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表現の可能Ｉｆ

中
原
中
也
や
檀
一
雄
ら
が
携
わ
っ
た
雑
誌
『
青
い
花
』
（
一
九
三
四
年

一
二
月
）
は
、
「
近
代
文
学
史
上
も
つ
と
も
有
名
な
一
発
雑
誌
の
最
初
で

最
後
だ
ろ
う
」
（
悪
麗
之
介
「
’
九
三
五
年
前
後
の
創
刊
誌
一
覧
一
読
」
、

「
文
学
史
を
読
み
か
え
る
」
研
究
会
編
『
文
学
史
を
読
み
か
え
る
』
第
三

巻
所
収
、
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
一
九
九
九
年
五
月
）
と
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
に
限
っ
て
い
え
ば
、
『
序
曲
」
（
’
九
四
八
年
一
二
月
）
が
「
も
っ
と

も
有
名
な
一
発
雑
誌
」
で
あ
ろ
う
か
。

当
時
と
し
て
は
体
裁
も
頁
数
も
抜
群
で
あ
っ
た
季
刊
の
「
序
曲
」

は
、
い
ま
考
え
る
と
、
現
在
、
筑
摩
書
房
か
ら
で
て
い
る
「
人
間
と

し
て
」
に
似
た
同
人
誌
で
、
河
出
書
房
と
し
て
も
社
の
方
向
を
決
定

す
る
ほ
ど
の
大
き
な
気
組
み
を
も
っ
て
は
じ
め
た
に
違
い
な
い
け
れ

表
現
の
可
能
性

序
ｌ
埴
谷
雄
高
の
「
準
詩
」
を
め
ぐ
っ
て

一
方
で
、
埴
谷
雄
高
と
と
も
に
同
人
に
名
を
連
ね
た
三
島
由
紀
夫
は
、

『
序
曲
」
の
創
刊
号
限
り
で
の
廃
刊
は
、
「
戦
後
文
学
の
衰
退
と
い
う
よ
り

は
、
同
人
諸
氏
が
も
う
一
人
前
の
文
士
に
な
り
す
ぎ
て
い
て
、
他
の
雑
誌

へ
書
く
機
会
が
あ
り
す
ぎ
た
た
め
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
ｓ
私
の
遍
歴
時

代
」
、
一
九
六
四
年
四
月
）
と
分
析
し
て
い
る
。

埴
谷
雄
高
は
、
「
序
曲
」
に
散
文
詩
「
寂
蓼
」
を
発
表
し
た
。
管
見
の

限
り
で
は
、
先
行
研
究
の
蓄
積
が
乏
し
く
、
武
田
泰
淳
「
埴
谷
雄
高
論
」

（
「
新
潮
」
’
九
五
六
年
七
月
号
）
や
白
川
正
芳
「
花
の
埋
葬
」
（
『
城
』
第

一
九
号
、
一
九
六
一
年
一
○
月
）
、
大
江
健
三
郎
「
夢
と
思
索
的
想
像
力
」

（
『
群
像
」
一
九
七
一
一
年
三
月
号
）
な
ど
で
、
部
分
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
る

ど
も
、
あ
ま
り
に
売
れ
な
さ
す
ぎ
た
の
で
創
刊
号
を
だ
し
た
だ
け
で

や
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
埴
谷
雄
高
二
序
曲
」
の
頃
ｌ
三
島
由
紀
夫
の
追
想
」
『
文
芸
」

一
九
七
一
年
二
月
号
）

田
辺
友
祐
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程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
『
寂
蓼
』
を
含
む
散
文
詩
や
韻
文
を
集
め
た
「
埴

谷
雄
高
準
詩
集
」
（
水
兵
社
、
一
九
七
九
年
二
月
以
下
、
『
準
詩
集
巳

も
、
極
め
て
注
目
度
が
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に

は
、
埴
谷
雄
高
の
表
現
形
式
の
可
能
性
が
凝
縮
し
た
詩
文
が
数
多
く
収
め

ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
散
文
を
含
め
た
諸
作
品
の
根
底
と
な
る
要
素
も
見

出
せ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
『
寂
蓼
』
に
焦
点
を
当
て
た
考
察
を
行
な
い
、
「
死

霊
』
や
「
不
合
理
ゆ
え
に
吾
信
ず
」
を
中
心
と
す
る
作
品
と
の
関
わ
り
を

問
う
。
次
に
、
「
準
詩
集
』
を
総
体
的
に
論
じ
、
そ
の
特
徴
や
意
義
を
探

る
。「
そ
い
つ
」
と
は
何
者
か
。
又
そ
い
つ
》
は
埴
谷
雄
高
の
意
識
で
あ
る
。

虚
空
の
な
か
に
或
る
と
き
突
然
生
れ
、
或
る
瞬
間
に
虚
空
の
分
水
嶺
の
果

て
へ
消
滅
し
て
し
ま
う
意
識
で
あ
る
」
（
白
川
正
芳
「
花
の
埋
葬
』
と
論

じ
た
先
行
研
究
が
あ
る
。
だ
が
、
必
ず
し
も
「
埴
谷
雄
高
の
意
識
」
に
限

定
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
「
そ
い
２
は
、
意
識
ば
か
り
で
な
く
肉
体

を
も
備
え
て
い
る
。
実
体
を
捉
え
が
た
い
荘
漠
と
し
た
対
象
が
、
「
そ
い

つ
」
で
あ
る
。

『
寂
蓼
』
は
次
の
文
章
で
始
ま
る
。

太
古
の
闇
と
宇
宙
の
涯
か
ら
涯
へ
吹
く
風
が
触
れ
あ
う
と
こ
ろ

に
、
そ
い
つ
は
い
た
。
そ
い
つ
は
石
の
よ
う
に
坐
っ
て
い
た
。

作
品
は
静
證
な
雰
囲
気
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
ひ
た
す
ら
座
り
続
け
る

「
そ
い
つ
」
は
、
「
漆
黒
の
夜
の
空
の
よ
う
な
寂
蓼
」
を
感
じ
取
る
。
こ
れ

が
題
名
の
由
来
で
あ
る
。

埴
谷
雄
高
は
、
『
死
霊
」
「
自
序
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

作
者
に
は
『
死
霊
」
の
自
序
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
釈

迦
と
大
雄
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
は
大
雄
は
或
る
高
山
で
洞
窟
の
奥
深
く

生
き
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
「
そ
い
っ
」
は
山
毛
樫
と
樅
の
森
が

深
い
山
で
何
時
か
ら
か
石
の
よ
う
に
坐
っ
て
い
た
と
い
う
ち
が
い
は

あ
る
け
れ
ど
、
「
そ
い
つ
」
と
痩
せ
た
狼
と
の
対
比
、
地
熱
へ
の
眩

き
、
森
の
ざ
わ
め
き
、
暗
い
空
洞
、
化
石
と
そ
の
風
化
な
ど
に
は
埴

谷
雄
高
の
文
学
に
お
け
る
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
一
部
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
白
川
正
芳
「
解
題
」
「
埴
谷
雄
高
作
品
集
」
第
四
巻
所
収
、
河
出

書
房
新
社
、
’
九
七
一
年
一
二
月
）

菩
提
樹
の
下
で
釈
迦
が
正
覚
し
無
窮
の
碧
空
を
眺
め
あ
げ
た
と

き
、
ふ
と
想
い
出
し
た
の
が
こ
の
大
雄
で
あ
る
。
（
中
略
）
ヒ
マ
ラ

ヤ
に
似
た
美
し
い
白
い
雪
を
か
む
っ
た
そ
の
高
山
へ
辿
り
着
い
た
釈

迦
は
深
く
暗
い
洞
窟
の
な
か
へ
大
雄
の
前
ま
で
静
か
に
進
ん
で
ゆ
く

…
…
。
こ
れ
が
私
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
釈
迦
と

大
雄
の
対
話
の
章
は
作
中
人
物
が
語
る
一
つ
の
物
語
と
し
て
こ
の
作

品
の
最
後
近
く
現
れ
る
筈
で
あ
っ
て
、
こ
の
作
品
全
体
の
観
念
の
中

５６
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表現の可能性

自
分
と
い
う
存
在
を
承
認
出
来
な
い
「
そ
い
２
が
抱
え
て
い
る
問
題

は
、
「
自
同
律
の
不
快
」
に
相
当
す
る
。
「
そ
こ
」
と
は
、
主
辞
（
主
語
）

に
対
す
る
賓
辞
（
述
語
）
を
意
味
す
る
。
「
そ
こ
」
Ⅱ
地
熱
は
、
実
体
を

持
た
な
い
対
象
で
成
り
立
つ
作
品
世
界
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
っ

て
、
虚
空
に
対
し
て
の
賓
辞
で
も
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
『
寂
蓼
』

及
び
『
準
詩
集
』
に
は
、
「
自
同
律
の
不
快
」
ま
た
は
「
自
同
律
」
と
い

う
用
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
存
在
に
対
す
る
不
快
は
表
明
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

釈
迦
と
大
雄
の
対
話
は
、
つ
い
に
描
か
れ
な
か
っ
た
が
、
作
者
は
構
想

の
一
部
を
明
か
し
て
い
る
。
全
存
在
を
肯
定
す
る
釈
迦
と
、
全
否
定
を
象

徴
す
る
大
雄
の
対
話
の
結
果
、
「
無
」
を
言
葉
で
説
得
出
来
な
い
釈
迦
が

敗
れ
る
。
勝
っ
た
大
雄
は
、
し
か
し
、
実
は
砂
で
あ
り
、
崩
れ
落
ち
て
し

ま
う
（
真
継
伸
彦
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
埴
谷
雄
高
氏
に
聞
く
」
『
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
七
二
年
一
月
号
）
。
大
雄
の
最
後
は
、
「
そ
い

っ
」
が
地
熱
に
対
し
て
眩
く
言
葉
の
中
身
を
想
起
さ
せ
る
。

《
と
に
か
く
そ
の
日
ま
で
待
と
う
。
そ
れ
ま
で
は
妥
協
し
て
お
こ
う
。

だ
が
、
間
違
え
ち
ゃ
い
け
な
い
ぜ
。
た
と
え
俺
が
乾
い
た
砂
の
よ
う

に
風
化
し
よ
う
と
、
お
前
や
そ
こ
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
、
そ
れ

と
許
し
あ
い
を
も
と
め
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
俺
は
俺
が
そ
こ
か
ら
出

て
き
た
過
誤
を
と
に
か
く
そ
の
日
ま
で
許
し
て
お
こ
う
と
い
う
の

だ
。
》

心
を
か
つ
し
て
い
る
。

「
そ
い
つ
」
の
眩
き
は
、
原
始
的
世
界
に
於
け
る
、
あ
り
の
ま
ま
の
純

粋
な
思
考
の
発
露
で
あ
る
。
不
快
に
苛
ま
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
理
論

化
す
る
以
前
の
段
階
に
あ
る
。
右
の
引
用
箇
所
に
、
「
そ
の
日
」
「
そ
こ
」

「
そ
れ
」
な
ど
の
指
示
代
名
詞
が
氾
濫
し
て
い
る
の
は
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
」
の
純
化
の
極
致
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
『
死
霊
』
の
舞
台
で

あ
る
「
己
・
ミ
ヨ
の
扇
三
ｓ
・
身
の
場
所
」
（
「
自
序
」
）
が
、
小
さ
い
な
が
ら

も
、
こ
こ
に
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
か
。
「
死
霊
」
に
は
具
体
的
な
地
名

が
描
か
れ
ず
、
例
え
ば
、
東
京
と
思
し
き
地
域
は
「
首
都
」
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
何
処
で
も
な
い
場
所
の
達
成
が
、
『
寂
蓼
」
の
「
太
古

の
闇
と
宇
宙
の
涯
か
ら
涯
へ
吹
く
風
が
触
れ
あ
う
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
ま
だ
地
名
も
国
境
も
な
い
原
初
の
状
態
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
指
示

代
名
詞
に
よ
る
表
現
が
最
も
適
し
て
い
る
。

風
化
に
つ
い
て
は
、
既
に
武
田
泰
淳
「
埴
谷
雄
高
論
」
で
考
察
さ
れ
て

い
る
。
風
化
の
過
程
が
、
「
い
わ
ば
こ
の
詩
の
モ
テ
ィ
フ
で
あ
り
テ
エ
マ

で
あ
る
」
。
武
田
泰
淳
は
、
「
不
合
理
ゆ
え
に
吾
信
ず
」
か
ら
「
風
化
」
の

用
い
ら
れ
た
唯
一
の
筬
言
を
探
し
出
し
、
次
の
よ
う
に
論
を
続
け
て
い

る
。

サ
ム
フ
ｆ
ニ
ィ

ー
白
さ
交
響
曲
、
そ
は
／
神
々
の
園
に
「
』
て
：
…
．

自
然
が
そ
こ
に
憩
っ
て
い
る
よ
う
な
静
識
ｌ
そ
／
れ
は
《
変
貌
》

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

私
は
或
る
巨
大
な
屏
風
岩
の
前
に
立
っ
て
、
粗
ら
／
な
岩
肌
に
痕

さ
れ
た
風
化
作
用
を
凝
視
し
た
。
息
を
／
の
ん
で
声
も
な
く
、
灰
か

な
も
の
の
足
跡
を
辿
り
な
／
が
ら
。
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「
不
合
理
ゆ
え
に
吾
信
ず
』
に
は
、
他
に
も
風
化
と
似
た
作
用
を
表
現

し
た
筬
’
’
一
一
口
が
あ
る
が
（
「
…
…
わ
れ
嘗
て
ほ
の
ぐ
ら
き
鶏
り
の
う
ち
に
、

圧
／
し
お
さ
れ
し
植
物
の
化
石
と
な
り
し
風
貌
を
ひ
そ
か
／
に
う
か
が
い

ル
フ
ラ
ン

け
る
に
、
そ
こ
は
か
と
な
き
眩
き
の
塁
／
句
と
な
り
て
、
あ
た
り
に
木
魂

す
る
を
聞
き
た
り
／
き
」
）
、
『
不
合
理
ゆ
え
に
吾
信
ず
』
と
『
寂
蓼
」
に
、

弓
風
化
」
論
」
と
呼
べ
る
程
の
展
開
が
み
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
。

右
の
論
文
で
は
問
わ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
埴
谷
雄
高
は
何
故
風

化
を
扱
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
寂
蓼
」
発
表
時
に
、
雑
誌
『
近
代
文
学
」

を
連
載
の
舞
台
と
し
て
い
た
『
死
霊
』
に
、
そ
の
手
掛
り
が
潜
ん
で
い

る
。「
死
霊
」
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
三
輪
与
志
は
、
奇
妙
な
嗜
好
の

「
寂
蓼
」
の
風
化
描
写
に
は
、
も
っ
と
す
さ
ま
じ
い
エ
ネ
ル
ギ
ィ

が
、
そ
れ
こ
そ
涯
か
ら
涯
ま
で
み
な
ぎ
っ
て
い
る
の
に
、
二
十
代
の

「
風
化
」
論
に
は
、
苦
し
げ
な
静
け
さ
の
み
が
澱
ん
で
い
る
の
も
、

比
較
し
て
見
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
つ
ま
り

ま
だ
ま
だ
、
風
化
の
本
質
に
た
ま
た
ま
感
じ
入
っ
て
い
る
だ
け
で
、

風
化
の
作
用
を
動
的
に
盛
り
上
げ
る
意
欲
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

（
「
埴
谷
雄
高
論
」
）

む
０

－－－
私
も
目
に
見
え
ぬ
微
風
の
裡
に
風
化
し
な
が
ら
、
／
い
ま
は
白
い

か
た
ち
と
な
っ
て
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
『
不
合
理
ゆ
え
に
吾
信
ず
」
、
ル
ビ
原
文
）

三
わ
が
仮
面
も
ま
た
や
が
て
は
つ
い
に
わ
が
風
貌
と
／
は
な
ら

持
ち
主
で
あ
っ
た
。

「
そ
い
２
の
寂
蓼
感
は
、
与
志
の
そ
れ
を
深
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

与
志
の
覚
え
た
「
微
粒
な
砂
の
よ
う
な
無
限
の
寂
蓼
感
」
が
、
「
そ
い
っ
」

に
与
え
ら
れ
、
風
化
作
用
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
。
「
微
粒
な
砂
」
は
、
大

雄
の
最
期
を
想
起
さ
せ
る
。
実
体
の
定
か
で
は
な
い
対
象
を
、
砂
で
表
現

し
た
工
夫
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
戦
後
文
学
」
を
創
作
や
評
論
で
担
っ
た
者
が
、
存
在
と
砂

を
結
び
付
け
て
考
察
し
た
例
が
複
数
あ
る
。
花
田
清
輝
「
沙
漠
に
つ
い
て
」

ｓ
思
索
』
秋
期
号
、
’
九
四
七
年
九
月
）
に
は
、
「
ど
う
だ
！
お
前
の

手
の
ひ
ら
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
ゆ
く
砂
と
と
も
に
、
お
前
の
考
え
も
ま
た
、

跡
か
た
も
な
く
虚
無
の
な
か
へ
沈
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
！
」

と
あ
る
。
ま
た
、
「
〈
砂
漠
〉
を
偏
愛
す
る
人
だ
っ
た
」
（
栗
坪
良
樹
「
安

部
公
房
人
砂
漠
〉
の
思
想
ｌ
そ
の
倫
理
と
世
界
性
に
つ
い
て
」
『
國
文

學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
七
年
八
月
号
）
安
部
公
房
は
、
「
砂

の
女
』
（
新
潮
社
、
’
九
六
二
年
六
月
）
に
、
「
砂
の
が
わ
に
立
て
ば
、
形

あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
虚
し
い
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
埴
谷
雄

高
が
構
想
し
た
『
死
霊
」
の
最
後
の
場
面
と
直
接
的
に
連
関
し
て
い
る
の

彼
が
好
ん
で
坊
僅
っ
た
の
は
、
人
間
の
匂
い
の
感
ぜ
ら
れ
ぬ
真
夜

中
過
ぎ
の
街
路
や
淋
し
い
墓
地
な
ど
で
あ
っ
た
。
肌
と
肌
が
触
れ
あ

う
よ
う
な
雑
沓
や
人
い
き
れ
の
中
で
ひ
そ
か
に
覚
え
る
一
種
甘
美
な

孤
独
感
は
、
既
に
彼
か
ら
喪
わ
れ
て
い
た
。
彼
が
索
め
る
孤
独
感
は

ｌ
若
し
そ
う
し
た
感
覚
が
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
無
限
の
寂
蓼
感

に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
章
）
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「
自
己
批
評
の
力
は
近
代
小
説
家
が
ど
れ
ほ
ど
持
っ
て
も
持
ち
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
才
能
」
（
中
村
光
夫
「
風
俗
小
説
論
一
上
－
１
近
代
リ
ア

リ
ズ
ム
の
発
生
」
『
文
藝
」
’
九
五
○
年
二
月
号
）
で
あ
る
と
い
う
。
埴

谷
雄
高
は
、
自
ら
の
創
作
に
関
す
る
鶏
し
い
自
己
批
評
を
残
し
て
い
る
。

『
準
詩
集
』
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
『
準
詩
集
』
へ
の
言
及
に
は
、
主
な

も
の
と
し
て
、
当
該
書
の
「
あ
と
が
き
」
と
、
随
筆
「
準
詩
集
」
ミ
オ
ル

フ
ェ
」
第
五
○
号
、
’
九
七
九
年
一
二
月
）
、
対
談
「
現
実
密
着
と
架
空

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
準
詩
集
』

る
に
相
応
し
い
詩
篇
な
の
で
あ
る
。

で
は
な
い
が
、
使
わ
れ
て
い
る
単
語
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
砂
に
よ
っ
て
虚

無
を
描
く
発
想
の
共
通
性
が
窺
え
る
。
｜
粒
の
砂
は
、
い
わ
ば
生
命
体
の

細
胞
で
あ
る
。
そ
の
集
合
体
が
砂
漠
で
あ
り
、
人
体
で
あ
る
。
砂
は
、
存

在
を
比
嶮
で
説
明
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。

砂
は
風
に
運
ば
れ
て
流
動
す
る
。
『
寂
蓼
」
の
末
文
は
、
一
陣
の
風
が

「
宇
宙
の
涯
か
ら
涯
へ
ま
で
絶
え
間
も
な
く
吹
き
抜
け
た
」
と
な
っ
て
い

る
。
冒
頭
文
の
「
太
古
の
闇
と
宇
宙
の
涯
か
ら
榧
へ
吹
く
風
が
触
れ
あ
う

と
こ
ろ
に
、
そ
い
つ
は
い
た
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
、
作
品
に
は
循

環
性
が
認
め
ら
れ
る
。
作
品
世
界
は
「
人
類
の
世
界
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

（
大
江
健
三
郎
「
夢
と
思
索
的
想
像
力
」
）
の
展
開
で
あ
る
と
捉
え
た
論
考

が
あ
る
が
、
半
永
久
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
生
命
の
盛
衰
の
縮
図

が
、
「
寂
蓼
』
な
の
で
あ
る
。

「
寂
蓼
」
は
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
語
彙
や
観
念
が
他
の
準
詩
に
も
用
い

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
準
詩
集
一
の
原
点
と
な
っ
て
お
り
、
冒
頭
を
飾

｜’

凝
視
の
統
合
」
（
第
三
次
『
文
学
的
立
場
』
創
刊
号
、
一
九
八
○
年
七
月
）

の
三
つ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
で
、
後
述
の
よ
う
に
、

『
準
詩
集
』
出
版
の
顛
末
や
題
名
の
由
来
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

『
準
詩
集
」
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
収
録
作
品
の
初
出
や
発
表
年
月
が

列
記
し
て
あ
る
が
、
『
寂
蓼
」
の
そ
れ
は
、
『
序
曲
」
一
九
四
八
年
一
月
と

｛
バ
ー
一

誤
記
さ
れ
て
い
る
。
幾
つ
か
の
文
献
に
も
同
様
の
誤
謬
が
み
ら
れ
る
。

「
詩
集
」
で
は
な
く
「
準
詩
集
」
と
名
付
け
ら
れ
た
理
由
は
、
以
下
の

よ
う
に
約
め
ら
れ
る
。
「
水
兵
社
」
な
る
書
騨
を
興
し
た
井
上
光
晴
か
ら
、

「
埴
谷
さ
ん
に
ま
ず
一
冊
出
し
て
も
ら
わ
な
く
ち
ゃ
な
り
ま
せ
ん
よ
」
と

要
請
さ
れ
た
。
驚
い
た
埴
谷
雄
高
は
前
向
き
な
返
事
を
し
な
い
が
、
井
上

光
晴
は
詩
集
の
出
版
を
提
案
す
る
。
だ
が
、
埴
谷
雄
高
は
詩
作
を
行
な
っ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
「
独
立
詩
な
ら
ざ
る
一
種
の
導
入
部
、
或
い
は
、

一
種
不
完
全
な
つ
な
ぎ
の
集
合
を
、
『
準
詩
集
」
と
呼
ん
で
」
、
上
梓
す
る

に
至
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
私
の
嘗
て
の
時
代
の
私
達
全
部
の
信
条
は
、
詩
が
ほ

か
な
ら
ぬ
文
学
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
源
泉
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
窮
極

で
も
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
「
拭
い
去
り
が
た
く
妄
信
」
し
て
い
た

の
で
、
私
は
自
分
の
文
章
の
あ
い
だ
に
な
ん
と
な
く
「
詩
ら
し
き
も

の
」
を
無
理
強
い
に
で
も
投
げ
こ
む
と
い
っ
た
長
い
愚
か
し
い
習
癖

か
ら
抜
け
き
れ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
、

必
ず
し
も
、
独
立
し
た
一
篇
の
詩
を
そ
こ
に
提
出
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
或
る
場
合
は
、
或
る
想
念
の
ひ
と
つ
の
「
導
入
部
」
と
し
て
。

ま
た
、
他
の
場
合
は
、
或
る
想
念
と
他
の
想
念
の
あ
い
だ
を
ど
う
に

か
架
橋
す
る
「
つ
な
ぎ
」
と
し
て
、
文
章
の
最
前
部
、
或
い
は
、
そ

日本文學誌要第７０号Ｓ，
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「
詩
と
論
理
の
婚
姻
」
と
は
、
「
論
理
と
詩
の
婚
姻
」
（
「
群
像
』
’
九
六

二
年
六
月
号
｝
や
「
論
理
と
詩
の
婚
姻
に
つ
い
て
ｌ
真
継
伸
彦
へ
の
返

事
」
（
「
週
刊
読
書
人
」
’
九
六
七
年
二
月
一
一
○
日
号
）
で
述
べ
ら
れ
た
埴

谷
雄
高
の
創
作
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
不
合
理
ゆ
え
に
吾
信

ず
」
に
関
し
て
、
「
論
理
と
詩
を
融
合
せ
し
め
る
こ
と
が
そ
の
ア
フ
ォ
リ

ズ
ム
を
書
き
つ
づ
け
た
私
の
目
的
で
あ
っ
た
」
弓
論
理
と
詩
の
婚
姻
」
）

と
明
か
し
て
い
る
。
そ
の
試
み
は
、
殆
ど
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
さ

れ
る
が
、
こ
れ
以
後
も
脈
々
と
続
い
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
散
文
の
な
か

の
「
詩
ら
し
き
も
の
」
に
よ
っ
て
、
「
論
理
と
詩
の
婚
姻
」
が
挙
行
さ
れ

た
用
例
は
数
え
切
れ
な
い
。
一
○
○
○
年
以
上
前
の
『
伊
勢
物
語
』
や

「
大
和
物
語
』
の
よ
う
な
「
歌
物
語
」
は
、
い
わ
ば
「
和
歌
と
散
文
の
婚

姻
」
と
一
一
一
一
口
い
得
る
。
埴
谷
雄
高
が
「
詩
ら
し
き
も
の
」
を
投
入
し
た
散
文

は
、
さ
し
ず
め
「
現
代
の
歌
物
語
」
で
あ
る
。

「
準
詩
集
』
の
作
品
の
大
半
は
、
独
立
し
た
詩
と
し
て
で
は
な
く
、
散

文
の
な
か
の
韻
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
政
治
論

文
の
一
種
と
し
て
発
表
さ
れ
た
文
章
に
用
い
た
断
片
や
筬
言
を
抜
粋
し
て

『
準
詩
集
」
の
帯
に
は
、
次
の
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

詩
些
論
理
の
婚
姻
ｌ
寂
蓼
三
限
石
一
を
核
に
嗜
黒

星
雲
の
彼
／
方
か
ら
〈
存
在
〉
顛
覆
の
顛
音
を
／
響
か
す
著
者
の
処

女
詩
集
。

の
途
中
に
、
一
見
「
詩
ら
し
き
も
の
」
を
投
げ
こ
ん
で
い
る
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

（
「
あ
と
が
き
二

収
録
し
た
準
詩
も
あ
る
ｓ
死
ん
だ
も
の
は
」
は
、
「
群
像
」
一
九
五
六
年

五
月
号
に
発
表
の
「
永
久
革
命
者
の
悲
哀
」
か
ら
〉
。
ま
た
、
書
評
（
「
い

づ
こ
へ
行
き
な
さ
る
」
は
、
「
群
像
』
一
九
五
一
年
二
月
号
の
「
《
「
禁

色
」
》
を
読
む
」
の
一
部
）
や
、
評
論
集
の
あ
と
が
き
ｓ
い
ま
、
ひ
と
つ

の
渦
状
星
雲
が
」
は
、
’
九
五
七
年
三
月
に
未
来
社
か
ら
刊
行
し
た
『
濠

渠
と
風
車
』
の
「
あ
と
が
き
」
を
準
詩
化
）
か
ら
の
採
用
も
あ
り
、
極
め

て
異
例
の
形
態
を
と
っ
た
一
冊
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
「
奇
書
」
と
命
名

し
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。
「
準
詩
集
」
と
同
年
に
出
版
さ
れ
た

「
埴
谷
雄
高
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
全
論
集
罠
講
談
社
、
一
九
七
九
年
七
月
）

も
、
「
奇
書
」
の
名
を
冠
せ
ら
れ
て
い
る
が
（
立
石
伯
「
虚
実
の
向
こ
う

側
」
『
鳩
よ
！
」
’
九
九
一
年
九
月
号
）
、
こ
れ
ら
は
埴
谷
雄
高
と
い
う
文

学
者
の
特
異
性
を
示
す
一
例
で
あ
る
。

埴
谷
雄
高
の
著
作
の
装
頓
は
、
黒
を
基
調
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

講
談
社
版
『
死
霊
』
、
『
闇
の
な
か
の
黒
い
馬
」
（
河
出
書
一
男
新
社
）
、
『
埴

谷
雄
高
作
品
集
』
（
同
前
）
、
「
埴
谷
雄
高
全
集
』
（
講
談
社
）
な
ど
が
、
そ

の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
「
埴
谷
雄
高
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
全
論
集
』

も
「
準
詩
集
」
も
黒
衣
を
纏
っ
て
い
る
。
「
準
詩
集
」
の
函
や
各
頁
に
は

宇
宙
空
間
を
模
し
た
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
埴
谷
雄
高
の
好
み
の
反
映
で

（
北
２
｝

あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
さ
ら
に
、
『
準
詩
集
』
に
は
、
所
収

の
「
唄
石
」
（
『
文
藝
』
’
九
六
三
年
一
一
月
号
）
を
音
楽
化
し
た
「
バ
リ
ト

ン
と
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
「
限
石
」
ｌ
埴
谷
雄
高
の
詩
に
よ
る
ｌ
」

（
瓜
生
保
昭
作
曲
）
の
楽
譜
が
、
付
録
と
し
て
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
楽
譜
も
黒
い
紙
に
印
刷
し
た
も
の
で
あ
る
。

6０

Hosei University Repository
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Ｉ
は
、
『
寂
蓼
』
と
「
限
石
」
の
他
、
『
暗
黒
物
質
』
、
『
変
化
と
無
変
化
』
、

「
無
表
現
の
精
霊
」
、
「
水
素
原
子
』
、
一
荘
漠
と
し
た
も
の
」
の
七
篇
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
用
語
と
し
て
の
「
存
在
」
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
が
、
何
か
が
い
る
．
あ
る
気
配
が
漂
っ
て
お
り
、
課
題
と
し
て

の
「
存
在
」
に
迫
る
た
め
の
序
曲
に
相
応
し
い
。

冒
頭
部
に
は
、
散
文
詩
「
寂
蓼
』
と
、
「
限
石
」
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。

両
者
は
、
独
立
し
た
作
品
と
し
て
初
出
誌
に
発
表
さ
れ
た
。
前
項
で
扱
っ

た
『
寂
蓼
』
の
「
風
化
」
と
、
『
限
石
」
の
「
燃
え
が
ら
」
は
、
い
わ
ば

存
在
の
痕
跡
で
あ
る
。
「
燃
え
が
ら
」
は
、
「
い
ま
存
る
も
の
の
来
た
る
べ

き
か
た
ち
の
／
孤
独
な
、
小
さ
な
子
一
一
一
一
口
者
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
」
。

形
骸
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
風
化
作
用
と
は
異
な
り
、
可
視
の
状
態
に
あ

る
。
こ
こ
に
、
「
嘗
て
在
っ
た
生
の
燃
え
が
ら
の
不
思
議
」
が
あ
る
。

「
陽
石
』
と
『
暗
黒
物
質
』
に
は
、
宇
宙
的
要
素
が
前
面
に
押
し
出
さ

さ
て
、
『
準
詩
集
」
は
四
章
構
成
で
あ
る
。
各
章
は
ロ
ー
マ
数
字
で
分

類
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
主
題
は
、
次
の
よ
う
に
大
別
出
来

る
。

ⅣⅢⅡＩ
■■■■■■■■■■■

－

－

気
配

存
在

「
私
」

思
索

れ
て
い
る
。
他
の
準
詩
に
も
、
「
宇
宙
」
「
天
体
」
（
以
上
「
水
素
原
子
と
、

「
宇
宙
史
」
（
「
荘
漠
と
し
た
も
の
』
）
な
ど
の
語
彙
が
み
ら
れ
る
。
宇
宙
を

扱
っ
た
準
詩
は
他
の
章
に
も
み
ら
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

章
は
断
絶
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
通
有
の
要
素
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
い

る
。『
水
素
原
子
」
に
は
、
「
俺
が
俺
で
あ
る
こ
と
の
苦
痛
を
／
味
わ
い
知
っ

て
い
る
も
の
は
／
俺
の
ほ
か
に
／
誰
も
い
な
い
」
と
あ
る
。
「
俺
」
や

「
私
」
に
対
す
る
違
和
感
も
、
「
準
詩
集
」
の
重
要
な
主
題
の
一
つ
で
あ
る
。

続
く
「
荘
漠
と
し
た
も
の
』
は
、
次
の
章
へ
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
「
こ
の
俺
の
か
た
ち
は
／
変
化
の
母
胎
で
／
コ
ッ
プ
の
中
を
／

撹
絆
し
た
だ
け
で
も
／
あ
る
種
の
俺
の
感
じ
は
あ
る
」
と
、
漠
然
と
し
た

「
俺
」
の
正
体
に
迫
り
つ
つ
あ
る
。

Ⅱ
は
、
『
存
在
は
私
の
す
べ
て
を
」
、
戸
ま
、
ひ
と
つ
の
渦
状
星
雲
が
』
、

『
地
霊
よ
』
、
『
死
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
は
」
の
四
篇
か
ら
成
る
。

『
存
在
は
私
の
す
べ
て
を
」
で
、
「
存
在
」
の
文
字
が
初
め
て
登
場
す
る
。

「
存
在
は
私
の
す
べ
て
を
の
み
こ
む
」
。
し
か
し
、
「
時
間
が
つ
い
に
存
在

を
の
み
ほ
し
て
し
ま
う
」
と
、
存
在
に
対
す
る
時
間
の
優
位
性
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
章
句
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
「
存
在
と
時
間
』
の
、
「
現
存

ぼ
ん
や
り

在
が
、
一
般
に
存
在
と
い
っ
た
も
の
を
漠
然
と
理
解
し
解
釈
し
て
い
る
根

源
が
、
時
間
で
あ
る
」
（
桑
木
務
訳
）
と
の
一
節
を
想
起
さ
せ
る
。

「
地
霊
よ
」
の
地
霊
は
、
『
寂
蓼
」
の
地
熱
に
対
応
す
る
。
地
霊
は
、

「
幾
つ
も
の
秘
密
」
を
守
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
『
寂
蓼
」
の
地
熱
の
「
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
」
同
様
に
、
そ
の
中
身
は
判
然
と
し
な
い
。
「
準
詩
集
』

の
全
体
の
流
れ
か
ら
推
し
量
る
な
ら
ば
、
存
在
に
関
す
る
秘
密
も
含
ま
れ

て
い
る
に
違
い
な
い
。
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「
そ
い
□
の
「
と
に
か
く
そ
の
日
ま
で
待
と
う
」
と
い
う
声
は
、
い

つ
訪
れ
る
の
か
分
か
ら
な
い
「
そ
の
日
」
に
対
す
る
憤
慨
を
含
ん
だ
「
悲

痛
な
願
望
」
で
あ
る
。
「
そ
い
２
が
風
化
し
て
消
え
失
せ
た
後
は
、
一

陣
の
風
が
吹
き
抜
け
る
ば
か
り
の
元
の
寂
蓼
に
戻
る
。

Ⅲ
は
、
「
断
章
」
と
い
う
章
題
が
付
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
断
章
は
、

三
行
前
後
の
極
め
て
短
い
小
品
文
で
あ
る
。
頁
数
も
四
頁
に
過
ぎ
な
い
。

『
準
詩
集
」
を
太
陽
系
に
醤
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
章
は
小
惑
星
群
に
相
当

す
る
。
太
陽
系
の
惑
星
の
な
か
で
最
大
の
直
径
を
誇
る
の
は
木
星
だ
が
、

『
準
詩
集
』
の
な
か
で
最
も
分
量
の
多
い
の
は
次
章
で
あ
る
。
巨
観
が
目

礎
の
間
に
迫
る
場
所
に
あ
る
Ⅲ
は
、
一
つ
一
つ
の
準
詩
の
規
模
は
小
さ
い

も
の
の
、
群
を
な
し
た
と
き
に
、
看
過
出
来
な
い
輝
き
を
放
つ
。

こ
こ
に
櫛
比
す
る
準
詩
の
題
名
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
『
星
は
、

無
限
へ
向
っ
て
」
、
「
私
と
は
、
何
か
」
、
『
私
た
ち
は
、
す
べ
て
を
」
、
『
私

が
生
き
て
い
る
』
「
そ
は
秘
密
な
る
遊
園
地
』
、
『
や
が
て
は
そ
の
意
識
が
」
、

「
そ
れ
で
も
や
が
て
は
」
、
『
い
づ
こ
へ
行
き
な
さ
る
」
、
『
公
け
に
語
る
こ

と
」
、
「
わ
れ
は
墜
ち
ぬ
』
、
『
俺
は
俺
だ
と
』
、
「
死
ん
だ
も
の
は
』
。
な
お
、

（
桃
３
）

目
次
と
「
あ
と
が
き
」
と
で
、
題
名
の
異
な
る
作
ロ
叩
が
多
数
あ
る
。
目
次

作
品
内
の
連
続
性
を
見
出
す
な
ら
ば
、
「
寂
蓼
」
の
「
そ
い
２
に
は
、

『
死
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
は
』
の
次
の
一
一
一
一
口
説
に
照
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

た
だ
な
し
得
な
か
っ
た
悲
痛
な
願
望
が
、

私
達
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
な
い
永
劫
の
何
物
か
が
、

な
に
ご
と
か
に
固
執
し
つ
づ
け
て
い
る
ひ
と
り
の
精
霊
の
よ
う
に
、

高
い
虚
空
の
風
の
流
れ
の
な
か
で
鳴
っ
て
い
る
。

｛
マ
マ
〉

「
私
」
は
、
し
か
し
、
「
一
つ
の
幅
が
あ
っ
て
そ
の
な
か
に
／
囚
ら
れ
て

い
る
」
（
『
私
が
生
き
て
い
る
』
）
に
過
ぎ
な
い
。
「
私
」
に
対
す
る
認
識
は
、

や
が
て
、
「
俺
は
俺
だ
と
荒
々
し
く
い
い
切
り
た
い
の
だ
。
そ
し
て
、
い

い
き
っ
／
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
責
苦
」
（
『
俺
は
俺
だ
と
」
）
と
変
化
す
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
は
、
『
死
霊
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
自
同
律
の
不
快
」
で

あ
る
。
存
在
の
形
式
が
、
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
確
立
し
て
い
る
状
態
が
、

「
一
つ
の
幅
」
で
あ
る
。
他
の
異
な
る
存
在
形
式
が
な
い
事
実
を
認
め
ら

れ
な
い
た
め
に
、
「
責
苦
」
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
「
自
同
律
の
不
快
」
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
埴
谷
雄
高
は
、
自
己
の
造
語
で
あ
る
「
自
同
律

の
不
快
」
や
「
虚
体
」
な
ど
の
用
語
を
一
切
使
わ
ず
に
、
「
私
」
と
い
う

存
在
を
肯
定
出
来
な
い
苛
立
ち
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
章
の
最
後
は
『
死
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
は
』
で
あ
っ
た
が
、
Ⅲ
の
棹

尾
も
「
死
ん
だ
も
の
は
』
で
あ
り
、
作
品
配
列
に
は
共
通
性
が
あ
る
。

ま
た
、
「
死
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
は
」
の
「
死
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
は

も
う
何
事
も
語
ら
な
い
」
と
、
『
死
ん
だ
も
の
は
』
の
「
死
ん
だ
も
の
は

も
う
帰
っ
て
こ
な
い
」
は
、
ほ
ぼ
同
じ
言
い
廻
し
で
あ
る
。
次
章
の
「
権

力
に
つ
い
て
』
で
、
政
治
と
は
「
黒
い
死
を
も
た
ら
す
権
力
」
で
あ
る
と

の
題
名
は
、
Ⅱ
と
同
じ
く
、
各
断
章
の
酵
頭
の
一
節
を
採
用
し
た
も
の
で

あ
る
。

こ
の
章
は
、
「
私
」
を
問
う
た
準
詩
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
。

私
と
は
、
何
か
。
そ
れ
は
、
飛
躍
に
よ
っ
て
、
或
い
は
、
徒
歩
に
よ

っ
／
て
、
自
身
以
外
の
も
の
に
絶
え
ず
な
り
た
い
と
志
向
す
る
と
こ

ろ
の
／
不
思
議
な
精
神
で
あ
る
。

ｓ
私
と
は
、
何
か
」
）
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表現の可能性

指
弾
し
た
箇
所
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
準
詩
集
』
の
各
章
を
連
繋
す

る
一
本
の
糸
が
「
死
」
で
あ
る
。
「
風
化
」
ｓ
寂
蓼
」
）
や
「
燃
え
が
ら
」

（
「
限
石
乞
も
、
物
体
の
最
終
形
態
と
し
て
同
列
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

Ⅳ
は
、
「
準
詩
集
」
の
約
四
割
を
占
め
て
い
る
。
『
政
治
を
め
ぐ
る
断
想
」
、

「
権
力
に
つ
い
て
』
、
『
事
実
と
真
実
に
つ
い
て
の
断
片
』
、
『
想
像
力
に
つ

い
て
の
断
片
』
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
『
政
治
を
め
ぐ
る
断
想
』
が
全
作

品
の
な
か
で
最
長
で
あ
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
こ
の
章
の
四
作
品
は
、

「
私
好
み
の
、
想
念
か
ら
想
念
へ
飛
び
移
り
ゆ
く
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
」
で
、

「
こ
れ
ら
の
断
片
も
ま
た
、
詩
ら
し
き
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

で
あ
る
」
と
の
説
明
が
あ
る
。
四
篇
と
も
、
断
片
と
し
て
初
出
誌
に
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
他
の
章
と
趣
向
の
異
な
る
形
態
で
あ
る
。

埴
谷
雄
高
は
、
『
死
霊
』
を
中
断
し
て
い
た
期
間
に
、
多
く
の
政
治
論

文
を
執
筆
し
て
い
る
。
前
章
の
「
死
ん
だ
も
の
は
」
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
批

判
の
先
駆
と
な
っ
た
「
永
久
革
命
者
の
悲
哀
」
か
ら
の
抜
粋
だ
が
、
『
死

ん
だ
も
の
は
』
自
体
は
、
「
死
ん
だ
も
の
は
も
う
帰
っ
て
こ
な
い
。
／
生

き
て
る
も
の
は
生
き
て
る
こ
と
し
か
語
ら
な
い
」
と
僅
か
二
行
の
断
章
で

あ
り
、
政
治
的
文
脈
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
政
治
を

め
ぐ
る
断
想
』
と
『
権
力
に
つ
い
て
」
の
二
篇
の
主
題
は
政
治
で
あ
っ
て
、

『
準
詩
集
』
の
他
の
作
品
と
は
、
形
態
の
み
な
ら
ず
内
容
に
も
暹
庭
が
あ

る
。
Ｉ
～
Ⅲ
で
は
、
主
に
宇
宙
や
存
在
に
思
考
を
巡
ら
せ
て
い
た
の
に
対

し
、
こ
こ
で
は
人
間
の
実
生
活
に
直
接
的
に
関
わ
る
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
他
の
章
と
の
最
も
大
き
な
差
異
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
抽
象
度
の

高
い
政
治
思
想
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
意
味
で
は
他
三
章
と
通
底

し
て
い
る
。

最
後
の
『
想
像
力
に
つ
い
て
の
断
片
』
が
、
そ
れ
ま
で
の
準
詩
を
包
括

本
稿
で
は
、
「
準
詩
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
『
不
合
理
ゆ
え
に
苔

信
ず
』
と
ヨ
死
霊
』
断
章
」
に
つ
い
て
は
殆
ど
触
れ
て
い
な
い
が
、
最

後
に
、
後
者
を
中
心
と
し
て
『
準
詩
集
』
と
関
連
づ
け
て
述
べ
た
い
。

最
晩
年
の
埴
谷
雄
高
は
、
「
死
霊
』
九
章
（
『
群
像
』
一
九
九
五
年
二

月
号
）
完
成
後
に
、
「
『
死
霊
』
断
章
」
（
『
群
像
」
一
九
九
六
年
八
月
号
、

九
月
号
、
二
月
号
、
一
二
月
号
、
一
九
九
七
年
四
月
号
）
を
五
回
に
渡

っ
て
断
続
的
に
発
表
し
た
。
「
断
章
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
「
準
詩
」

｜
→
ｑ
》
Ｕ
｜

す
る
役
割
を
担
っ
て
い
う
（
一
｝
。
例
え
ば
、
「
時
間
と
空
間
が
宇
宙
を
入
れ
る

容
器
で
あ
る
ご
と
く
に
、
想
像
力
は
生
の
全
体
を
い
れ
る
容
器
で
あ
る
」

と
断
言
し
た
旨
頭
部
は
、
埴
谷
雄
高
文
学
の
特
徴
の
一
つ
を
端
的
に
述
べ

た
箇
所
で
も
あ
る
。
「
埴
谷
雄
高
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
想
像
力
・
イ
メ

ー
ジ
の
作
家
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
（
藤
一
也
『
「
不
合
理

ゆ
え
に
吾
信
ず
」
論
」
．
冬
樹
社
、
一
九
七
六
年
一
○
月
）
と
論
じ
ら
れ

た
よ
う
に
、
埴
谷
雄
高
に
と
っ
て
の
創
作
活
動
と
は
、
想
像
●
刀
を
駆
使
し

た
思
考
実
験
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
準
詩
集
』
に
は
散
文
詩
、
断
章
、
断
片
な
ど
の
表
現

形
式
が
蛸
集
し
て
い
る
。
目
次
、
あ
と
が
き
、
著
者
略
歴
を
含
め
て
も
八

四
頁
の
小
）
ｅ
な
書
物
に
過
ぎ
な
い
が
、
限
ら
れ
た
空
間
に
埴
谷
雄
高
の
思

想
の
精
髄
を
収
め
た
一
冊
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
一
作
家
の
思
い
つ
き
に

よ
っ
て
誕
生
し
た
『
準
詩
集
』
と
い
う
奇
妙
な
企
て
は
、
し
か
し
、
埴
谷

雄
高
が
試
み
た
多
様
な
表
現
形
式
を
凝
縮
し
た
稀
有
の
産
物
な
の
で
あ
っ

た
。

お
わ
り
に
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と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
．
遠
丸
立
「
埴
谷
雄
高
ｌ

「
死
霊
」
九
章
断
章
論
（
下
Ｔ
」
（
「
公
評
」
一
九
九
八
年
六
月
号
）

に
て
、
次
の
よ
う
に
概
括
さ
れ
て
い
る
。

誇
張
度
の
高
い
表
現
で
飾
っ
た
論
調
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、

弓
死
霊
』
断
章
」
は
、
動
か
ら
静
へ
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
は
や

小
説
作
品
を
描
け
な
く
な
っ
た
作
者
は
、
残
さ
れ
た
臂
力
を
断
章
に
込
め

た
に
違
い
な
い
。
半
世
紀
以
上
に
渡
っ
て
試
み
て
き
た
散
文
と
韻
文
の
融

合
が
、
埴
谷
雄
高
の
文
学
の
最
期
を
締
め
括
っ
た
の
で
あ
る
。

「
死
霊
」
や
「
闇
の
な
か
の
黒
い
馬
」
を
代
表
と
す
る
散
文
作
品
は
、

「
思
考
実
験
」
の
結
晶
で
あ
る
。
一
方
、
「
不
合
理
ゆ
え
に
吾
信
ず
』
に
始

ま
り
、
『
準
詩
集
』
を
経
て
、
弓
死
霊
』
断
章
」
に
至
る
流
れ
は
、
表
現

の
実
験
の
軌
跡
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
短
い
文
一
一
一
一
口
の
な
か
に
思
考
の
極
点
を

集
約
す
る
、
も
う
一
つ
の
実
験
で
あ
っ
た
。

「
断
章
（
｜
）
」
と
（
三
に
は
、
溶
岩
が
流
れ
だ
す
よ
う
な
熱
気
と

迫
力
が
あ
る
。
読
者
は
圧
倒
さ
れ
、
快
哉
を
呼
ぶ
。
内
側
に
煮
え
た

ぎ
っ
て
い
た
塊
り
が
、
九
章
の
完
結
に
よ
る
一
応
の
満
足
、
安
堵
、

自
侍
の
余
勢
を
駆
っ
て
一
気
に
「
白
紙
」
上
溢
れ
だ
し
た
観
が
あ
る
。

恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
文
章
の
勢
い
だ
。
同
一
形
容
詞
を
三
つ
も
四
つ
も

重
畳
さ
せ
る
長
い
文
章
。
し
か
し
筆
者
の
気
睨
に
押
さ
れ
、
目
障
り

と
な
ら
ず
、
ス
ー
ツ
と
こ
っ
ち
の
内
側
に
入
っ
て
く
る
。

（
三
）
、
（
四
）
、
（
五
）
は
、
熱
気
が
や
や
鎮
静
し
、
マ
グ
マ
の
噴
出

量
が
前
者
に
比
べ
貧
し
く
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
数
行
程
度
の
筬
言

ふ
う
の
短
文
に
収
束
し
て
い
く
。

（
注
）

１
同
作
品
は
、
評
論
集
『
濠
渠
と
風
車
」
（
未
來
社
、
一
九
五
七
年
三
月
）

と
『
埴
谷
雄
高
作
品
集
」
第
四
巻
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
初
出
の

表
記
が
「
「
序
曲
』
第
一
輯
二
三
年
一
月
」
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
こ
で
詳
述
は
し
な
い
が
、
幾
つ
か
の
年
譜
で
も
「
序
曲
」
の
発
行
年

月
に
誤
り
が
あ
る
。
最
近
の
年
譜
で
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

２
埴
谷
雄
高
の
好
き
な
色
は
黒
で
あ
る
。
ま
た
、
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
暗

黒
か
ら
発
生
す
る
」
（
埴
谷
雄
高
・
立
花
隆
「
無
限
の
相
の
も
と
に
』
、

平
凡
社
、
一
九
九
七
年
三
月
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
短
篇

「
意
識
』
弓
文
藝
』
一
九
四
八
年
八
月
）
に
は
、
閉
じ
た
瞼
を
押
し
て

暗
黒
の
な
か
か
ら
光
を
創
造
す
る
場
面
が
あ
る
。

３
目
次
と
「
あ
と
が
き
」
で
題
名
の
異
な
る
準
詩
は
、
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
（
九
括
弧
内
が
「
あ
と
が
き
」
で
の
表
記
）
。

『
星
は
、
無
限
へ
向
っ
て
』
（
『
星
は
、
無
限
全
）

『
私
と
は
、
何
か
」
ｓ
私
と
は
何
か
ご

『
私
た
ち
は
、
す
べ
て
を
」
ｓ
私
た
ち
は
、
す
べ
て
」
）

「
私
が
生
き
て
い
る
』
（
「
私
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
）

「
そ
は
秘
密
な
る
遊
園
地
」
ｓ
そ
は
わ
が
秘
密
な
る
遊
園
地
ご

「
い
づ
こ
へ
行
き
な
さ
る
』
（
百
ず
こ
へ
』
）

『
公
け
に
語
る
こ
と
」
Ｓ
公
け
に
』
）

※
『
埴
谷
雄
高
準
詩
集
』
収
録
作
品
に
は
、
引
用
と
の
混
同
を
避
け
る
た

め
に
、
二
重
の
鍵
括
弧
を
付
し
た
。
ま
た
、
引
用
文
で
用
い
た
「
／
」

は
本
文
に
於
け
る
改
行
を
示
す
。

（
た
な
べ
ゆ
う
す
け
・
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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