
文

教

るふ
民間

戸~

二子

育

ノ

『
永
訣
の
朝
』

の
理
解
に
触
れ
て
｜
｜

ー
近
代
読
者
論
の
陥
穿
克
服
の
た
め
に

今
日
で
は
す
で
に
常
識
だ
が
、
文
学
作
品
は
受
け
取
る
人
ご
と
に
意
味

・
価

値
が
違
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
い
ち
は
や
く
指
摘
し
た
の
が
近
代
読
者
論
で

あ
っ
た
。
近
代
読
者
論
は
解
釈
の
自
由
の
意
味
を
著
し
く
拡
大
し
た
か
ら
、
読

者
に
よ
る
創
造
的
解
釈
さ
え
許
す
も
の
と
な
っ
た
。
記
号
論
的
に
い
え
ば
、

ン
テ
キ
ス
ト
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
る
記
号
の
読
み
替
え
で
あ
る
。
こ
の
点
を
積

極
的
に
生
か
し
つ
つ
、
近
代
読
者
論
の
無
反
省
な
受
容
か
ら
一
部
に
見
ら
れ
る

解
釈
の
無
政
府
主
義
を
克
服
し
て
、
文
学
的
感
動
享
受
の
た
め
の
一
方
法
論
を

考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、

コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
意
識
的
に
ず
ら
し
て
作
品
の
創
造
的
解
釈
を
試
み

れ
ば
、
読
者
は
意
識
的

・
無
意
識
的
に
解
釈
に
お
い
て
自
己
を
投
影
す
る
。
こ

れ
を
再
び
原
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
解
釈
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己

相
対
化
の
自
覚
を
伴
う
精
神
的
放
電
現
象
と
も
い
う
べ
き
感
動
を
誘
発
す
る
。

こ
う
し
て
、
読
者
の
解
釈
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
鍛
え
直
す
こ
と
に
使
わ
れ
て
こ

そ
、
語
学
教
育
の
教
材
と
し
て
は
必
ず
し
も
万
人
向
き
の
も
の
と
は
い
え
な
い
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文
学
作
品
が
、
国
語
科
教
育
の
教
材
と
な
り
う
る
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
と
筆

者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
事
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
み
た
い
。
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。

な
ん
と
な
く
君
に
待
た
る
る
心
地
し
て
い
で
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な

コ

い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
で
き
る
。
「
君
に

待
た
る
る
心
地
し
て
」
と
い
う
か
ら
、
女
が
恋
人
に
待
た
れ
て
い
る
気
が
し
て

野
に
出
て
み
た
ら
タ
月
が
出
て
い
た
と

い
う
情
景
と
理
解
す
る
と
し
て
も
、
こ

こ
の
歌
を
自
由
に
解
釈
し
て
み
る
と
、

の
作
者
を
二
十
歳
く
ら
い
と
想
定
す
る
と
、
清
新
な
初
恋
の
頃
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
。

作
者
の
年
齢
を
四
十
歳
く
ら
い
と
想
定
す
る
と
、
不
倫
の
雰
囲
気
も
あ
ろ
う
。

「
花
野
」
が
秋
の
季
語
に
も
な
る
事
を
考
慮
す
れ
ば
、
秋
の
花
が
咲
く
野
に
上

る
タ
月
の
白
っ
ぽ
き
と
あ
わ
せ
て
、
怪
し
い
関
係
の
「
君
」

へ
の
期
待
に
引
か

さ
れ
て
野
に
出
て
見
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
、

し
か
も
野
に
出
て
み
て
見
え
る

＊ 
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の
が
た
だ
の
白
っ
ぽ
い
タ
月
だ
と
す
れ
ば
、
夕
闇
迫
る
中
に
件
む
中
年
女
の
寂

し
さ
も
、
う
っ
す
ら
と
、

し
か
し
寒
い
く
ら
い
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

さ
ら
に
は
、
こ
の
歌
の
作
者
を
七
・
八
十
歳
の
老
女
と
想
定
す
る
と
、
「
君
に

待
た
る
る
心
地
」
の
相
手
が
、
「
あ
の
世
の
君
」
に
も
十
分
な
り
う
る
。
秋
の
花

が
咲
く
野
に
白
っ
ぽ
い
タ
月
を
見
て
、
「
あ
の
世
の
君
」
を
静
か
に
想
う
老
女
の

幽
艶
な
心
境
と
も
読
め
る
。

さ
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
作
品
は
、
与
謝
野
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
』
の

脈
脂
紫
の
章
に
あ
る
。
本
来
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
お
い
て
こ
れ
を
解
釈
す
る
な

ら
、
歌
の
作
者
は
二
十
歳
前
後
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
右
に
試
み
た
後
二
つ
の
解

釈
を
比
較
の
対
象
に
得
た
読
者
が
、
『
み
だ
れ
髪
』
の
中
で
読
み
直
し
て
み
れ

ば
、
こ
れ
が
磐
り
を
知
ら
ぬ
若
さ
の
所
産
で
あ
る
こ
と
が
鮮
明
に
な
る
。
青
春

の
揺
ら
め
く
情
緒
を
大
胆
に
描
い
た
だ
け
で
な
く
、
明
治
時
代
に
あ
っ
て
時
代

に
先
駆
け
た
天
才
的
女
性
の
優
れ
た
自
己
主
張
で
あ
り
、
晶
子
が
こ
の
歌
で
見

て
い
た
タ
月
も
そ
の
延
長
線
上
で
捉
ら
え
ら
れ
た
も
の
と
見
れ
ば
、
先
に
想
像

し
た
よ
う
な
哀
れ
っ
ぽ
い
も
の
で
は
な
く
、
内
に
促
す
も
の
に
従
っ
て
溌
刺
と

行
動
す
る
人
が
捉
え
た
、

お
そ
ら
く
爽
や
か
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
距
離
・
落
差
に
気
づ
く
こ
と
が
品
子
の
魅
力
を
く
っ
き
り
と
見
せ
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
程
度
の
こ
と
な
ら
、
『
み
だ
れ
髪
』
を
読
む
だ
け
で
理
解
で
き
る
と
い
う

反
論
も
あ
ろ
う
が
、

は
た
し
て
そ
う
か
。
従
来
の
解
釈
で
は
、

た
だ
印
象
の
清

そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
作
品
が
古
典
に
な
り
う
る
は

ず
も
な
い
の
だ
が
、
清
新
さ
を
芯
の
部
分
で
支
え
、
作
品
を
古
典
た
ら
し
め
て

い
る
精
神
的
雄
勤
さ
を
指
摘
し
た
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
理
解
さ
れ
た
結
果
の

知
識
内
容
も
大
切
だ
が
、
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
理
解
の
過
程
で
『
み
だ
れ

新
さ
を
指
摘
す
る
の
み
で
、

髪
』
の
世
界
が
読
者
の
事
前
の
解
釈
を
相
対
化
す
る
形
で
立
ち
現
れ
る
点
で
あ

る
。
自
分
が
わ
ず
か
に
う
か
が
い
知
っ
た
か
と
思
っ
た
世
界
を
、
み
ご
と
に
相

対
化
す
る
形
で
現
れ
る
世
界
に
目
覚
め
る
時
の
感
動
を
、
こ
う
し
て
導
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
捉
え
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
作
品
の

背
後
に
あ
る
作
家
の
精
神
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
に
な
る
。
表
現

を
背
後
で
支
え
る
精
神
に
ま
で
届
く
解
釈
は
、
読
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
の
相

対
関
係
の
中
で
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
自
覚
化
さ
れ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
し
た
い
の
だ
が
、
筆
者
は
文
学
教
育
を
近
代
読
者
論
以

前
の
解
釈
と
同
じ
も
の
に
導
く
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

文
学
の
解
釈
に
動
か
ぬ
正
解
を
求
め
る
教
育
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。

一
つ
の
仮
定
か
ら
導
い
た
解
釈
を
相
対
化
す

の
世
界
が
現
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
歌
が
若
い
男
性
の
書

簡
に
書
き
込
ま
れ
た
と
仮
定
し
て
新
劇
の
世
界
を
想
定
し
た
場
合
、
老
人
が
散

歩
仲
間
に
送
っ
た
手
紙
に
書
か
れ
た
と
仮
定
し
て
風
雅
の
世
界
を
想
定
し
た
場

見
て
き
た
晶
子
の
歌
に
し
て
も
、

る
『
み
だ
れ
髪
』

合
等
、
比
較
の
対
象
を
ず
ら
す
な
ら
、
も
と
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
解
釈
の

ま
た
異
な
っ
た
影
を
も
っ
た
側
面
を
現
わ
す
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
読
者
の
想
定
と
そ
れ
を
相
対
化
す
る
作
者
像
が
立
ち
現
れ
る
過
程

に
、
文
学
受
容
の
感
動
あ
る
い
は
理
解
の
主
要
な
一
面
が
あ
る
と
考
え
る
の
で

感
動
は
、

あ
る
。
文
学
的
イ
メ
ー
ジ
は
こ
の
よ
う
な
相
対
関
係
に
お
い
て
、
読
者
に
意
味

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

読
者
の
価
値
観
を
導
入
す
る
な
ら
、
原
作
を
上
回
る
解
釈
も
あ
り
得
る
。
こ

の
時
は
、
異
本
テ
キ
ス
ト
の
創
作
、
あ
る
い
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト
も
含
め
た
作
者

の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
対
す
る
批
評
の
始
ま
り
に
も
な
る
。
批
評
と
は
、
作
者
の

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
批
評
家
の
解
釈
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
関
係
の
説
明
で
あ
る
と



い
っ
て
も
よ
い
。

理
論
的
に
は
多
様
な
解
釈
が
成
立
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
内
の
一
つ

だ
け
を
正
解
に
す
る
愚
は
近
代
読
者
論
の
提
唱
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
。
し
か

し
、
他
な
ら
ぬ
近
代
読
者
論
の
陥
穿
に
無
自
覚
な
ま
ま
の
学
校
教
育
へ
の
導
入

が
、
学
習
者
の
読
書
へ
の
無
気
力
を
誘
発
し
て
い
る
面
も
あ
る
。
幾
ら
読
み
込

ん
で
も
「
正
解
」
に
出
会
い
え
な
い
こ
と
に
よ
り
、
文
学
的
感
動
が
奪
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
近
代
読
者
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
表
現
を
歪
曲

し
な
い
限
り
、
読
者
の
解
釈
の
自
由
は
ど
こ
ま
で
も
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
自
由
を
得
た
読
者
の
う
ち
の
ど
れ
だ
け
が
真
に
創
造
的
で
あ
り

得
る
か
。
読
者
が
各
自
の
解
釈
を
試
み
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
読
者
が
想
定
し

た
自
前
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
作
品
理
解
で
あ
り
、
多
く
は
読
者
の
好
み
を

作
品
に
投
影
し
た
だ
け
の
袋
小
路
に
終
わ
る
。
指
導
者
に
よ
っ
て
適
切
に
配
慮

さ
れ
た
よ
り
優
れ
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
が
教
室
に
導
入
さ
れ
な
い
な
ら
、
初
学
の

読
者
が
想
定
す
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
最
初
か
ら
学
習
者
の
精
神
に
事
前
に
用
意

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
学
習
の
場
は
賑
わ
お
う
と
も
、
議
論
の
い
き

着
く
と
こ
ろ
は
、
理
論
的
に
い
っ
て
も
各
自
別
々
の
自
惚
れ
鏡
を
見
て
い
る
の

と
同
じ
状
態
に
な
る
。

い
く
ら
か
の
自
己
批
判
力
を
身
に
着
け
た
学
習
者
は
、

こ
れ
が
い
わ
ば
次
元
の
低
い
段
階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
漠
然
と
で
は
あ
っ
て

も
自
覚
し
て
い
る
。
学
習
者
自
身
が
直
ぐ
こ
れ
に
気
づ
き
飽
き
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
優
秀
な
学
習
者
は
退
屈
し
て
い
な
が
ら
そ
れ
と
い
え
ず
、
楽
し
ん

で
い
る
の
は
そ
れ
に
気
づ
か
ぬ
教
師
だ
け
と
い
う
状
況
が
、
管
見
に
入
っ
た
ご

く
狭
い
範
囲
の
現
実
で
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
学
習
者
自

身
に
克
服
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
先
の
方
法
を
提
唱
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

2

異
レ
ベ
ル
・
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
領
略
の
感
動

結
局
は
同
じ
事
を
言
い
た
い
の
だ
が
、
若
干
角
度
を
変
え
て
説
明
を
加
え
て

み
、る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
良
い
。
服
部
土
芳
の
俳
句
に
「
梅

一
輪
一

輪
ほ
ど
の
あ
た
た
か
さ
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
作
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を

一
時
無
視
す
れ
ば
、
こ
れ
に
は
二
種
の
読
み
が
可
能
で
あ
る
。

梅
一
輪

一
輪
ほ
ど
の
あ
た
た
か
さ

梅
一
輪
一
輪
ほ
ど
の
あ
た
た
か
さ

I
l
l
l
b
 

い
ず
れ
の
読
み
を
取
る
か
は
解
釈
の
問
題
だ
が
、
同
時
に
価
値
観
の
受
容
の

問
題
を
含
ん
で
い
る
。
筆
者
に
も
、
中
学
生
の
頃
だ
っ
た
か
、

a
の
読
み
が
納

得
で
き
な
か
っ
た
記
憶
が
あ
る
。

a
の
読
み
で
は
、
梅
の
花
が
一
輪
だ
け
咲
く

ほ
ど
の
暖
か
さ
だ
か
ら
、
寒
さ
が
強
く
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、

b 

の
諸
山
み
で
は
、

一
輪
、
ず
つ
だ
が
毎
日
花
が
開
い
て
い
る
よ
う
で
、
確
実
に
暖
か

く
な
っ
て
い
る
春
を
歌
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
生
活
者
の
立
場
に
立
つ
限

、

れ
川
ノ

a
の
読
み
で
受
け
取
る
春
の
喜
び
は
、

b
の
読
み
の
そ
れ
よ
り
小
さ
い
。

春
の
兆
し
が
か
す
か
な
な
ほ
ど
発
見
の
興
奮
が
大
き
い
と
理
解
す
る
に
は
、
威
む

覚
の
冴
え
そ
の
も
の
を
喜
ぶ
美
意
識
が
導
入
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

a 
の

読
み
を
支
持
す
る
解
釈
は
、
春
の
兆
し
を
発
見
す
る
感
覚
の
冴
え
を
尊
ぶ
特
殊

は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
価
値
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

a
の
読
み
と
解
釈
を
受
け
入
れ
る
と
き
に
は
、

な
集
団
に
あ
っ
て
、

b
の
読
み
を
し
て
い
た
者
が
、

こ
の
風
流
人
特
殊
集
団
の
価
値
観
（
こ
れ
を
集
団
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
呼
ん
で



も
よ
い
で
あ
ろ
う
）

で
き
れ
ば
、

の
受
容
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
集
団
の
特
殊
性
さ
え
理
解

そ
の
集
団
内
部
の
価
値
観
を
了
解
す
る
の
に
さ
し
て
困
難
は
な
い
。

こ
の
受
容
が
共
感
を
伴
う
と
き
、
閃
き
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
。
こ
の
閃
き
は
精

神
的
放
電
現
象
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
精
神
現
象
こ
そ
文
学
的

感
動
の
中
で
重
要
な
も
の
と
理
解
す
る
。
こ
れ
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
小
説
を

読
ん
で
貰
い
泣
き
す
る
甘
い
感
動
と
、
感
情
移
入
に
よ
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、

自
己
の
従
来
の
価
値
観
・
視
点
と
は
異
な
る
語
り
手
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
受
容

し
て
い
る
点
で
本
質
的
差
異
が
あ
る
。
新
し
い
視
点
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
視
界

を
得
た
晴
れ
や
か
さ
が
あ
る
。
筆
者
は
、
貰
い
泣
き
す
る
感
動
を
排
除
す
る
も

の
で
は
な
い
。
否
、
こ
こ
に
得
ら
れ
る
疑
似
体
験
に
は
一
種
の
精
神
的
治
癒
効

果
も
認
め
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
読
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
鍛
え
直
し
は
伴
わ
な

い
。
読
者
が
作
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
対
決
し
、
や
が
て
こ
れ
を
受
容
す
る
際

の
感
動
を
、
文
学
教
育
の
中
で
も
重
要
な
も
の
と
位
置
づ
け
た
い
。

近
代
読
者
論
の
安
易
で
無
反
省
な
教
育
現
場
へ
の
導
入
に
は
、
極
論
す
れ
ば

読
者
の
無
知
に
お
も
ね
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
様
な
意
味
で
、
現
在
の

教
育
現
場
が
、
生
徒
に
分
か
り
ゃ
す
い
だ
け
の
作
品
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
批

判
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
最
初
か
ら
読
者
と
同
質
同
レ
ベ
ル
の
作
品
に
こ

の
驚
き
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト

が
作
品
の
読
み
替
え
を
可
能
に
す
る
が
、
こ
う
し
た
読
み
替
え
を
超
え
て
立
ち

現
わ
れ
る
原
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
包
摂
す
る
作
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
領
略
し
て

こ
そ
、
作
品
に
親
し
む
喜
び
も
あ
る
と
考
え
る
し
、
文
学
作
品
が
国
語
科
教
育

の
教
材
と
な
る
理
由
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

読
書
を
通
じ
て
の
疑
似
体
験
を
楽
し
み
な
が
ら
も
、
近
代
読
者
論
的
解
釈
の

自
由
の
も
と
で
、

よ
り
高
次
に
鍛
え
ら
れ
た
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
異
な
る
レ
ベ
ル

四

の
価
値
観
を
獲
得
さ
せ
る
方
向
に
導
く
教
育
が
不
可
欠
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は

技
術
的
訓
練
も
必
要
で
あ
る
。
で
は
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
学
習
さ
せ
る
か
。
答

え
は
常
識
的
だ
が
、
多
少
と
も
歌
集
や
句
集
に
目
を
通
す
と
と
も
に
、
作
品
の

語
り
手
の
目
と
こ
れ
を
支
配
す
る
意
識
・
無
意
識
を
捉
え
る
他
は
な
い
。
先
の

土
芳
の
俳
句
の
理
解
に
も
、
作
者
の
他
の
作
品
を
見
る
と
と
も
に
、
作
品
に
お

そ
の
心
の
ひ
そ
め
方
の
把
握
が
必
要
だ
っ
た
よ

う
に
記
憶
す
る
。
短
詩
形
教
材
を
取
り
上
げ
る
に
際
し
て
は
、
特
に
こ
う
し
た

理
解
を
助
け
る
よ
う
な
配
慮
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

け
る
目
の
つ
け
所
に
注
目
し
、

3 

語
り
手
領
略
の
方
法

短
詩
形
文
学
の
場
合
は
、
比
較
的
他
の
作
品
を
通
し
て
こ
れ
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
詩
集
や
短
編
集
に
も
な
る
と
、
こ
れ
を
学
習
の
場
に
持
ち
込
む

こ
と
が
困
難
な
場
合
が
多
い
。
そ
う
な
る
と
一
つ
の
作
品
に
お
い
て
、
こ
れ
を

捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
語
り
手
の
目
が
捉
え
た
結
果
ば
か

そ
の
結
果
か
ら
逆
算
さ
れ
た
語
り
手
の
視
点
に

読
者
の
目
を
重
ね
、
語
り
手
の
目
を
支
配
し
て
い
る
意
識
・
無
意
識
を
解
読
す

る
必
要
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
類
似
の
主
張
は
か
つ
て
西
郷
竹
彦
や
向
山
洋

り
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、

一
な
ど
に
よ
っ
て
は
や
く
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
教
育
論
と
し
て
は
、
多
分

陳
腐
と
見
ら
れ
よ
う
が
、
彼
等
の
よ
う
に
機
械
的
視
点
論
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
作

者
の
自
意
識
・
無
意
識
も
含
め
て
、
作
者
が
作
品
世
界
を
包
括
的
に
見
て
い
る

よ
う
に
読
者
も
み
る
こ
と
で
、
作
品
の
表
現
の
必
然
性
も
確
認
さ
れ
る
。
同
時

に
、
語
り
手
と
し
て
の
詩
人
が
無
意
識
に
語
る
語
り
手
と
し
て
の
詩
人
像
が
明

ら
か
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
作
品
の
語
り
手
自
体
を
鑑
賞
の
対
象
と
す
る
い
と
ぐ



た
い
。
宮
沢
賢
治
の
『
永
訣
の
朝
』
を
取
り
上
げ
る
。

ち
を
掴
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
具
体
的
な
作
品
解
釈
を
通
し
て
説
明
し
て
み

「
永
訣
の
朝
」

け
ふ
の
う
ち
に

と
ほ
く
へ
い
っ
て
し
ま
ふ
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
よ

み
ぞ
れ
が
ふ
っ
て
お
も
て
は
へ
ん
に
あ
か
る
い
の
だ

（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）

う
す
あ
か
く
い
っ
さ
う
陰
惨
な
雲
か
ら

み
ぞ
れ
は
び
ち
よ
び
ち
よ
ふ
っ
て
く
る

（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）

青
い
尊
菜
の
も
や
う
の
つ
い
た

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
か
け
た
陶
椀
に

お
ま
へ
が
た
べ
る
あ
め
ゆ
き
を
と
ら
う
と
し
て

わ
た
く
し
は
ま
が
っ
た
て
っ
ぽ
う
だ
ま
の
や
う
に

」
の
く
ら
い
み
ぞ
れ
の
な
か
に
飛
び
だ
し
た

（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）

蒼
鉛
い
ろ
の
暗
い
雲
か
ら

み
ぞ
れ
は
び
ち
よ
び
ち
よ
沈
ん
で
く
る

あ
あ
と
し
子

死
ぬ
と
い
ふ
い
ま
ご
ろ
に
な
っ
て

わ
た
く
し
を
い
っ
し
ょ
う
あ
か
る
く
す
る
た
め
に

こ
ん
な
さ
つ
ば
り
し
た
雪
の
ひ
と
わ
ん
を

お
ま
へ
は
わ
た
く
し
に
た
の
ん
だ
の
だ

5 10 15 20 

A a 

あ
り
が
た
う
わ
た
く
し
の
け
な
げ
な
い
も
う
と
よ

わ
た
く
し
も
ま
っ
す
ぐ
に
す
す
ん
で
い
く
か
ら

（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）

は
げ
し
い
は
げ
し
い
熱
ゃ
あ
え
ぎ
の
あ
ひ
だ
か
ら

お
ま
へ
は
わ
た
く
し
に
た
の
ん
だ
の
だ

銀
河
や
太
陽

気
圏
な
ど
と
よ
ば
れ
た
せ
か
い
の

そ
ら
か
ら
お
ち
た
雪
の
さ
い
ご
の
ひ
と
わ
ん
を

ふ
た
き
れ
の
み
か
げ
せ
き
ざ
い
に

み
ぞ
れ
は
さ
び
し
く
た
ま
っ
て
ゐ
る

わ
た
く
し
は
そ
の
う
へ
に
あ
ぶ
な
く
た
ち

雪
と
水
と
の
ま
つ
し
ろ
な
二
相
系
を
た
も
ち

す
き
と
ほ
る
つ
め
た
い
雫
に
み
ち
た

こ
の
つ
や
や
か
な
松
の
え
だ
か
ら

わ
た
く
し
の
や
さ
し
い
い
も
う
と
の

さ
い
ご
の
た
べ
も
の
を
も
ら
っ
て
い
か
う

わ
た
し
た
ち
が
い
っ
し
ょ
に
そ
だ
っ
て
き
た
あ
ひ
だ

み
な
れ
た
ち
や
わ
ん
の
こ
の
藍
の
も
や
う
に
も

も
う
け
ふ
お
ま
へ
は
わ
か
れ
て
し
ま
ふ

（。円ω
。s巳
σ
ω
E
Z
ユ
mwmcHU

。）

ほ
ん
た
う
に
け
ふ
お
ま
へ
は
わ
か
れ
て
し
ま
ふ

あ
あ
あ
の
と
ざ
さ
れ
た
病
室
の

く
ら
い
び
ゃ
う
ぶ
の
な
か
に

や
さ
し
く
あ
を
じ
ろ
く
燃
え
て
ゐ
る

わ
た
し
の
け
な
げ
な
い
も
う
と
よ

25 30 
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こ
の
雪
は
ど
こ
を
え
ら
ば
う
に
も

45 

あ
ん
ま
り
ど
こ
も
ま
つ
し
ろ
な
の
だ

あ
ん
な
お
そ
ろ
し
い
み
だ
れ
た
そ
ら
か
ら

こ
の
う
つ
く
し
い
雪
が
き
た
の
だ

（
う
ま
れ
で
く
る
た
て

L一一」
b' 

こ
ん
ど
は
こ
た
に
わ
り
や
ご
と
ば
か
り
で

く
る
し
ま
な
あ
ょ
に
う
ま
れ
て
く
る

お
ま
へ
が
た
べ
る
こ
の
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
に

C 

わ
た
く
し
は
い
ま
こ
こ
ろ
か
ら
い
の
る

ど
う
か
こ
れ
が
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
っ
て

お
ま
へ
と
み
ん
な
と
に
聖
い
資
量
を
も
た
ら
す
や
う
に

55 

わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
は
い
を
か
け
て
ね
が
ふ

作
品
の
魅
力
は
作
品
に
触
れ
た
段
階
で
、
作
品
を
理
解
す
る
以
前
に
漠
然
と

感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
と
思
う
が
、
こ
の
作
品
が
持
つ
不
思
議
な
魅
力
を
理
解
す

る
入
り
口
は
、
多
分
最
愛
の
肉
親
の
死
を
想
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

が
、
そ
の
場
合
、
若
い
妹
の
臨
終
に
際
し
て
、
二
椀
の
雪
を
捧
げ
て

「
ど
う
か

こ
れ
が
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
っ
て
／
お
ま
へ
と
み
ん
な
と
に
聖
い
資

量
を
も
た
ら
す
や
う
に
」
と
祈
る
詩
人
の
心
に
、
何
の
抵
抗
も
な
く
共
感
で
き

る
学
習
者
は
む
し
ろ
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
抵
抗
感
を
克
服
で
き
る
だ

け
の
価
値
観

・
視
点
が
作
中
に
見
出
だ
せ
る
な
ら
、
読
者
は

一
つ
の
新
し
い
価

値
観
・
視
点
を
得
た
こ
と
に
な
る
。

読
ん
で
み
る
。
作
品
は
い
つ
で
も
素
材
・
事
柄
・
心
意
の
順
で
読
ん
で
い
く

ほ
か
は
な
い
。
ま
ず
、
素
材
と
な
っ
て
い
る
詩
人
と
妹
と
あ
め
ゆ
き
が
ど
ん
な

_.Lー・
／＼ 

事
柄
を
展
開
し
た
か
を
た
ど
っ
て
お
こ
う
。

「（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）
L

と
い
う
妹
の
依
頼
に
応
え
て
、
「ま

が
っ
た
て
っ
ぽ
う
だ
ま
の
や
う
に
／
こ
の
く
ら
い
み
ぞ
れ
の
な
か
に
飛
び
だ
し

た
」
詩
人
が
、
表
に
出
て
み
て
「
み
ぞ
れ
が
ふ
っ
て
お
も
て
は
へ
ん
に
あ
か
る

い
の
だ
」
と
「
け
ふ
の
う
ち
に
／
と
ほ
く
へ
い
っ
て
し
ま
ふ
わ
た
く
し
の
い
も

う
と
L

に
呼
び
か
け
る
と
こ
ろ
か
ら
作
品
は
始
ま
る
。
以
後
、
詩
人
は
し
き
り

に
暗
い
雲
を
気
に
か
け
て
い
る
。
こ
の
時
、
詩
人
の
心
に
く
り
か
え
し
響
く
の

は
、
「
（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）
」
と
い
う
妹
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
を
一
区
切
り
と
し
、
以
後
の
論
述
の
便
宜
の
た
め
、

A
と
す
る
と
、

次
の
刊
行
は
、

a
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
妹
か
ら
「
（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て

ち
て
け
ん
じ
ゃ
）L

と
頼
ま
れ
た
こ
と
に
対
す
る
詩
人
の
解
釈
に
な
っ
て
い
る
口

a
の
最
初
に
「
あ
あ
と
し
子
／
死
ぬ
と
い
ふ
い
ま
ご
ろ
に
な
っ
て
」
と
あ
る

の
で
、
回
目
頭
の
「
け
ふ
の
う
ち
に
／
と
ほ
く
へ
い
っ
て
し
ま
ふ
わ
た
く
し
の
い

も
う
と
よ
］

と
い
う
呼
び
掛
け
が
、
実
は
臨
終
の
床
に
横
た
わ
る
妹
へ
の
呼
び

か
け
だ
っ
た
と
分
か
り
、

「（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）
」
と
は
、
妹
の

最
後
の
願
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
あ
め
ゆ
き
が
凶
行
目
で
「
さ
つ

ば
り
し
た
雪
の
ひ
と
わ
ん
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

日
行
目

で
は
「
み
ぞ
れ
は
び
ち
よ
び
ち
よ
沈
ん
で
く
る
」
と
、
暗
い
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え

ら
れ
て
い
た
も
の
が
、

さ
っ
ば
り
し
た
感
じ
の
も
の

一
度
地
上
に
積
も
る
と
、

に
変
わ
る
。
こ
れ
は
実
際
の
視
覚
か
ら
し
て
も
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
、

そ
の
あ
め
ゆ
き
を
妹
、
が
「
わ
た
く
し
に
た
の
ん
だ
」
こ
と
も
か
か
わ
っ
て
い
よ

う
し
、

や
が
て
お
（
）
幻
行
目
で
暗
い
空
よ
り
さ
ら
に
高
い

「銀
河
や
太
陽

／＝・

ヌU

圏
な
ど
と
よ
ば
れ
た
せ
か
い
の
／
そ
ら
か
ら
お
ち
た
雪
」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と

を
導
い
て
も
い
よ
う
。



妹
の
依
頼
を
詩
人
は
「
わ
た
く
し
を
い
っ
し
ょ
う
あ
か
る
く
す
る
た
め
」
と

受
け
取
り
、
「
あ
り
が
た
う
わ
た
く
し
の
け
な
げ
な
い
も
う
と
よ
L

と
感
謝
す

る
。
生
涯
の
最
後
の
依
頼
が
、
他
な
ら
ぬ
兄
に
向
け
て
言
わ
れ
た
事
を
、
詩
人

が
妹
の
信
頼
と
連
帯
の
表
明
と
受
け
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

n行
目
に
「
わ
た

く
し
も
ま
っ
す
ぐ
に
す
す
ん
で
い
く
か
ら
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
凶
行
自
の
い

も
う
と
の
け
な
げ
さ
へ
の
精
神
的
連
帯
の
表
明
で
あ
り
、
妹
の
最
後
の
依
頼
が

「
は
げ
し
い
は
げ
し
い
熱
ゃ
あ
え
ぎ
の
あ
ひ
だ
か
ら
＼
あ
え
て
「
お
ま
へ
は
わ

た
く
し
に
た
の
ん
だ
の
だ
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
が
分
か
る
。
「
（
あ

め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）
」
と
い
う
言
葉
を
、
詩
人
が
繰
り
返
し
噛
み
締

め
る
理
由
も
こ
れ
で
分
か
る
。

ぉ，，
za－
－
’
お
行
が
次
の
展
開
を
一
不
す

B
に
当
た
る
。

い
ざ
雪
を
取
ろ
う
と
し
た
詩

人
の
心
に
、
雪
が
「
銀
河
や
太
陽

気
圏
な
ど
と
よ
ば
れ
た
せ
か
い
の
」
、
遠
い

「
そ
ら
か
ら
お
ち
た
雪
」
と
意
識
さ
れ
、
こ
こ
で
突
然
詩
人
は
自
分
が
「
：
・
ふ

た
き
れ
の
み
か
げ
せ
き
ざ
い
に
／
み
ぞ
れ
は
さ
び
し
く
た
ま
っ
て
ゐ
る
／
わ
た

く
し
は
そ
の
う
へ
に
あ
ぶ
な
く
た
」
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
。
こ
の
意
識
の

反
転
の
底
に
は
、
幻
行
目
で
「
わ
た
く
し
も
ま
っ
す
ぐ
に
す
す
ん
で
い
く
か
ら
」

と
誓
っ
た
こ
と
に
対
す
る
自
省
が
あ
り
、

そ
の
自
意
識
は
「
銀
河
や
太
陽

圏
な
ど
と
よ
ば
れ
た
せ
か
い
」
を
見
る
視
線
の
照
り
返
し
を
受
け
て
い
る
。

う
し
た
自
己
の
危
う
さ
を
自
覚
し
つ
つ
、
詩
人
は
「
松
の
え
だ
か
ら
／
わ
た
く

し
の
や
さ
し
い
い
も
う
と
の
／
さ
い
ご
の
た
べ
も
の
を
も
ら
っ
て
い
か
う
L

と

す
る
。ぉ

，zkaz
’
ω行
で
は
、

B
が
詩
人
を
中
心
に
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
、

妹
を
中
心

に
し
て
い
る
か
ら
並
列
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
古
と
し
た
い
。

よ
い
よ
詩
人
が
雪
を
取
ろ
う
と
し
て
視
線
が
手
の
陶
椀
に
注
が
れ
る
と
、
「
わ
た

し
た
ち
が
い
っ
し
ょ
に
そ
だ
っ
て
き
た
あ
ひ
だ
／
み
な
れ
た
ち
や
わ
ん
の
こ
の

藍
の
も
や
う
に
も
／
も
う
け
ふ
お
ま
へ
は
わ
か
れ
て
し
ま
ふ
」
こ
と
が
思
わ
れ

る
。
共
に
育
っ
て
き
た
歴
史
が
、
今
閉
じ
ら
れ
よ
う
と
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
時
、
詩
人
の
心
に
立
ち
返
っ
て
く
る
の
は
「
（

0
5
。円山凶（目。

ω
F

－件。ユ

。
m
E
U。
）
」
と
い
う
と
し
子
の
言
葉
で
あ
る
。
「
（
。

s
。吋
m

凶（目。

ω
F

－件。ユ

。
m
E
E）
）
」
の
部
分
を
、
な
ぜ
、
ロ
ー
マ
字
書
き
に
し
た
の
か
と
言
う
疑
問
に
つ

い
て
は
、
小
沢
俊
郎
の
考
察
が
す
で
に
あ
る
よ
う
に
賢
治
が
残
し
た
原
稿
を
見

る
と
、
最
初
は
ト
シ
の
言
葉
を
全
部
ひ
ら
が
な
で
書
き
、
次
に
全
部
ロ
ー
マ
字

に
直
し
、
最
後
に
、
こ
こ
だ
け
残
し
て
他
の
部
分
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
全
部
ロ
ー
マ
字
に
し
た
時
に
は
、
あ
る
い
は
、

ト
シ
の
言

葉
を
音
声
の
ま
ま
残
し
た
い
希
望
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、

ロ
ー
マ

字
の
よ
そ
よ
そ
し
き
か
ら
、
再
び
も
と
に
戻
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
時、

こ
の
「
（

0
5
0
5己
σ
ω
E
S
ユ
ω
m
E
g）
」
と
い
う
、
訣
別
の
言
葉
、
だ
け
は
、

詩
人
に
と
っ
て
、
同
化
で
き
な
い
辛
い
言
葉
で
あ
る
た
め
、

ロ
ー
マ
｛
子
の
ま
ま

残
し
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
但
（
）
必
行
は
、
妹
へ
の
呼
び
か
け
の
形
を
取
っ
て
い
る
が
、
中
心
は
詩

β＝ 
ヌし

人
の
心
の
狼
狽
を
描
い
て
い
る
か
ら

B
に
呼
応
す
る
も
の
と
し
て

b
と
し
て
置

そ

く。
「
あ
あ
あ
の
と
ざ
さ
れ
た
病
室
の
／
く
ら
い
び
ゃ
う
ぶ
の
な
か
に
／
や
さ
し

く
あ
を
じ
ろ
く
燃
え
て
ゐ
る
／
わ
た
し
の
け
な
げ
な
い
も
う
と
よ
」
と
、
病
室

の
妹
を
思
い
な
が
ら
、
雪
を
取
ろ
う
と
し
て
、
J
」
の
雪
は
ど
こ
を
え
ら
ば
う
に

も
／
あ
ん
ま
り
ど
こ
も
ま
つ
し
ろ
な
の
だ
」
と
い
う
。
こ
の
た
め
ら
い
は
「
あ

ん
な
お
そ
ろ
し
い
み
だ
れ
た
そ
ら
か
ら
／
こ
の
う
つ
く
し
い
雪
が
き
た
」
と
い

し〉

う
驚
き
に
よ
る
。
こ
こ
で
も
詩
人
は
雪
か
ら
の
照
り
返
し
の
形
で
、
天
上
的
な

も
の
か
ら
の
照
り
返
し
を
受
け
て
い
る
。

七



次
の
三
字
下
げ
の

ω「

1
日
行
で
は
、
妹
の
信
仰
証
明
と
も
い
う
べ
き
「
（
う
ま

れ
で
く
る
た
て
／
こ
ん
ど
は
こ
た
に
わ
り
や
ご
と
、
ば
か
り
で
／
く
る
し
ま
な
あ

ょ
に
う
ま
れ
て
く
る
ご
と
い
う
こ
と
ば
が
、
詩
人
の
心
に
立
ち
返
っ
て
く
る

0

2
の
妹
の
健
気
さ
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
言
葉
で
あ
る
か
ら
、

Uu
と
位
置
づ

け
り
サ

h
v
o

最
後
の
臼
’
’
＼
’
’
M
却を

C
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
あ
る
詩
人
の
祈
り
が
、
「
け
ふ
の
う

ち
に
／
と
ほ
く
へ
い
っ
て
し
ま
ふ
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
よ
」
と
い
う
最
初
の

呼
び
か
け
に
も
呼
応
し
て
い
る
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
妹
か
ら
の
連
帯
の

呼
び
か
け
を
感
謝
し
つ
つ
、
妹
の
健
気
さ
に
比
し
て
己
の
狼
狽
振
り
を
噛
み
締

め
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
想
像
さ
れ
る
。
お
行
目
で
は
「
そ
ら
か
ら

お
ち
た
雪
の
さ
い
ご
の
ひ
と
わ
ん
」
と
あ
っ
た
の
に
、

臼
行
目
で
「
お
ま
へ
が

た
べ
る
こ
の
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
に
」
と
あ
る
の
は
、

お
行
目
で
は
ま
だ
掬
い
取

る
以
前
の
少
量
の
雪
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、

臼
行
目
で
は
雪
に
手
が
触
れ

な
い
よ
う
二
つ
の
椀
で
雪
を
掬
い
取
っ
た
も
の
を
い
っ
て
い
る
と
取
り
た
い
。

そ
の
雪
を
両
手
に
持
っ
て
、
「
ど
う
か
こ
れ
が
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
っ

て
／
お
ま
へ
と
み
ん
な
と
に
聖
い
資
量
を
も
た
ら
す
や
う
に
」
と
祈
る
祈
り
は
、

妹
の
言
葉
へ
の
共
感
と
連
帯
感
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
詩
に
書
か
れ
た
事
柄
を
読
み
終
え
た
段
階
で
も
、
詩
人
の
祈
り
を

一
応
の
納
得
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
臨
終
の
場
に
お
け
る
妹
の
精
神
の

宗
教
的
気
高
さ
と
そ
れ
へ
の
共
感
に
よ
る
も
の
と
し
て
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

理
解
が
こ
の
段
階
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
妹
の
精
神
的
気
高
さ
の
み
が
際
立
ち
、

詩
人
は
と
し
子
と
共
有
す
る
信
仰
世
界
に
閉
じ
寵
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
詩

人
が
妹
と
の
聞
に
共
有
す
る
信
仰
世
界
は
彼
岸
に
釜
え
、
信
仰
を
共
有
し
な
い

読
者
は
此
岸
に
取
り
残
さ
れ
る
。
作
品
世
界
没
入
論
の
限
界
が
こ
こ
に
あ
る
。

)¥ 

こ
こ
に
は
小
規
模
な
が
ら
文
化
異
差
克
服
の
課
題
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
ま
で
で
あ
れ
ば
、
作
品
に
対
す
る
批
判
的
解
釈
も

様
々
に
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
こ
こ
に
心
理
学
的
な
近
親
相
姦
的
愛

の
世
界
を
見
る
解
釈
な
ど
は
、

そ
の
代
表
的
例
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
見
て
き
た
段
階
で
、
作
品
の
魅
力
は
お
そ
ら
く
半
分
も
解
明
さ
れ
て

い
な
い
。
何
よ
り
の
不
思
議
さ
は
作
品
世
界
が
、
信
仰
を
共
有
し
な
い
も
の
に

拒
否
的
印
象
を
与
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
世
界
の
背
後
に
語
り
手

と
し
て
の
詩
人
の
視
線
を
感
じ
る
た
め
で
あ
り
、

そ
の
視
線
を
辿
っ
て
、

そ
の

視
点
と
視
線
の
動
き
の
必
然
性
に
注
目
す
れ
ば
、
語
り
手
と
し
て
の
詩
人
の
心

意
が
見
え
て
く
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

作
品
の
回
目
頭
か
ら
の
一
五
行
、

A
の
部
分
で
詩
人
の
視
線
は
暗
い
空
を
仰
ぎ
、

心
で
妹
に
話
し
か
け
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
「
（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て

け
ん
じ
ゃ
）
」
と
い
う
妹
の
言
葉
が
、
詩
人
の
心
に
蘇
っ
て
い
る
。
暗
い
空
と
妹

の
言
葉
が
、
詩
人
の
注
目
し
て
い
る
二
つ
の
こ
と
で
、
詩
人
は
妹
の
言
葉
に
応

じ
て
妹
の
部
屋
か
ら
「
ま
が
っ
た
て
っ
ぽ
う
だ
ま
の
や
う
に
」
飛
び
出
し
て
き

た
自
分
自
身
の
姿
も
、
振
り
返
っ
て
い
る
。
次
の
日
行

a
の
場
面
で
は
、
心
に

蘇
る
妹
の
声
に
促
さ
れ
る
よ
う
に
、
視
線
が
雨
雪
に
向
か
っ
た
と
き
、
雪
が
「
さ

つ
ば
り
し
た
雪
」
と
捉
え
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
雪
を
取
っ
て
く
る
よ
う
に
と
い
う

妹
の
依
頼
が
、
兄
へ
の
信
頼
と
連
帯
の
し
る
し
と
受
け
取
ら
れ
、
詩
人
は
「
け

な
げ
な
い
も
う
と
」
に
引
か
れ
て
、
「
わ
た
く
し
も
ま
っ
す
ぐ
に
す
す
ん
で
い
く

か
ら
L

と
誓
う
。

A
で
捉
え
た
外
界
の
暗
さ
と
閉
塞
感
が
、

a
で
雪
お
よ
び
妹

の
心
に
見
出
だ
し
た
明
る
さ
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
あ
と

B
の
部
分
で
い
ざ
雪
を
取
ろ
う
と
す
る
と
、

そ
の
雪
が
「
銀
河
や

太
陽
気
圏
な
ど
と
よ
ば
れ
た
せ
か
い
の
／
そ
ら
か
ら
お
ち
た
L

も
の
と
意
識



そ
の
意
識
の
照
り
返
し
を
受
け
て
、
自
分
の
姿
勢
の
危
な
っ
か
し
き
が

捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は

a
で
の
詩
人
の
誓
い
に
対
す
る
自
省
も
投
影
し
て
い

さ
れ
、

る
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
詩
人
は

a
で
誓
い
を
立
て
た
自
分
を
地
球
の
外
か

ら
照
り
返
す
意
識
の
中
に
見
た
時
、
暗
い
雲
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
に
い
る
自
分

そ
の
危
う
さ
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
芯
に
お
け

の
姿
勢
を
見
直
さ
れ
、

る
妹
の
健
気
さ
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
先
に
見
た
。

続
く

b
V
の
部
分
で
も
、
詩
人
は
「
あ
の
と
ざ
さ
れ
た
病
室
の
／
く
ら
い
び

ゃ
う
ぶ
の
な
か
に
／
や
さ
し
く
あ
を
じ
ろ
く
燃
え
て
ゐ
る
／
わ
た
し
の
け
な
げ

な
い
も
う
と
よ
」
と
呼
び
掛
け
る
こ
と
で
、
病
室
内
に
閉
塞
し
て
い
る
妹
と
、

雲
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
に
い
る
自
分
と
を
並
列
的
に
捉
え
、
空
か
ら
き
た
雪
の

照
り
返
し
の
中
で
狼
狽
す
る
詩
人
自
身
と
、
死
に
赴
く
に
際
し
て
毅
然
た
る
言

葉
を
口
に
す
る
妹
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
精
神
の
世
界
で
は
、
病
人
の
妹
と

健
康
な
兄
の
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

C
の
部
分
の
詩
人
の
祈
り
は
、
兄
か
ら
見
た
妹
と
の
こ
の
精
神
的
落
差
感
を

踏
ま
え
て
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。

詩
人
の
目
は
、
妹
の
死
に
赴
く
姿
を
あ
く
ま
で
健
気
な
も
の
と
し
て
描
く
。

そ
れ
は
、
池
川
敬
司
氏
が
い
う
よ
う
に
妹
の
言
葉
に
幼
児
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

（

3
）
 

あ
る
と
す
れ
ば
、
信
仰
は
信
仰
と
し
て
堅
く
守
り
な
が
ら
、
肉
親
の
心
情
を
込

め
て
甘
え
る
よ
う
に
信
頼
を
寄
せ
る
妹
の
最
後
に
直
面
し
て
、
思
わ
ず
う
ろ
た

え
る
詩
人
と
対
比
す
る
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
留
意
す
べ
き

つ
ま
り
こ
こ
に
は
詩
人
が
自
己
を
冷
厳
に
捉
え
る
視
点
と
、
そ
れ

を
支
え
て
い
る
精
神
が
見
え
て
く
る
と
同
時
に
、
妹
の
死
に
直
面
し
て
思
わ
ず

で
あ
ろ
う
。

狼
狽
す
る
詩
人
の
人
間
性
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
場
面
で
さ
え
、
「
銀
河
や
太
陽

気
圏
な
ど
と
よ
ば
れ

た
せ
か
い
」
か
ら
の
意
識
の
照
り
返
し
の
中
に
自
分
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
読

者
を
驚
か
せ
る
。
言
い
直
す
な
ら
「
銀
河
や
太
陽
気
圏
な
ど
と
よ
ば
れ
た
せ

か
い
」
か
ら
の
意
識
の
照
り
返
し
の
中
に
あ
っ
て
、
健
気
に
死
に
赴
く
妹
の
姿

に
直
面
し
た
詩
人
の
狼
狽
・
動
揺
す
る
人
間
性
が
祈
り
へ
と
収
飲
し
て
い
く
姿

を
、
こ
の
作
品
は
捉
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
作
中
に
登
場
す
る
詩
人
の
視
点

だ
け
が
作
品
を
捉
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
詩
人
に
は
あ
る
い
は
意
識
さ
れ

て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
無
意
識
の
中
で
お
の
れ
を
「
銀
河
や
太
陽

止t

ヌし

固
な
ど
と
よ
ば
れ
た
せ
か
い
」
か
ら
の
意
識
の
照
り
返
し
の
中
に
お
い

て
捉
ら

え
る
視
点
（
こ
れ
を
自
意
識
の
視
点
と
い
っ
て
も
良
い
）
が
、
こ
の
作
品
全
体

を
統
括
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
精
神
は
宗
教
的
で
あ
っ
て
宗
教
的
狭
さ
を
脱
し

た
普
遍
性
を
持
つ
。
こ
の
時
、
読
者
は
こ
の
作
品
を
宗
教
的
彼
岸
の
も
の
と
し

て
対
岸
に
見
過
ご
す
こ
と
が
も
は
や
で
き
な
い
。

こ
の
作
品
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
以
上
述
べ
て
き
た
全
体
を
包
括
す
る
も
の
と

し
て
、
我
々
の
前
に
あ
る
。

以
上
が
、
筆
者
の
作
品
理
解
で
あ
る
が
、
同
じ
や
り
方
を
し
て
も
、
読
者
に

よ
っ
て
は
作
品
の
異
な
る
側
面
を
捉
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
作
品
構
造
の
捉
え

方
に
し
て
も
、
筆
者
は
兄
と
妹
が
対
比
的
に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し

た
か
ら
、
作
品
の
区
切
り
方
や
各
パ

l
ト
の
位
置
づ
け
が
右
の
形
に
な
っ
た
。

詩
人
の
意
識
の
別
な
層
に
注
目
す
れ
ば
、
ま
た
異
な
っ
た
区
切
り
方
が
見
え
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
。
詩
人
の
意
識
の
ど
の
層
に
注
目
す
る
か
は
、
読
者
が
作

品
に
ど
の
よ
う
な
魅
力
を
感
じ
て
い
る
か
で
決
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
で
も
、
語
り
手
と
し
て
の
詩
人
像
に
触
れ
た
と
き
、
読
者
は
自
身
を
相
対
的

な
も
の
と
し
て
見
直
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
に
文
学
的
感
動
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

九



4

結

び

に

文
学
教
育
上
、
今
日
の
最
も
難
し
い
問
題
は
、
価
値
観
の
多
様
化
と
共
に
広

が
っ
て
い
る
異
な
る
価
値
観
へ

の
学
習
者
の
拒
否
反
応
の
問
題
で
あ
る
。
生
活

の
物
質
的
充
足
と
共
に
、
若
い
世
代
で
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
精
神
的
閉
鎖
性

は
、
わ
ず
か
ば
か
り
過
去
の
文
化
に
対
し
て
す
ら
、
文
化
異
差
的
無
理
解
を
示

し
始
め
て
い
る
。
こ
れ
に
は
価
値
観
の
多
様
化
が
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
階
層
制

を
崩
壊
さ
せ
平
準
化
し
て
し
ま
っ
た
と
幻
想
さ
せ
、
知
的
好
奇
心
を
失
っ
た
若

者
に
と
っ
て
自
分
の
価
値
観
以
外
の
そ
れ
の
習
得
が
自
身
の
精
神
的
向
上
に
資

す
る
と
思
わ
せ
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
が
直
面
し
て
い

る

問
題
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
い
か
に
克
服
し
得
る
か
で
あ
る
。

学
習
者
の
興
味
を
誘
う
新
し
い
教
材
を
求
め
る
こ
と
も
、
そ
の
対
策
と
し
て

必
要
な
こ
と
だ
が
、

そ
れ
が
異
な
る
価
値
観
と
の
対
決
と
受
容
の
問
題
を
避
け

る
た
め
に
な
さ
れ
る
な
ら
、
問
題
の
本
質
的
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
何
時
の
時

代
に
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
の
克
服
の
た
め
に
、
学

習
者
自
身
の
デ
ィ
ス
ク

i
ル
が
引
き
出
す
解
釈
を
適
切
に
位
置
づ
け
て
語
り
か

け
の
い
と
ぐ
ち
と
し
、
学
習
者
自
身
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
鍛
え
直
し
を
文
学
教

育
の
基
本
と
し
た
い
と
願
い
、
本
稿
で
は
日
頃
の
思
い
を
述
べ
て
み
た
。
初
等

中
等
教
育
の
現
場
に
、
筆
者
が
例
示
し
た
よ
う
な
教
材
研
究
を
す
る
だ
け
の
ゆ

と
り
が
な
い
と
い
う
反
論
も
予
想
さ
れ
る
が
、
大
切
な
の
は
基
本
的
考
え
方
で

あ
っ
て
、
必
要
な
ら
ば
地
域
の
研
究
会
、
研
究
者
と
の
共
同
研
究
な
ど
方
法
は

考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
作
品
の
語
り
手
に
注
目
す
る
形
に
な
っ
た
が
、
筆
者
は
こ

。

れ
の
み
に
こ
だ
わ
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
作
品
の
魅
力
は
多
面
的
で
膨

そ
れ
は
読
者
に
確
か

大
な
要
素
の
巧
み
な
総
合
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
、

に
感
覚
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、

そ
の
源
泉
は
お
そ
ら
く
し
ば
し
ば
潜

在
知
覚
と
し
て
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ

ニ
ー
が
い
う
暗
黙
知
に
属
し
、
何
に
由
来
す

（

4
）
 

る
か
読
者
に
自
覚
で
き
な
い
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
普
通

の
通
読
で
暗
黙
的
に
し
か
知
覚
で
き
な
い
も
の
と
、
明
示
的
な
感
動
と
の
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
作
品
研
究
で
あ
り
、
作
品
理
解
で
あ
る
と
考
え
、
本

稿
で
は
そ
の
た
め
の
方
法
の

一
つ
を
提
言
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

、迂
こ
の
言
葉
は
、
言
説
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

一
纏
ま
り
の
言
語
表
現
（
作
品
）

と
そ
れ
を
支
え
る
背
後
の
論
理
を
含
め
て
い
う
こ
と
に
す
る
。

2

小
沢
俊
郎

『
宮
沢
賢
治
論
集

2
口
語
詩
研
究
』
（
一
九
八
七
、
四
、
有
精
堂
出
版
）

3 

池
川
敬
司

『宮
沢
賢
治
と
そ
の
周
縁
』
（
一
九
九

一
、
六
、
双
文
社
出
版
）

4 

マ
イ
ケ
ル

・
ポ
ラ

ニ
l
『暗
黙
知
の
次
元
』
（
一
九
八

O
、
八
、
紀
伊
国
屋
書
店
）


