出
す
「
雰
囲
気
」
に
関
す
る
古
く
か
ら
の
伝
統
的
な
賞
賛
に
つ
い
て
、

当
然
且
つ
正
当
な
不
安
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
賞
賛
は
と
き
お
り
ま
っ
た
く
内
容
も
意
味
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
す
べ
て
浅
薄

で
暖
昧
で
「
魔
術
的
」
な
考
え
を
伴
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
豊
か
な
確
実
性
は
貧
弱
な
不
確
実
性
に
と
っ
て
の
唯
一
の

（
ｕ
）
 

対
極
で
は
な
い
。
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6２ 

ポ
ス
テ
ヅ
タ
１
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
ゴ
ー
ズ
の
論
文
は
、
一
九
六
○
年
六
月
の
、
ミ
ド
座
に
掲
軟
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ビ
ァ
ー

の
意
見
は
『
幻
想
の
人
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
」
（
（
ご
討
鼠
鳥
為
暮
③
「
嵐
Ｃ
§
ご
）
で
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ポ
ス
テ
ッ
タ
ー
は
さ
ら
に

続
け
て
こ
う
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ポ
ッ
ス
テ
ッ
タ
ー
は
、
こ
の
詩
に
溝
け
る
第
一
の
主
題
の
「
聖
礼
幻
想
」
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
の
、
作
者
の
世

界
観
と
作
品
と
の
関
係
に
は
深
入
り
せ
ず
、
結
局
は
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
を
基
本
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
批
評
家
た
ち
の
伝
統

的
解
釈
は
、
人
間
と
自
然
と
の
対
立
と
融
和
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
限
定
さ
れ
た
枠
内
で
の

の
問
題
を
た
い
へ
ん
確
信
を
も
っ
て
論
じ
て
お
り
、
そ
し
て
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
は
神
鎧
よ
び
罪

と
救
済
の
Ｉ
釘
稔
ろ
と
誉
艤
恵
み
の
、
あ
る
と
き
ば
悪
意
の
ｌ
道
具
と
し
て
の
機
鱸
を
繍
え
た
震
さ
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
二
人
の
批
評
家
ｌ
そ
し
て
ウ
ォ
レ
ン
以
後
の
他
の
大
部
分
の
批
評
家
’
た
ら
峰
ウ
ォ
レ
ソ
の
「
鼈
礼
幻
想
」
と
い
う
第

一
の
主
題
の
解
釈
を
受
入
れ
る
こ
と
に
極
め
て
満
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
他
の
問
題
の
解
釈
と
同
様
に
、
確
か
に
問

題
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
レ
ン
は
、
こ
の
詩
に
道
徳
的
意
味
を
見
出
せ
な
い
と
す
る
グ
リ
ッ
グ
ス
や
、
こ
の
詩
の
「
道
徳
性
」

は
こ
の
詩
の
表
面
に
あ
っ
て
大
雑
把
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
満
足
し
て
い
る
ロ
ウ
ズ
ロ
・
田
。
旧
◎
肴
⑦
の
）
な
ど
の
批
評
家
へ
の
反
論

と
し
て
、
こ
の
詩
は
世
界
観
と
そ
れ
に
対
す
る
人
間
の
関
係
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
世
界
観
は
こ
の

詩
の
内
部
も
表
面
も
同
様
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
コ
ゥ
ル
リ
ヅ
ジ
の
冷
静
な
散
文
で
わ
れ
わ

れ
が
感
じ
と
る
の
と
同
様
の
、
彼
の
基
本
的
な
神
学
的
お
よ
び
哲
学
的
見
解
と
充
分
に
一
致
す
る
も
の
だ
」
と
ウ
ォ
レ
ン
は
論
ず

る
・
ウ
ォ
レ
ン
が
解
釈
す
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
基
本
的
に
は
罪
と
罰
と
後
悔
と
償
い
に
つ
い
て
の
、
キ
リ
ス
ト
教
的
所
説
を
劇
化

（
週
）

し
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
の
解
釈
も
ま
だ
ウ
ォ
レ
ソ
の
い
う
象
徴
の
一
義
性
を
否
定
し
て
お
り
、
そ
こ
に
象
徴
の
暖
昧
さ
を
認
め

（
晦
）

て
い
る
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
さ
ら
に
、
「
老
水
夫
の
歌
」
に
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
自
身
の
全
体
像
を
汲
承
取
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
詩

紘
）
・
「
私
的
な
し
の
」
に
対
比
し
て
「
公
的
な
も
の
」
の
範
騨
に
入
れ
て
い
て
、
そ
の
客
観
性
あ
る
い
は
普
遍
妥
当
性
を
主
張
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
は
主
観
的
な
も
の
を
追
求
し
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
は
客
観
的
な
寓
意
性
を
そ
の
底
に
秘
め
る
も
の
に
な
っ
た

和
解
の
設
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
こ
れ
を
極
の
概
念
の
止
揚
と
み
る
考
え
は
生
れ
て
こ
な
い
。

ウ
ォ
ル
シ
藝
三
§
圖
豐
）
は
、
一
九
六
七
年
に
出
版
し
た
「
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
ー
そ
の
作
品
と
妥
当
性
』
（
（
蔦
、
量

目
意
ヨ
ｓ
碁
§
＆
宛
鳥
目
苫
Ｒ
）
の
中
で
、
ウ
ォ
レ
ン
の
説
を
批
判
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

例
え
ば
月
ハ
ー
ト
・
ベ
ン
・
ウ
ォ
レ
ン
の
よ
う
な
解
釈
の
欠
陥
は
、
こ
の
寓
話
全
体
を
通
し
て
主
題
が
均
一
に
分
布
し
て
い
て
し

か
も
意
味
と
筋
の
一
致
が
あ
る
と
さ
え
も
仮
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、
ウ
ォ
レ
ン
の
や
り
方
で
は
、
一
方
で
象
徴
の
問

題
を
他
方
で
は
意
味
の
問
題
を
、
一
連
の
明
白
な
抽
象
方
程
式
と
し
て
作
り
上
げ
る
こ
と
で
、
こ
の
詩
の
形
態
を
そ
の
本
来
の
統
一

性
か
ら
歪
曲
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
鋭
敏
な
批
評
家
は
こ
の
こ
と
に
必
ず
気
付
く
。
そ
し
て
、
ロ
・
ハ
ー
ト
・
ペ
ン
・
ウ
ォ
レ
ン
は
象

徴
を
そ
の
図
式
に
適
合
す
る
と
い
う
不
本
意
な
こ
と
で
、
と
き
お
り
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
月
光
は
好
意
的
な
影
響
力
と
さ

ら
に
ま
っ
た
く
暖
昧
な
善
意
の
、
両
者
の
意
味
を
も
ち
う
る
こ
と
や
、
日
光
が
不
運
な
象
徴
と
同
時
に
快
活
で
生
命
を
与
え
る
象
徴

と
な
り
う
る
こ
と
が
そ
の
例
で
あ
る
。
詩
の
論
理
は
、
こ
の
批
評
家
の
解
釈
が
も
た
ら
す
よ
う
に
直
接
的
に
進
む
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
の
が
本
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
解
釈
は
歪
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
も
っ
と
融
通
の
き
く
も
の
で
あ
る
。
寓
話
と
、
リ

ズ
ム
の
繰
り
返
し
の
よ
う
な
、
あ
る
一
定
の
瞬
間
に
お
い
て
寓
話
の
必
要
性
に
依
存
し
て
い
る
何
か
特
定
の
形
象
の
性
質
と
に
よ
っ

て
「
老
水
夫
の
歌
」
の
段
前
面
は
占
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
形
象
が
象
徴
の
一
層
総
合
的
な
生
命
を
渡
得
し
て
い
る
こ
と
が
、

こ
の
物
語
の
中
で
は
強
烈
で
劇
的
な
言
葉
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
月
光
は
と
き
ど
き
優
雅
と
善
意
の
光
で

（
Ｍ
）
 

あ
り
、
と
き
に
は
ま
さ
に
単
な
る
月
の
光
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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6４ 
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
観
の
客
観
に
対
す
る
対
立
が
、
和
解
と
融
合
の
う
ち
に
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
と
す
れ

ば
、
す
な
わ
ち
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
主
張
す
る
極
の
概
念
が
、
こ
こ
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
Ⅳ
）
 

パ
ー
ス
は
こ
れ
を
「
聖
礼
」
と
「
審
美
性
」
の
混
在
と
み
る
。
ま
た
第
二
の
主
題
に
つ
い
て
も
ハ
ウ
ス
と
同
様
に
、
究
極
的
に
は
分

類
で
き
な
い
よ
う
な
性
質
の
も
の
、
つ
ま
り
象
徴
の
も
つ
暖
昧
さ
の
た
め
に
断
定
で
き
な
い
も
の
を
、
ウ
ォ
レ
ン
は
懸
命
に
分
類
し
よ

（
肥
）

う
と
し
て
い
る
と
考
え
、
象
徴
を
無
理
や
り
に
寓
話
の
う
ち
へ
移
し
か
え
て
し
ま
っ
た
、
と
ベ
ー
ス
は
一
一
一
口
う
。
さ
ら
に
彼
は
、
コ
ウ
ル

リ
ッ
ジ
の
描
き
出
す
世
界
の
多
様
性
に
触
れ
、
こ
う
述
ぺ
て
い
る
。

こ
こ
で
ハ
ー
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
描
き
出
す
世
界
は
単
純
で
は
な
く
、
多
面
的
な
世
界
で
あ
る
。
パ
ー
ス
は
こ
こ

で
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
基
本
的
な
も
の
に
還
元
し
て
考
え
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
形
而
上
の
世
界
と
形
而
下
の
世
界

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
・
ハ
ー
ス
は
こ
こ
で
、
対
立
す
る
二
つ
の
世
界
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
、
老
水
夫
お
よ
び
詩
人
の
経
験
す
る
対
極
的
な
世
界
で
あ
る
。
、
ハ
ー
ス
は
さ
ら
に
、
「
老
水
夫
の
歌
」
は
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
の
精
神
的

経
験
の
世
界
と
同
一
視
し
て
い
る
の
で
そ
の
世
界
は
詩
人
と
共
に
在
り
、
詩
人
と
共
に
続
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
「
老
水
夫
の
歌
」
は
未
完
の
詩
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
象
徴
を
も
っ
て
完
全
に
表
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

現
実
の
も
の
で
も
場
所
的
に
存
在
す
る
も
の
で
も
な
い
神
秘
の
時
空
間
の
象
徴
の
表
現
と
し
て
の
諾
だ
の
世
界
間
の
交
流
と
い
う

性
質
を
有
す
る
、
超
越
的
で
聖
体
共
存
説
的
な
領
域
に
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
立
戻
っ
て
い
る
。
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
の
「
老
水
夫
の
歌
」
は

確
か
に
讓
鑓
よ
び
蕊
の
交
流
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
相
容
れ
な
い
各
世
界
ｌ
老
水
夫
の
世
界
と
婚
礼
の
世
晃
自
己
の
世

界
と
外
の
世
界
時
空
間
の
内
在
的
世
界
と
精
神
的
実
在
の
超
越
的
世
界
ｌ
が
、
共
に
も
た
ら
さ
れ
る
に
霊
な
い
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
の
世
界
は
、
一
つ
の
幻
想
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
に
相
違
な
い
。
こ
れ
は
詩
人
の
仕
事
で
あ
り
、
苦
悩
で
も
あ
る
。
老
水

夫
の
よ
う
に
、
》
」
の
詩
人
の
物
語
も
完
全
に
終
っ
て
は
い
な
い
し
、
語
り
尺
さ
れ
て
あ
い
た
い
。
し
た
が
っ
て
象
徴
は
決
し
て
充
分

（
四
）

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
詩
人
は
や
っ
て
象
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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ピ
ァ
ー
は
こ
こ
で
、
象
徴
の
一
貫
性
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ア
ン
ビ
パ
レ
ン
ス
な
し
の
、
つ
ま
り
一
一
面
性
を
有
す
る
も
の
と
し

て
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
一
面
性
の
是
認
に
よ
っ
て
象
徴
の
一
貫
性
は
矛
盾
な
く
説
明
さ
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
は
そ

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ポ
ス
テ
ッ
タ
ー
や
ハ
ウ
ス
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
。
ハ
ー
ス
が
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
個
人
的
経
験
の
世
界
か
ら

多
面
的
世
界
の
実
在
を
提
起
し
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
老
水
夫
の
歌
」
を
単
に
対
立
す
る
一
一
つ
の
世

界
の
間
に
生
じ
た
詩
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
・
ハ
ー
ス
以
前
に
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
を
相
矛
盾
す
る
諸
盈
の
世
界
の
問
題
と
し
て

捉
え
た
こ
と
は
、
様
相
（
目
・
』
島
ご
）
と
い
う
概
念
の
導
入
に
つ
な
が
る
。
こ
こ
で
「
様
相
」
と
は
、
こ
の
詩
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を

単
純
な
要
素
と
し
て
提
示
す
る
基
本
的
な
要
因
を
い
う
。

ジ
ョ
ン
。
ピ
ァ
ー
は
最
近
の
著
作
『
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
の
詩
的
知
性
』
（
Ｑ
）
写
員
鴇
・
い
ぎ
⑤
蔦
冒
（
農
噂
冒
③
）
に
お
い
て
、
老
水
夫

の
恐
怖
と
救
済
の
経
験
は
、
詩
人
の
夢
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
象
徴
の
問
題
に
も
触
れ
、
こ
う
述
べ
て
い

る
。

ペ
ソ
・
ウ
ォ
レ
ソ
や
そ
の
ほ
か
の
批
評
家
が
象
徴
構
造
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
に
お
け
る
道
徳
的
一
貫
性
を
探
し

求
め
て
い
る
。
私
自
身
は
、
自
然
の
あ
る
要
素
、
と
く
に
太
陽
と
月
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
部
分
と
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
作
品
に

現
わ
れ
る
そ
う
し
た
要
素
の
一
貫
性
と
、
こ
れ
ま
で
の
詩
に
お
け
る
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
要
素
の
用
い
方
か
ら
た
い
へ
ん
一
貫
し
た

象
徴
構
造
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
象
徴
榊
造
に
お
い
て
、
太
陽
（
栄
光
と
破
滅
の
交
錯
す
る
）
と
月
（
恵
承
と
呪
い
を
統
轄

す
る
）
の
二
重
性
は
、
こ
の
両
者
を
、
熱
と
光
と
を
統
合
し
て
夜
明
け
の
幻
想
に
お
い
て
直
接
交
互
に
描
き
出
さ
れ
る
理
想
的
太
陽

と
し
て
の
、
神
性
に
関
す
る
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
の
主
た
る
観
念
に
対
立
す
る
も
の
と
糸
な
す
こ
と
で
解
決
す
る
・
一
方
、
Ｅ
・
Ｅ
・
ポ

ス
テ
ッ
タ
ー
は
、
こ
の
詩
の
象
徴
櫛
造
へ
の
関
心
の
向
け
過
ぎ
が
こ
の
詩
に
関
す
る
別
の
事
実
を
曲
解
し
て
い
る
、
と
論
じ
て
い

る
。
つ
ま
り
そ
の
た
め
、
こ
の
詩
を
読
む
こ
と
が
必
ず
し
も
楽
し
い
経
験
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
水
夫
の
恐
怖

（
卯
）

と
救
済
の
交
錯
す
る
経
験
は
、
感
受
性
の
強
い
読
者
の
心
に
、
夢
魔
と
似
た
状
態
を
生
ず
る
。
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五
、
寓
話
と
象
徴

ウ
ォ
レ
ン
の
考
え
る
「
老
水
夫
の
歌
」
の
構
造
の
図
式
は
、
寓
話
に
満
ち
た
表
層
に
、
象
徴
と
し
て
の
太
陽
と
月
に
そ
れ
ぞ
れ
表
層

上
の
意
味
、
つ
ま
り
寓
話
の
中
で
の
位
置
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
深
層
に
お
い
て
、
太
陽
と
月
は
そ
れ
ぞ
れ
抽
象
的
な
意
味
を
も

っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
寓
話
は
象
徴
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
協
同
し
て
そ
の
詩
的
あ
る
い
は
道
徳
的
効

果
を
高
め
て
い
る
。
象
徴
と
し
て
の
太
陽
や
月
の
反
復
す
る
使
用
は
、
詩
の
形
態
の
上
に
も
リ
ズ
ム
と
旋
律
を
保
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
意
味
の
上
で
は
さ
ら
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

一
般
に
寓
話
物
語
と
は
、
抽
象
的
で
精
神
的
な
概
念
を
具
象
的
な
も
の
を
借
り
て
比
喰
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
抽

象
的
な
観
念
を
擬
人
化
し
て
、
道
徳
的
教
訓
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
寓
話
物
語
の
中
心
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
ス

ペ
ン
サ
ー
の
「
妖
精
の
女
王
』
（
弓
冒
園
冨
爵
Ｃ
鳥
ｓ
届
）
に
お
け
る
女
王
グ
ロ
リ
ァ
ー
ナ
は
「
栄
光
」
を
表
わ
し
、
王
子
ア
ー
サ
ー

は
「
寛
大
」
を
表
わ
す
な
ど
、
こ
の
物
語
の
登
場
人
物
は
す
べ
て
何
ら
か
の
形
で
抽
象
観
念
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
道
徳
観
を

充
分
仁
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
ハ
ー
ー
ャ
ン
の
『
天
路
遍
歴
』
（
冨
砲
垣
酋
賞
陶
も
息
忌
邑
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
出
て
く
る

個
有
名
詞
は
何
か
抽
象
的
観
念
を
表
わ
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
ま
た
福
音
伝
道
者
の
忠
告
に
従
う
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
性
が

の
二
面
性
を
如
何
な
る
視
点
か
ら
肯
定
し
是
認
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ピ
ァ
ー
の
説
で
は
神
性
を
備
え
た
理
想
的
太
陽
を
考
え
る
こ

と
が
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
こ
の
詩
の
太
陽
と
月
と
に
限
定
さ
れ
た
象
徴
に
し
か
通
用
せ
ず
、
一
般
性
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
を
も
っ
て
象
徴
全
般
の
一
一
重
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
寓
話
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
第
一
に
、
抽
象
的
観
念
の
具
象
的
表
現
が
あ
る
か
ど
う
か
、
第
二
に
、

道
徳
性
が
あ
る
か
ど
う
か
、
の
二
点
か
ら
判
断
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
準
を
「
老
水
夫
の
歌
」
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
第
一

の
抽
象
的
観
念
の
具
象
的
表
現
は
穴
太
陽
や
月
な
ど
の
秘
め
る
観
念
の
存
在
の
有
無
に
依
存
す
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ウ
ォ
レ

ソ
を
は
じ
め
多
く
の
批
評
家
が
、
太
陽
と
月
が
何
か
抽
象
的
な
概
念
を
表
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
し
、
象
徴
の
単
一
性
に
反
論
す

充
満
し
て
い
る
。
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と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
あ
ほ
う
ど
り
に
つ
い
て
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
自
身
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
考
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
あ
ほ
う
ど
り
に
つ
い
て
は
原
罪
説
を
と
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ウ
ォ
リ
ー
（
○
の
。
渦
の
三
富
－
－
２
）
は
「
水
夫
と

あ
ほ
う
ど
り
」
（
《
ヨ
シ
の
冒
閂
旨
の
Ｈ
：
１
号
の
シ
一
宮
月
・
閉
》
）
と
題
す
る
論
文
で
、
「
老
水
夫
の
歌
」
は
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
個
人
的
経

験
と
解
し
、
あ
ほ
う
ど
り
は
意
識
的
に
し
る
無
意
識
的
に
し
ろ
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
自
身
の
個
人
的
意
味
の
象
徴
で
あ
る
と
考
え
て
い

（
皿
）

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
あ
ほ
う
ど
り
は
単
な
る
鳥
で
は
な
く
、
何
か
抽
象
的
な
も
の
を
表
現
し
て
い
る
と
ふ

る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
老
水
夫
の
歌
」
に
は
抽
象
観
念
が
具
象
的
実
在
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

次
に
道
徳
性
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
自
身
の
弁
明
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
こ
の
詩
か
ら
道
徳
性
を
強
制
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
レ
ン
の
第
一
の
主
題
の
寓
話
性
も
、
こ
の
詩

、
、
、
、
、

を
聖
礼
的
主
題
あ
る
い
は
一
な
る
生
命
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
と
き
、
そ
》
」
に
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
観
を
根
底
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
批
評
家
が
、
こ
の
詩
の
倫
理
道
徳
性
を
否
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
詩
は
精
読

す
る
と
そ
の
底
流
に
道
徳
的
価
値
観
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
「
老
水
夫
の
歌
」
は
や
は
り
寓
話
を
な
す
物
語
詩
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ｌ

，
抽
象
的
な
概
念
や
観
念
を
、
実
体
を
有
す
る
具
像
的
事
物
で
表
現
す
る
と
き
、
そ
こ
に
一
種
の
変
換
と
い
う
操
作
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
場
合
、
抽
象
的
概
念
と
具
体
的
実
体
と
は
、
普
通
一
対
一
の
対
応
を
し
て
い
る
が
へ
［
老
水
夫
の
歌
」
の
よ
う
に
多
義
的
に
解
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
橋
渡
し
を
す
る
も
の
が
い
わ
ゆ
る
象
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
象
徴
と
は
、
被
象
徴
物
と
は
ま
っ
た
く
別
の
、

本
来
の
作
用
を
す
る
と
考
え
ら
れ
る
語
や
句
や
心
象
を
い
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
そ
の
意
味
は
そ
れ
が
現
わ
れ
る
構
造
か
ら
引
き
出

、
、
、
、
、

る
批
評
家
た
ち
ｊ
い
》
、
そ
の
有
意
性
ま
で
は
否
定
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
老
水
夫
の
と
こ
ろ
へ
飛
ん
で
き
た
あ
ほ
う
ど
り
に
つ
い
て
は

あ
た
か
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
魂
の
よ
う
に
、
神
の
名
に
お
い
て
そ
の
鳥
を
迎
え
た
。
〔
－
－
．
３
－
３
〕
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6８ 
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
単
に
記
号
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
象
徴
と
は
単
に
太
陽
や
月
と
い
っ
た
語
に
止

ま
ら
ず
、
句
や
、
あ
る
種
の
詩
句
の
ま
と
ま
り
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
。

「
老
水
夫
の
歌
」
で
象
徴
の
問
題
が
論
議
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
観
念
と
の
一
対
一
の
対
応
で
な
い
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
。
太
陽

の
象
徴
す
る
も
の
が
栄
光
と
破
滅
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
一
対
こ
の
対
応
で
あ
る
。
象
徴
の
多
義
的
な
対
応
は
、
暖
味
さ
を
増
加
す
る
。

こ
の
対
応
関
係
は
象
徴
と
象
徴
さ
れ
る
屯
の
自
体
と
そ
の
周
囲
の
状
態
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
ウ
ォ
レ
ン
が
ク
ラ
ス
タ
ー
説
を
唱
え
る
の

も
、
そ
の
辺
に
根
拠
が
あ
る
。

ウ
ォ
レ
ン
に
よ
れ
ば
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
想
像
力
と
い
う
抽
象
概
念
は
、
月
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
ウ
ォ
リ
ー
は
こ
の
詩
を

（
配
）

詩
人
の
個
人
的
経
験
の
世
界
の
出
来
事
と
象
な
す
と
き
、
あ
ほ
う
ど
り
が
こ
の
想
像
力
を
表
わ
す
と
い
う
。
想
像
力
を
月
の
柔
い
光
と

し
て
ほ
ん
の
り
と
周
囲
を
照
す
抱
擁
的
な
力
と
考
え
る
か
、
あ
ほ
う
ど
り
の
突
然
の
飛
来
の
よ
う
に
忽
然
と
詩
人
に
訪
れ
る
も
の
と
す

る
か
は
、
批
評
家
の
思
想
に
依
存
し
よ
う
。
ま
た
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
想
像
力
を
天
使
の
群
と
す
る
こ
と
も
、
月
光
を
あ
び
て
海
原

を
ぬ
う
海
蛇
と
す
る
こ
と
も
、
天
か
ら
聞
こ
え
る
声
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
の
中
で
は
想
像
力
と
い
う
概
念
と

象
徴
と
の
結
び
つ
き
が
、
暖
昧
で
弱
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
の
中
で
は
、
想
像
力
の
表
示
性
は
小
さ

く
、
象
徴
の
自
由
度
が
大
き
い
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ォ
リ
ー
の
よ
う
に
あ
ほ
う
ど
り
を
め
ぐ
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
話

や
、
後
の
「
喪
心
の
賦
」
以
後
の
ミ
ュ
ー
ズ
と
の
疎
縁
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
あ
ほ
う
ど
り
の
飛
来
と
殺
籔
は
コ
ゥ
ル
リ
ッ
ジ
の

想
像
力
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
象
徴
に
は
そ
れ
自
体
に
課
せ
ら
れ
た
拘
束
性
ば
か
り
か
、
句
や
ク
ヲ
ス
タ
ー
な
ど
の
ほ
か
、
別
の
作
品
な
ど
か
ら
の

拘
束
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
立
す
る
あ
る
程
度
の
任
意
性
も
あ
る
。
自
由
度
が
大
き
い
と
象
徴
の
意
味
は
暖
味
に
な
る
。
そ
一
れ
ゆ
え
象

徴
の
意
味
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
拘
束
性
の
大
き
な
と
こ
ろ
で
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ
ォ
レ
ソ
は
月
光
を
他
の
要
素
で
拘
束
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
創
造
物
な
風
、
好
意
的
な
小
鳥
、
想
像
力
で
あ
る
月
光
な
ど
は
、
す
べ
て
一
つ
の
象
徴
と
し
て
の
ク
ラ
ス
タ
ー
と
な
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す
な
わ
ち
、
ウ
謙
レ
ソ
は
風
ｌ
小
鳥
ｌ
月
光
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
一
つ
の
象
徴
と
し
て
の
作
用
を
す
る
と
い
う
．
ウ
論
レ
ソ
に
よ

れ
ば
、
月
は
恵
設
や
好
意
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
風
は
、
と
き
に
は
暴
風
と

な
っ
て
老
水
夫
を
困
ら
せ
る
が
、
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
の
う
ち
に
入
る
と
、
好
意
的
象
徴
の
一
部
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
象
徴
の
表
現
度
を
規
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
象
徴
の
拘
束
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
象
徴
自
体
の
み
な
ら
ず
、
周
囲
の

も
の
と
の
関
連
に
お
い
て
定
ま
る
こ
と
が
多
い
。

六
、
「
老
水
夫
の
歌
」
の
階
層
構
造

「
老
水
夫
の
歌
」
に
お
い
て
、
寓
話
の
レ
ベ
ル
と
象
徴
の
レ
ベ
ル
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ
の
詩
に
二
層
の
構
造
を
考
え
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
寓
話
と
象
徴
は
本
来
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
考
え
は
否
定
さ
れ
う

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
寓
話
レ
ベ
ル
の
、
上
層
構
造
と
し
て
の
芸
術
的
価
値
の
存
在
を
認
め
、
下
層
構
造
と
し
て
の
形
而
上
学
的
レ
ベ

ル
の
存
在
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
詩
は
三
層
の
構
造
を
も
つ
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
芸
術
的
価
値
の
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
の
詩
は
幻
想
的
物
語
と
し
て
も
、
音
楽
的
韻
律
構
造
を
も
つ
詩
歌
と
し
て
も
優
れ
た
も
の

と
し
て
観
賞
さ
れ
る
。
こ
の
詩
が
中
世
的
ゴ
シ
シ
ズ
ム
を
近
世
的
な
感
情
の
う
ち
に
捉
え
、
無
限
の
ロ
マ
ン
を
秘
め
た
作
品
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
高
く
評
価
さ
れ
て
き
て
い
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
な
ら
で
は
の
幽
玄
に
し
て
深
淵
な
格
調
の
高
さ
も
、
多

く
後
代
の
人
が
評
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
詩
は
音
楽
的
な
響
き
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
も
幾
度
か
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
の
芸
術
的
価
値
は
、
日
常
の
倫
理
道
徳
や
現
実
的
価
値
観
と
は
全
然
別
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
純
粋
に
美
学
的
、
審
美
的
立
場
に
立
っ
て
の
判
断
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
に
対
す
る
審
美
的
関
心

や
、
娯
楽
性
や
歓
喜
の
感
情
の
度
合
な
ど
は
、
す
べ
て
こ
の
第
一
の
レ
ベ
ル
、
す
な
わ
ち
こ
の
詩
の
最
上
層
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
リ
ル
や
サ
ス
ペ
ン
ス
な
ど
、
こ
の
詩
を
読
ん
だ
と
き
に
読
者
が
抱
く
あ
ら
ゆ
る
感
情
は
、
こ
の
芸
術

（
羽
）

っ
て
い
る
。
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、
的
価
値
の
レ
ベ
ル
の
副
産
物
で
あ
る
。

第
二
の
レ
ベ
ル
は
、
芸
術
的
価
値
の
レ
ベ
ル
の
下
層
に
存
在
す
る
寓
話
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
審
美
的
な
評
価
を
除
外
し

た
、
倫
理
的
・
道
徳
的
な
面
で
の
評
価
が
中
心
と
な
る
。
つ
ま
り
、
登
場
す
る
老
水
夫
と
は
実
際
に
は
誰
の
こ
と
で
あ
る
か
、
ま
た
一

般
的
に
ど
ん
な
人
物
を
代
表
す
る
か
が
、
真
剣
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
ま
た
、
月
や
太
陽
に
寓
話
的
な
意
味
づ
け
が
行
な

わ
れ
る
の
も
、
》
」
の
レ
ベ
ル
の
話
で
あ
る
ｃ
寓
話
は
必
ず
倫
理
観
、
道
徳
性
と
い
う
も
の
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

寓
話
は
し
ば
し
ば
宗
教
と
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
「
老
水
夫
の
歌
」
に
お
い
て
も
、
「
聖
礼
」
・
「
繊
悔
」
・
「
復
活
」
な
ど
と
い
う
、

キ
リ
ス
ト
教
的
モ
チ
ー
フ
に
関
係
し
た
解
釈
が
多
く
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
「
・

第
一
一
一
の
レ
ペ
ル
は
、
寓
話
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
、
外
界
と
人
間
と
の
対
立
と
融
和
に
関
す
る
、
哲
学
的
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
自
然
と
精
神
と
を
そ
れ
ぞ
れ
対
極
と
す
る
形
而
上
学
的
レ
ベ
ル
で
あ
る
ｐ
こ
こ
に
お
い
て
は
究
極
的
・
根
本
的
な
対
立
者

の
間
に
お
け
る
葛
藤
と
調
和
が
主
題
と
な
る
。

こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
詩
形
と
か
韻
律
と
か
い
う
よ
う
な
第
一
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
も
の
は
問
題
と
は
な
ら
ず
、
倫
理
観
や
道

徳
性
と
い
う
よ
う
な
第
二
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
も
の
も
排
除
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
詩
人
の
言
葉
で
語
ら
れ
る
人
間
糖
神
が
、
そ
の
生
成
と

発
展
の
う
ち
に
経
験
す
る
も
ろ
も
ろ
の
苦
悩
の
表
出
と
昇
華
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
レ
ベ
ル
で
は
、
「
聖
礼
」
と
か
「
復
活
」

と
い
う
よ
う
な
、
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
モ
チ
ー
フ
を
原
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
、
第
三
の
レ
ベ
ル
で
は
、
宗
教
的
見
解
も

倫
理
観
と
同
様
に
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
赤
裸
☆
な
人
間
精
神
が
、
究
極
的
苦
悩
を
経
験
し
つ
つ
、
自
己
を
取
巻
く

見
え
ざ
る
大
き
な
力
と
対
決
す
る
。

お
よ
そ
こ
の
世
の
中
で
、
究
極
的
に
対
立
す
る
二
者
は
、
主
体
と
客
体
、
す
な
わ
ち
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
に
還
元
さ
れ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
と
事
物
は
、
精
神
と
自
然
と
を
源
泉
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
，
す
べ
て
の
現
象
は
、
こ

の
二
者
の
相
互
作
用
お
よ
び
調
和
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
し
た
思
考
の
も
と
で
は
、
中
間
的
な
段
階
は
一
時
的
な
も

の
で
、
究
極
的
に
は
そ
の
思
想
を
構
成
し
て
い
る
概
念
的
な
両
極
の
存
在
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
極
概
念
の

の
で
、
究
極
的
に
」

存
在
根
拠
が
あ
る
。
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7１ 
老
水
夫
の
思
考
も
活
動
も
、
人
間
と
し
て
の
生
命
の
両
極
、
つ
ま
り
「
生
」
と
「
死
」
と
を
両
極
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
「
老

水
夫
の
歌
」
は
、
死
後
の
世
界
を
扱
っ
て
は
い
な
い
。
老
水
夫
の
生
が
死
に
直
面
し
、
生
が
死
と
対
決
す
る
と
こ
ろ
に
す
べ
て
が
依
存

し
て
い
る
。
ヤ
ス
。
ハ
ー
ス
（
【
閂
こ
ぃ
の
で
ｑ
、
）
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
限
界
状
況
」
（
の
Ｈ
の
自
国
目
目
。
□
）
に
お
か
れ
た
精
神
の
叫
び
声

が
そ
こ
に
聞
か
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
三
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
極
概
念
が
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
第
三
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
の
錯
倒
や
転
換
が
存
在
す
る
。
そ
こ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
観
の
支
配
す
る

世
界
で
は
な
く
、
多
神
教
が
君
臨
す
る
と
こ
ろ
で
も
な
い
。
そ
こ
は
宗
教
の
力
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
宇
宙
的
な
規
模
に
お
い

て
精
神
が
脈
動
す
る
世
界
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
寓
話
の
レ
ベ
ル
で
存
在
し
た
比
噛
は
、
そ
こ
で
は
大
き
く
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な

る
。
寓
話
の
下
に
隠
れ
て
暖
昧
で
あ
っ
た
象
徴
も
、
判
然
と
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
生
ず
る
象
徴
は
、
す
べ
て
両
極
の
ど
ち
ら

か
に
属
さ
な
け
れ
ば
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
は
象
徴
と
は
言
い
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ウ
ォ
レ
ン
は
、
第
一
の
主
題
は
「
寓
話
」
あ
る
い
は
「
一
な
る
生
命
」
（
○
口
の
口
｛
の
）
で
あ
る
と
い
い
、
彼
は
こ
の
「
一
な
る
生

（
別
）

命
」
は
、
老
水
夫
の
罪
と
剛
と
和
解
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
二
の
レ
ベ
ル
と
第
一
一
一
の
レ
ベ
ル
と
を

混
同
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
定
の
宗
教
的
寓
話
が
、
限
界
状
況
に
お
か
れ
た
普
遍
的
精
神
を
規
定
す
る
と
は
思
え
な
い
し
、
デ
ー
モ
ン

と
対
時
し
、
死
と
死
決
す
る
精
神
が
必
要
と
す
る
も
の
は
、
内
な
る
女
神
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
諸
点
の
限
界
的
条
件
と
の
葛
藤
に
お

い
て
精
神
自
ら
の
高
ま
り
の
う
ち
に
自
ら
生
成
さ
れ
る
よ
う
な
統
一
し
調
和
し
創
造
す
る
力
を
も
つ
崇
高
な
絶
対
自
我
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
極
致
と
も
い
え
る
、
の
口
冒
あ
る
い
は
目
少
三
の
世
界
に
お
い
て
の
み
可
能
な
屯

と
、
そ
の
う
ち
」

う
述
べ
て
い
る
。

コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
が
こ
の
詩
で
表
現
し
た
か
っ
た
も
の
は
、
興
味
本
位
の
単
な
る
物
語
で
も
な
く
、
道
徳
性
の
満
ち
あ
ふ
れ
る
寓
話
で

も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
己
の
経
験
を
通
し
て
の
想
像
的
な
世
界
で
の
精
神
と
自
然
と
の
、
つ
ま
り
主
体
と
客
体
と
の
相
剋
と
葛
藤

と
、
そ
の
う
ち
に
生
ず
る
最
高
の
自
我
の
生
成
と
発
展
の
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
食
卓
談
話
」
で
こ

い
。
す
な
・

の
で
あ
る
。
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7２ 

つ
ま
り
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
お
い
て
は
、
後
代
の
多
く
の
批
評
家
が
「
老
水
夫
の
歌
」
の
寓
話
性
の
う
ち
に
見
出
そ
う
と
努
め
て
い
る

道
徳
の
問
題
を
、
は
じ
め
か
ら
こ
の
詩
に
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
も
っ
と
も
表
現
し
た
か

っ
た
こ
と
は
第
三
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
限
界
的
条
件
と
対
時
す
る
人
間
精
神
の
葛
藤
と
苦
悩
を
こ
の
詩
の
う
ち

に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

コ
ウ
ル
リ
ヅ
ジ
の
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
彼
は
も
う
こ
れ
以
上
な
い
と
い
う
よ
う
な
極
限
の
状
態
に
お
か
れ
た
人
間

精
神
が
、
激
烈
な
葛
藤
の
う
ち
に
自
ら
生
成
し
完
成
へ
と
向
か
う
一
つ
の
過
程
を
辿
る
こ
と
を
、
こ
の
詩
に
描
き
出
し
た
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
宗
教
を
越
え
た
、
精
神
の
存
在
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
善
一
考
に
近
い
絶
対
的
自
我

を
考
え
て
は
じ
め
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
宇
宙
と
合
一
し
た
一
な
る
生
命
こ
そ
、
こ
の
詩
の
第
三
の
レ
ベ
ル
に
お
か
れ
た
基
本

的
な
主
題
な
の
で
あ
る
。

「
老
水
夫
の
歌
」
は
、
『
ア
ラ
ピ
ャ
ナ
イ
ト
』
の
中
に
あ
る
話
で
、
あ
る
商
人
が
井
戸
の
そ
ば
に
座
っ
て
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
を
食
べ
、
そ

の
皮
を
傍
ら
へ
捨
て
た
と
こ
ろ
鬼
が
飛
び
出
し
て
き
て
、
商
人
の
投
げ
た
ヤ
シ
の
皮
が
自
分
の
息
子
の
目
を
つ
ぶ
し
た
に
相
違
な
い

と
い
っ
て
、
そ
れ
を
投
げ
た
商
人
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
物
語
と
同
様
に
、
道
徳
性
を
も
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た

（
寵
）

の
で
あ
る
。

仲
間
と
プ
リ
ン
リ
モ
ン
山
の
頂
へ
登
っ
て
喉
の
渇
き
に
死
に
そ
う
な
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
同
僚
が
私
に
語
っ
た
言
葉
を
思

い
出
し
て
、
こ
の
詩
に
は
歓
喜
に
対
す
る
苦
痛
を
こ
め
た
笑
い
の
気
持
が
あ
る
と
思
う
。
私
た
ち
は
緊
張
の
あ
ま
り
一
言
も
話
せ
な

か
っ
た
が
、
や
っ
と
石
の
下
に
小
さ
な
水
留
ま
り
を
見
つ
け
た
。
彼
は
私
に
「
君
は
白
痴
の
よ
う
に
歯
を
む
き
出
し
て
笑
っ
て
い

（
顕
）

る
／
」
と
い
っ
た
が
、
彼
も
同
じ
よ
う
な
笑
い
を
浮
か
べ
て
い
た
。
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（
１
）
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ず
の
月
田
２
口
ご
く
閂
Ｈ
の
厚
震
円
与
の
宛
一
目
の
。
［
岳
の
シ
月
一
の
員
冨
胃
冒
向
Ｈ
・
シ
ロ
：
目
。
｛
勺
目
⑪
岸
己
四
ｍ
ご
鷺
－
．
月
シ
己
同
Ｈ
己
の
ユ
ョ
の
員
冒

罰の回旦冒、》忌日＆§愚⑩爵。§鷺『噴門貴§、蔚屑蔵Ｃョ駒。「ロｊ》免邑苗、蔚貴学邑口鼠苫§・の」・］胃目①、Ｃ・国。巨一、国（両目、一①ョ◎。」
Ｑ
鴎
②
．
Ｚ
・
］
・
叩
弔
円
目
昼
８
’
四
■
一
一
》
門
口
。
．
」
⑤
ｇ
）
・
や
□
・
巴
‐
瞳
．

（
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）
向
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庁
⑮
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目
志
の
ｚ
狩
冨
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ご
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Ｈ
丘
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目
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、
衿
月
一
の
員
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【
回
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ロ
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》
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》
日
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員
忌
貫
学
阜
（
蔦
『
○
劃
＆
。
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⑩
、

、
：
冒
吻
（
い
◎
ロ
ユ
◎
月
月
写
の
冒
凹
（
閂
凰
］
一
画
■
や
閂
の
脇
田
亘
・
・
后
囹
）
ご
己
・
扇
吟
Ｉ
屋
⑨
．

閂
》
卦
騨
】
ご
ｏ
】
噂
】
・

］
・
幻
◎
ゲ
の
耳
國
四
円
穿
診

□
・
田
・
》
Ｓ
『
ｄ
》
勺
・
鵠
．

目
白
ロ
鷺
、
目
口
悪
》
富
ご
臼
》
」
田
つ
ど
》
図
両
』
⑮
、
愚
◎
苫
『
ず
。
ョ
０
。
｛
９
匙
嫡
⑯
》
｝
の
」
・
国
，
閂
・
向
く
：
⑩
陣
旨
・
詞
・
同
『
目
⑩
（
Ｐ
ｏ
ａ
ｏ
２
三
①
昏
巨
自

陣
ｎ
ｏ
・
田
国
・
》
巳
巴
）
》
ご
・
ら
』
。

ご
く
四
吋
Ｈ
ｍ
ｐ
Ｕ
□
。
、
Ｐ

閂
守
計
數
・
ロ
ロ
・
牌
つ
つ
Ｉ
］
Ｃ
】
・

］
◎
冒
国
の
①
『
．
。
具
ｑ
嵐
唖
』
、
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風
向
『
鳶
呵
罵
岨
§
：
（
円
。
且
◎
目
冒
月
日
三
目
印
の
ｍ
ｍ
Ｆ
＆
．
》
』
。
『
己
・
層
・
属
、
‐
屋
。
．

炉
。
。
、
厳

閂
》
掛
伊
ご
己
０

い
◎
。
、
母
．

閂
守
野
閂
・
》
ご
己
・
拝
。
『
１
円
Ｃ
⑬
・

因
Ｃ
、
冨
耳
、
円
》
己
。
］
⑰
⑰
．

ゴ
一
二
一
画
目
ヨ
四
一
：
》
、
。
｛
⑩
、
苞
悶
、
．
弓
訂
ヨ
｝
、
ｑ
蒜
§
＆
暮
由
完
典
§
§
：
（
㈲
Ｃ
ａ
Ｏ
目
即
、
冨
庁
８
目
ニ
ヨ
】
口
目
⑩
ロ
』
・
》
屋
②
ご
》
己
．
』
９
．

円
い
』
四
・
》
ご
ロ
・
函
Ｃ
ｌ
⑬
接

シ
］
一
目
の
同
自
【
》
し
、
見
「
口
：
ｓ
ｏ
。
（
、
、
蔵
、
Ｐ
・
ａ
・
口
窪
田
・
口
、
：
己
○
８
口
つ
い
ａ
・
》
』
の
閏
）
》
弓
・
巴
Ｉ
圏
・
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巨
目
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望
困
ｏ
Ｅ
ｍ
の
》
Ｃ
Ｏ
時
『
鼬
、
ｍ
・
目
鳶
口
§
秀
ト
⑱
Ｒ
ミ
、
后
臼
Ｉ
ｇ
Ｐ
ｏ
且
○
二
皿
勺
息
の
Ｈ
（
西
色
ユ
ー
ロ
四
ぐ
一
切
》
］
⑤
②
ｅ
》
己
・
巴
『
．

閂
守
酔
騨
』
で
。
い
つ
０

ご
く
色
射
『
①
ロ
』
已
勺
・
閣
桿
Ｉ
暉
騨

註

弓
》
句
図
ご
営
守
Ｃ
画
、
『
営
角
輌
軋
ゴ
ロ
愚
◎
鷺
の
。
『
ｑ
匙
困
免
白
剤
昼
忌
、
用
。
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冒
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●
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