
伊

東
　
　
静

　
そ
の
詩
法
に
つ

雄
　
　
論

い
て

上
　
　
　
田

正
　
　
　
行

1

　
生
前
、
『
わ
び
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
（
昭
1
0
一
1
0
）
『
夏
花
』
（
同
1
5
邊
3
）
『
春

の
い
そ
ぎ
』
（
同
1
8
一
9
）
『
反
響
』
（
同
2
2
一
u
）
と
い
う
四
つ
の
詩
集
を
刊
行

し
、
昭
和
拝
情
詩
史
の
上
で
あ
ざ
や
か
な
光
芒
を
放
っ
た
詩
人
、
伊
東
静
雄
に
っ

い
て
、
そ
の
詩
法
と
精
神
の
軌
跡
を
解
明
し
た
く
思
い
筆
を
執
っ
た
。

　
一
般
的
に
言
っ
て
伊
東
の
詩
の
魅
力
は
そ
の
き
び
し
い
内
在
律
に
あ
る
と
言
え

る
。
特
に
第
一
詩
集
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
に
つ
い
て
そ
の
事
が
顕
著
で

あ
る
。
こ
の
内
在
律
は
伊
東
が
自
ら
に
強
い
た
意
識
的
な
も
の
で
あ
り
、
明
確
な

方
法
意
識
の
所
産
で
あ
る
点
、
伊
東
に
お
け
る
詩
法
と
言
え
る
。
伊
東
に
こ
の
詩

法
を
強
い
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
の
が
私
の
関
心
の
中
心
で
あ
り
、

こ
の
観
点
か
ら
現
実
や
時
代
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
又
、
第
一
詩
集
に
あ
っ

た
こ
の
き
び
し
い
内
在
律
は
第
二
、
第
三
詩
集
と
な
る
に
従
っ
て
次
第
に
弛
緩
し

崩
壊
し
て
行
く
。
詩
人
自
身
、
「
荘
漢
一
脱
落
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る

こ
の
変
容
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
あ
る
時
代
の
一
つ
の
精
神
の
崩
壊
で

あ
っ
た
の
か
、
又
は
詩
人
に
と
っ
て
の
新
し
い
世
界
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
事
を
「
日
本
へ
の
回
帰
」
の
視
点
よ
り
検
討
す
る
こ
と
で
一
人
の
詩
人
の
時

代
受
容
史
と
精
神
史
を
跡
づ
け
た
い
。
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ま
ず
、
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
の
特
質
か
ら
み
て
行
き
た
い
が
、
こ
の

詩
集
の
最
も
的
確
な
批
評
は
お
そ
ら
く
萩
原
朔
太
郎
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
十

一
年
一
月
号
の
「
コ
ギ
ト
」
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』

評
は
、
全
体
に
愛
情
に
あ
ふ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
親
近
ぶ
り
か
ら
伊
東
に
自
己
の

精
神
的
系
譜
を
み
て
い
る
口
吻
が
強
い
。
朔
太
郎
は
そ
こ
で
「
こ
れ
は
ま
さ
し
く

『
傷
つ
い
た
浪
漫
派
』
の
詩
で
あ
り
、
『
歪
め
ら
れ
た
島
崎
藤
村
』
の
歌
で
あ
る
。

『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
は
、
一
つ
の
美
し
い
恋
歌
で
あ
る
」
と
述
べ
、
詩

集
の
題
名
に
も
な
っ
た
代
表
作
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
に
関
し
て
は
「
こ

ん
な
惨
忍
な
恋
愛
詩
が
ど
こ
に
あ
る
か
」
と
的
確
な
批
評
を
く
だ
し
て
い
る
。
こ

の
期
に
お
け
る
朔
太
郎
の
伊
東
評
価
は
、
『
氷
島
』
評
備
を
め
ぐ
る
三
好
と
の
離

反
と
も
関
連
し
て
か
な
り
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
今
こ
の
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

直
接
ふ
れ
ず
、
朔
太
郎
の
指
摘
し
た
『
哀
歌
』
の
悲
歌
性
　
　
「
惨
忍
な
恋
愛

詩
」
　
　
と
「
傷
つ
い
た
浪
浸
派
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
『
哀
歌
』
全
体
を
通
読
し
て
誰
し
も
感
ず
る
の
は
、
そ
の
特
異
な
掃
情
、
あ
る

い
は
拝
情
の
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
素
直
な
、
い
わ
ゆ
る
一
般
の
仔
情
詩
の

昭
和
五
〇
年
十
二
月
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如
く
感
情
が
流
露
し
て
い
な
い
。
詩
人
に
よ
っ
て
感
情
の
流
れ
が
不
自
然
に
歪
め

ら
れ
、
あ
る
い
は
お
し
殺
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
詩
に
は
所
々
情
念
が
不
思

議
な
仕
方
で
突
出
し
、
又
屈
折
し
て
い
る
。
読
者
の
感
ず
る
こ
の
異
和
感
が
こ
の

詩
集
の
魅
力
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
魅
力
で
あ
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
個
人
の
好
み
に
相
当
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
三
好

が
そ
の
不
自
然
さ
に
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
『
氷
島
』
評
価
と
も
重
な
っ

て
一
つ
の
見
識
あ
る
詩
人
論
と
い
え
る
。
朔
太
郎
が
「
歪
め
ら
れ
た
島
崎
藤
村
」

「
歪
め
ら
れ
た
若
さ
」
と
評
し
た
如
く
、
『
哀
歌
』
に
は
む
り
に
歪
め
ら
れ
た
も
の

が
た
し
か
に
あ
る
。

　
又
、
こ
の
詩
集
最
大
の
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
そ
の
悲
歌
性
に
つ
い
て
み
て
も
、
「
わ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
で
あ
り
乍
ら
、
そ
れ
が
「
広
大
な
讃
歌
」
た
ろ
う
と
す

る
こ
と
の
矛
盾
。
こ
れ
ら
矛
盾
す
る
概
念
は
そ
う
い
っ
た
意
識
の
せ
め
ぎ
合
い
の

場
や
精
神
の
領
域
に
理
解
の
な
い
読
者
に
は
き
わ
め
て
悠
意
的
、
独
断
的
に
見
え

る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ
が
悠
意
的
、
独
断
的
で
あ
ろ
う
と
も
、

そ
れ
を
強
引
に
お
し
進
め
よ
う
と
す
る
伊
東
の
悲
劇
的
精
神
に
は
誰
れ
し
も
気
付

く
は
ず
で
あ
る
。
む
り
に
歪
め
ら
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
悲
劇
的
精
神
、
伊
東
の

特
異
な
拝
情
は
そ
の
冒
頭
よ
り
始
ま
っ
て
い
る
。

　
詩
集
冒
頭
の
「
晴
れ
た
日
に
」
は
こ
の
詩
集
全
体
を
貫
く
詩
法
と
同
時
に
、
詩

人
の
拝
情
の
方
法
の
特
異
さ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
詩
の
引
用
を
省
き
内
容
を
簡

潔
に
分
析
す
れ
ば
、
「
正
し
い
林
檎
畑
」
と
『
変
種
の
林
檎
樹
L
が
こ
の
詩
の
キ

ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
愛
の
メ
タ
フ
ァ
で
あ
る
事
が
容
易
に
分
る
。
　
「
私

の
放
浪
す
る
半
身
」
　
「
愛
さ
れ
る
人
」
が
見
た
「
正
し
い
林
檎
畑
」
と
は
、
一
見
、

成
就
さ
れ
た
愛
に
見
え
る
け
れ
ど
も
そ
れ
は
虚
偽
の
形
で
あ
る
。
　
「
愛
さ
れ
る
た

め
に
は
お
前
は
し
か
し
命
ぜ
ら
れ
て
あ
る
」
　
「
到
底
ま
っ
青
な
果
実
し
か
の
ぞ
ま

れ
ぬ
変
種
の
林
檎
樹
を
檀
ゑ
た
こ
と
1
L
を
想
起
す
る
こ
と
を
。
二
人
の
愛
が
断

念
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
事
を
詩
人
は
内
な
る
自
已
に
言
い
聞
か
せ
る
。
断
念
に

よ
り
完
成
さ
れ
る
愛
の
形
　
　
。
し
か
し
こ
の
現
実
の
断
念
は
言
葉
の
表
現
ほ
ど
、

単
純
で
も
容
易
で
も
な
い
。
詩
人
は
ひ
た
す
ら
「
正
し
い
林
禽
畑
」
を
「
懸
命
に

信
じ
ま
い
と
」
内
な
る
自
己
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
余
裕
あ
る
姿
勢
で

は
な
い
。
　
「
正
し
い
林
檎
畑
」
と
「
ま
っ
青
な
果
実
」
と
の
間
で
詩
人
の
心
は
分

裂
し
、
こ
の
二
つ
の
意
識
の
せ
め
ぎ
合
い
の
頂
点
で
詩
人
は
懸
命
に
「
ま
っ
青
な

果
実
」
を
選
び
と
ろ
う
と
す
る
。
可
物
か
に
堪
え
、
可
物
か
を
護
ろ
う
と
す
る
詩

人
の
心
が
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
。

　
西
洋
の
史
家
が
、
十
九
世
紀
象
徴
派
の
詩
を
評
し
て
「
傷
つ
い
た
浪
漫
派
」
と

言
い
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
を
評
し
て
「
歪
ん
だ
ハ
ィ
ネ
」
と
称
し
た
事
に
な
ら
っ
て
、

朔
太
郎
は
伊
東
を
「
歪
め
ら
れ
た
島
崎
藤
村
」
と
呼
ん
だ
。
た
し
か
に
「
晴
れ
た

日
に
」
に
は
か
っ
て
藤
村
が
千
曲
川
の
ほ
と
り
で
う
た
っ
た
「
正
し
い
林
檎
畑
」

は
な
い
。
伊
東
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
は
「
変
種
の
林
檎
樹
」
で
あ
る
。
　
「
正
し

い
林
檎
畑
」
の
象
徴
す
る
青
春
と
は
正
し
い
若
さ
で
あ
り
、
「
変
種
の
林
檎
樹
」

の
象
徴
す
る
青
春
と
は
、
ま
さ
に
「
歪
め
ら
れ
た
若
さ
」
で
あ
る
。
伊
東
に
は
も

は
や
「
正
し
い
林
檎
畑
」
の
象
徴
す
る
青
春
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
認
識
を
支
え

る
も
の
こ
そ
伊
東
の
悲
劇
的
精
神
で
あ
る
。

　
歪
め
ら
れ
た
若
さ
と
悲
劇
的
精
神
、
こ
れ
だ
け
で
も
「
傷
つ
い
た
浪
漫
派
」
の

説
明
に
は
充
分
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
論
考
の
中
心
で
あ
る
詩
法
と
の
関
連

で
そ
の
事
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
「
晴
れ
た
日
に
」
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
『
哀
歌
』
全
体
を
貫
く
詩
法
が
、
あ

の
ド
イ
ツ
⑧
ロ
マ
ン
派
の
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ツ
シ
ュ
・
イ
ロ
ニ
i
」
で
あ
り
、
へ
ー

ゲ
ル
が
名
づ
け
た
「
無
限
の
絶
対
の
否
定
性
」
（
冒
彗
亀
庁
｝
9
陣
ま
◎
H
鼻
Φ
乞
①
①
q
印



弐
ま
嚢
）
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
ロ
マ
ン
派
規
定
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
①
）

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
』
を
借
り
て
言
え
ば
、
　
「
イ
ロ
ニ
ー
の
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

と
は
「
詩
的
に
生
き
る
」
人
の
こ
と
で
あ
り
、
　
「
詩
的
に
生
き
る
」
と
は
断
念
を

通
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
断
念
を
通
し
て
は
じ
め
て
真
の
内
的
無
限
性
は

現
わ
れ
る
の
で
あ
り
」
、
こ
の
断
念
に
よ
っ
て
詩
人
は
「
愛
の
無
限
性
全
体
を
享

受
す
る
」
。
「
彼
に
と
っ
て
は
人
生
は
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
彼
の
関
心
事
は
こ
の
ド
ラ

マ
の
趣
好
に
富
ん
だ
葛
藤
で
あ
る
。
彼
自
身
は
、
彼
自
身
が
演
技
者
で
あ
る
時
で

さ
え
観
客
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
自
我
を
無
隈
化
し
、
そ
れ
を

形
而
上
学
的
、
美
的
に
気
化
さ
せ
る
」
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
イ
ロ
ニ
ー
の
人
と
は
「
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
セ
ン
ス

き
る
か
ぎ
り
最
大
の
『
詩
的
特
許
』
を
も
ち
い
て
自
分
自
身
と
自
分
の
周
囲
の
世

界
と
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
彼
が
こ
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
仮
定

法
的
に
、
ま
た
接
続
法
的
に
生
き
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
か
な
り
大
ざ
っ
ぱ
で
あ

る
が
要
領
を
得
た
『
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
』
を
『
哀
歌
』
に
あ
て
は
め
た
時
、
伊
東

の
ロ
マ
ン
派
詩
人
と
し
て
の
特
質
が
明
ら
か
に
な
る
。
　
『
哀
歌
』
の
世
界
は
は
た

し
て
『
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
』
の
規
定
を
充
た
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
伊
東
は
イ

ロ
ニ
ー
の
人
と
し
て
詩
的
に
生
き
た
詩
人
で
あ
る
の
か
。
　
「
演
技
者
で
あ
る
時
で

さ
え
観
客
」
で
あ
り
、
「
自
分
自
身
と
自
分
の
周
囲
の
世
界
と
を
創
作
」
し
「
仮
定

法
的
に
、
ま
た
接
続
法
的
に
」
生
き
え
た
詩
人
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
愛
の
断
念
を
み
て
も
、
「
晴
れ
た
日
に
」
が
示
す
如
く
詩
人
は
充

分
に
こ
の
詩
的
命
題
を
完
成
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
「
正
し
い
林
檎
畑
」
を

断
念
す
る
の
に
「
懸
命
に
信
じ
ま
い
と
し
て
ゐ
る
」
詩
人
の
必
死
の
姿
が
あ
ま
り

に
も
あ
ぎ
や
か
す
ぎ
る
。
詩
人
は
決
し
て
現
実
か
ら
自
由
で
あ
り
え
ず
、
現
実
と

の
は
げ
し
い
格
闘
の
末
の
緊
張
関
係
か
ら
懸
命
に
イ
ロ
ニ
ー
の
人
た
ろ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ロ
マ
ン
派
詩
人
伊
東
静
雄
の
特
質
が
あ
り
、
『
哀
歌
』
の

伊
東
静
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イ
ロ
ニ
ー
は
き
わ
め
て
あ
や
う
い
緊
張
関
係
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
ζ
言
え
る
。

　
　
私
は
強
ひ
ら
れ
る
　
こ
の
目
が
見
る
野
や

　
　
雲
や
林
間
に

　
　
昔
の
私
の
恋
人
を
歩
ま
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
私
は
強
ひ
ら
れ
る
　
　
」
）

私
が
愛
し

そ
の
た
め
私
に
つ
ら
い
ひ
と
に

太
陽
が
幸
福
に
す
る

未
知
の
野
の
彼
方
を
信
ぜ
し
め
よ

そ
し
て

真
白
い
花
を
私
の
憩
ひ
に
咲
か
し
め
よ

昔
の
ひ
と
の
堪
へ
難
く

望
郷
の
歌
で
あ
ゆ
み
す
ぎ
た

荒
々
し
い
冷
め
た
い
こ
の
岩
石
の

場
所
に
こ
そ

　
　
　
　
　
　
（
「
冷
め
た
い
場
所
で
」
）

　
伊
東
は
「
強
ひ
ら
れ
る
」
と
い
う
形
で
現
実
を
受
け
と
め
て
い
る
。
自
ら
の
意

志
で
現
実
を
引
き
受
け
る
の
で
は
な
く
、
強
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
動
的
に
受

け
容
れ
る
。
伊
東
に
は
逃
れ
ら
れ
な
い
現
実
が
あ
り
、
強
く
現
実
に
拘
束
さ
れ
な

が
ら
そ
れ
を
又
の
り
超
え
よ
う
と
す
る
。
素
材
を
自
由
に
支
配
し
得
る
イ
ロ
ニ
ー

の
主
体
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　
そ
し
て
、
断
念
を
通
し
て
完
成
さ
れ
る
は
ず
の
愛
の
無
限
性
の
世
界
は
実
に
荒
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涼
と
し
て
見
え
る
。
人
を
し
て
「
未
知
の
野
の
彼
方
を
信
ぜ
し
め
」
な
け
れ
ば
、

太
陽
が
象
徴
す
る
幸
福
の
場
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
「
野
の
彼
方
を
信

ぜ
し
め
」
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
　
「
荒
々
し
い
冷
め
た
い
こ
の
岩
石
の
場
所
」

に
「
真
白
い
花
」
は
ど
う
す
れ
ば
咲
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
非
在
の
「
太
陽
」
　
「
真

白
い
花
」
の
故
に
詩
人
の
内
面
の
荒
涼
と
し
た
原
野
が
眼
前
に
広
が
る
。

　
詩
人
の
悲
歌
は
「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」
に
き
わ
ま
る
。
詩
人
は
た
だ

「
意
志
の
姿
勢
」
で
鳥
々
の
鱒
り
や
草
木
の
曝
き
に
「
無
辺
な
広
大
の
讃
歌
」
を

聴
こ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
同
じ
姿
勢
で
「
人
気
な
い
山
に
上
り
」
「
殆
ど
死

し
た
湖
の
一
面
に
」
　
「
切
に
希
は
れ
た
太
陽
を
し
て
」
遍
照
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
と
き

荒
涼
と
し
た
湖
面
を
一
時
、
豊
饒
な
光
の
讃
歌
に
変
え
よ
う
と
す
る
意
志
。
し
か

し
、
次
の
瞬
間
、
　
「
輝
く
こ
の
日
光
の
中
に
忍
び
こ
ん
で
ゐ
る
　
音
な
き
空
虚
を

歴
然
と
見
わ
く
る
目
」
は
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
も
ろ
く
、
は
か
な
い
、
輝

く
一
瞬
の
時
で
あ
る
。
恋
愛
不
在
の
恋
愛
讃
歌
。
朔
太
郎
を
待
つ
ま
で
も
な
く

「
こ
ん
な
惨
忍
な
恋
愛
詩
」
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
愛
の
断
念
と
は
言
い
な
が
ら
『
哀
歌
』
の
世
界
は
限
り
な
く
い
た
ま
し
い
。
限

り
な
い
「
意
志
」
へ
の
「
姿
勢
」
は
う
か
が
い
え
て
も
何
一
つ
充
足
さ
れ
な
い
詩

人
の
内
面
は
あ
ま
り
に
も
貧
困
で
あ
り
、
荒
涼
と
し
て
い
る
。
お
よ
そ
豊
か
さ
と

は
無
縁
な
内
的
世
界
と
言
っ
て
い
い
。
こ
こ
か
ら
は
断
念
を
通
し
て
「
愛
の
無
限

性
全
体
を
享
受
す
る
」
と
い
う
「
イ
ロ
ニ
ー
の
人
」
の
風
貌
は
浮
か
ん
で
こ
な
い
。

又
、
演
技
者
で
あ
る
時
も
観
客
で
あ
る
と
い
う
余
裕
と
も
無
縁
で
あ
る
。
し
ょ
せ

ん
伊
東
に
は
「
白
分
自
身
と
自
分
の
周
囲
の
世
界
」
と
を
完
全
に
創
作
し
て
生
き

る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
仮
定
法
的
、
接
続
法
的
に
生
き
る
た
め
に
は
あ

ま
り
に
も
現
実
が
重
す
ぎ
た
。
伊
東
は
つ
い
に
ド
ィ
ツ
一
ロ
マ
ン
派
詩
人
た
ろ
う

と
し
て
、
た
り
得
な
か
っ
た
詩
人
で
あ
る
。
か
っ
て
の
藤
村
に
も
、
又
、
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
に
も
な
り
え
な
か
っ
た
点
で
、
伊
東
は
二
重
に
「
傷
つ
い
た
浪
漫
派
」
の

詩
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
伊
東
が
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
詩
人
た
り
え
な
か
っ
た

事
は
非
難
す
べ
き
事
で
は
な
い
。
伊
東
の
荒
涼
と
し
た
内
面
世
界
こ
そ
伊
東
独
自

の
も
の
で
あ
り
、
『
哀
歌
』
を
『
哀
歌
』
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
崩
壊
寸
前
の
精

神
と
肉
体
で
歌
っ
た
領
域
こ
そ
、
ド
イ
ツ
一
ロ
マ
ン
派
に
も
、
又
、
日
本
の
同
時

代
の
詩
人
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
精
神
の
高
み
を
さ
し
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
伊
東
の
独
自
性
に
追
る
前
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
比
較
を
通
し
て
、
今
一
度
、

伊
東
の
内
面
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
桑
原
武
夫
の
新
潮
文
庫
解
説

に
よ
れ
ば
伊
東
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
詩
人
で
あ
り
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
理
解
に
お
い
て
は
人
に
ゆ
ず
ら
ぬ
自
信
を
ひ
そ
め
て
い
た
と
い
う
。

そ
れ
ほ
ど
の
影
響
関
係
に
あ
り
な
が
ら
二
人
の
詩
的
世
界
は
あ
ま
り
に
も
詩
風
を

異
に
し
て
い
る
。
一
方
の
ゆ
る
や
か
な
時
間
の
流
れ
に
対
し
て
、
一
方
の
せ
っ
ぱ

つ
ま
っ
た
よ
う
な
性
急
さ
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
内
面
の
豊
か
さ
は
高
貴
と
言
っ
て

い
い
崇
高
さ
に
満
ち
て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
イ
ロ
ニ
ー
が
否
定
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
は
、
し
ょ
せ
ん
現
に
存
在
す
る
こ
と
の
な
い
或
る
高
次
の
も
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
高
貴
さ
は
全
て
こ
こ
か
ら
出
て
い
る
。

「
無
限
の
絶
対
の
否
定
性
」
が
み
じ
と
に
完
成
さ
れ
、
そ
の
詩
的
世
界
は
形
而
上

学
的
な
高
さ
と
深
み
を
持
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
伊
東
の
代
表
作
「
噴
野
の
歌
」
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
沈
み
ゆ
け

美
し
い
太
陽
よ
…
…
…
」
を
比
較
す
る
時
、
両
者
の
距
離
は
明
瞭
で
あ
る
。
　
「
息

ぐ
る
し
い
稀
薄
の
こ
れ
の
臓
野
」
か
ら
逃
れ
る
た
め
詩
人
に
よ
っ
て
夢
み
ら
れ
た

美
し
い
死
。
そ
の
時
、
「
痛
き
夢
」
は
「
遂
に
休
ら
」
お
う
と
す
る
。
「
痛
き
夢
」

が
示
す
如
く
詩
人
は
つ
い
に
現
実
と
和
解
し
え
な
い
。
　
「
息
ぐ
る
し
い
稀
薄
の
こ

れ
の
臓
野
」
と
の
は
げ
し
い
格
闘
こ
そ
伊
東
の
生
で
あ
り
、
青
春
を
賭
し
て
闘
っ
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た
敵
で
あ
っ
た
。

　
　
沈
み
ゆ
け
　
美
し
い
太
陽
よ
　
人
々
は
お
ん
み
に

　
　
さ
し
て
心
を
と
め
な
か
っ
た
　
彼
ら
は
お
ん
み
の
紳
聖
さ
に
気
づ
か
な
か
っ

　
　
た

　
　
そ
れ
は
　
お
ん
み
が
苦
も
な
く
し
ず
か
に

　
　
労
苦
す
る
者
た
ち
の
う
え
に
の
ぼ
っ
た
か
ら
だ
　
一
注
②
一

　
全
集
に
は
「
一
八
○
○
年
六
月
に
ホ
ン
ブ
ル
ク
を
去
る
以
前
の
作
」
と
注
記
さ

れ
て
あ
り
、
三
十
才
位
の
時
の
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
ゆ
る
や
か
な
時

の
流
れ
と
お
じ
そ
か
な
時
間
の
傾
斜
へ
の
感
謝
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
を
教

え
て
く
れ
た
「
愛
す
る
デ
ィ
オ
テ
ィ
i
マ
」
へ
の
感
謝
で
あ
る
。
恋
人
は
「
現
に

存
在
す
る
こ
と
の
な
い
あ
る
高
次
の
も
の
」
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
。
光
へ
の
感
謝
、

神
へ
の
祝
福
　
　
伊
東
の
「
瞭
野
の
歌
」
と
比
較
し
て
そ
の
あ
ま
り
の
落
差
に
我

々
は
呆
然
と
す
る
。
し
か
し
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
そ
の
よ
う
に
歌
い
得
、
伊
東
が
そ

の
よ
う
に
歌
い
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
、
伊
東
の
各
々

の
位
置
が
あ
り
宿
命
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
⑧
）

　
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
著
『
乏
し
き
時
代
の
詩
人
』
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
論
じ

て
い
る
。
そ
の
著
書
名
は
「
そ
し
て
乏
し
き
時
代
に
あ
っ
て
、
何
の
た
め
の
詩
人

か
」
と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
旬
か
ら
取
っ
て
い
る
。
こ
の
「
乏
し
き
時
代
」

と
は
神
の
欠
如
、
世
界
の
夜
の
時
代
を
意
味
し
、
　
「
世
界
の
夜
の
時
代
に
は
、
世

界
の
深
淵
が
経
験
さ
れ
耐
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
こ

の
深
淵
に
ま
で
到
達
す
る
よ
う
な
人
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

こ
そ
ま
さ
に
そ
の
人
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
世
界
の
深
淵
に
身
を

置
く
こ
と
に
よ
っ
て
内
面
の
豊
饒
さ
を
か
ち
得
た
詩
人
で
あ
る
。
神
の
欠
乏
と
夜

伊
東
静
雄
論
（
上
田
）

の
時
代
こ
そ
が
詩
人
を
強
く
し
た
。
い
わ
ば
詩
人
に
と
り
乏
し
き
時
代
こ
そ
恩
寵

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
時
代
の
乏
し
さ
と
内
面
の
豊
か
さ
　
　
我
々
は
こ
こ
に
詩

人
の
深
い
精
神
性
を
感
ず
る
。
し
か
し
、
詩
人
に
と
り
豊
か
な
時
代
な
ど
と
い
う

も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
詩
人
に
と
り
「
時
」
は
常
に
「
乏
し
き
時
代
」
で
あ

る
は
ず
だ
。
伊
東
も
そ
の
意
味
で
「
乏
し
き
時
代
」
を
生
き
た
詩
人
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
伊
東
の
生
き
た
昭
和
十
年
前
後
の
時
代
の
「
乏
し
さ
」
は
神
の
欠
乏
、

夜
の
時
代
と
い
う
精
神
性
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
と
い
う
よ
り
時
代
は
も
っ
と
俗
悪

で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
精
神
の
不
在
を
も
意
識
さ
れ
な
い
ほ
ど
時
代
は
貧
困
で
あ
っ

た
。
「
過
ぎ
去
れ
る
神
々
」
も
な
く
、
「
来
る
べ
き
神
」
を
も
持
た
な
い
時
代
の
貧

困
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
神
の
欠
乏
以
上
に
暗
い
「
夜
の
時
代
」
で
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。
伊
東
の
時
代
の
乏
し
さ
は
、
精
神
性
以
前
に
ま
ず
生
活
が
、
現
実
が

貧
困
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
貧
困
か
ら
「
精
神
」
を
護
る
闘
い
こ
そ
伊
東

は
行
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
哀
歌
』
の
は
げ
し
い
格
闘
の
跡
に
我
々
が
見
る
の
は
そ

れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
伊
東
は
俗
悪
な
時
代
と
の
闘
い
か
ら
そ
の
精
神
性
を
護
り
、

豊
か
な
内
面
を
か
ち
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
世
界

は
あ
ま
り
に
も
糖
神
が
性
急
に
た
ち
ま
さ
り
豊
か
さ
の
実
を
結
ん
で
は
い
な
い
。

豊
か
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
貧
し
く
見
え
て
く
る
伊
東
の
精
神
。
い
や
、

伊
東
は
は
じ
め
か
ら
豊
か
さ
な
ど
を
目
ざ
し
て
進
ん
だ
詩
人
で
は
な
い
。
豊
か
さ

か
ら
拒
否
さ
れ
、
成
熟
す
る
事
を
拒
否
さ
れ
た
詩
人
で
あ
る
。
そ
の
出
発
か
ら

「
到
底
ま
っ
青
な
果
実
し
か
の
ぞ
ま
れ
ぬ
」
事
を
充
分
、
認
識
し
な
が
ら
進
ん
だ

詩
人
で
あ
る
。
　
「
ま
っ
青
な
果
実
」
に
象
徴
さ
れ
る
時
代
の
青
春
の
貧
困
を
伊
東

の
悲
劇
的
精
神
は
逸
早
く
読
み
取
り
、
そ
の
中
で
青
春
の
正
し
い
時
を
完
結
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
の
詩
は
性
急
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
一
途

で
あ
る
。
し
か
し
、
未
成
熟
な
青
春
の
前
に
ど
の
よ
う
に
正
し
い
青
春
の
時
は
完
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結
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
伊
東
の
時
代
は
あ
ま
り
に
も
貧
困
で
あ
っ
た
。
外
的
、
時
代
的
な
貧
困
は
詩
人

に
成
熟
す
る
こ
と
を
も
許
さ
な
か
っ
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
神
の
欠
乏
の
時
代
に

世
界
の
深
淵
に
ま
で
下
り
た
っ
た
。
し
か
し
、
伊
東
に
は
不
毛
な
精
神
の
時
代
に

自
已
の
塵
か
に
残
さ
れ
た
精
神
の
領
域
を
守
る
た
め
、
時
代
に
抗
す
る
の
が
精
一

杯
で
あ
っ
た
。
ど
こ
を
探
し
て
も
豊
か
な
内
面
と
成
熟
な
ど
は
出
て
き
は
し
な

い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
比
較
し
た
場
合
、
日
本
の
ロ
マ
ン
派
詩
人
伊
東
静
雄
の
位

相
が
明
ら
か
に
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
は
つ
い
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
た
ろ
う
と
し

て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
た
り
え
な
か
っ
た
詩
人
で
あ
り
、
一
時
代
は
彼
に
成
熟
と
豊
饒
さ

を
許
さ
な
か
っ
た
。
「
歪
め
ら
れ
た
藤
村
」
は
又
「
歪
め
ら
れ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
」

で
あ
り
、
　
「
傷
つ
い
た
浪
漫
派
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
伊
東
が
荒
涼
と
し
た
内

部
世
界
と
貧
困
の
青
春
を
代
償
に
護
っ
た
も
の
こ
そ
、
昭
和
十
年
代
の
詩
史
の
上

で
ひ
と
き
わ
輝
く
精
神
の
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。

　
後
年
、
伊
東
は
「
意
識
の
暗
黒
部
と
の
必
死
な
格
闘
」
　
（
昭
2
3
・
2
一
1
3
桑
原

武
夫
宛
書
簡
）
と
い
う
表
現
で
『
哀
歌
』
時
代
を
回
想
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は

彼
が
「
必
死
な
格
闘
」
を
通
し
て
護
ろ
う
と
し
た
精
神
の
領
域
、
又
そ
の
事
が
如

何
に
危
険
で
困
難
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
同
時
に
こ
の
背

後
に
大
き
く
立
ち
は
だ
か
り
彼
に
「
必
死
な
格
闘
」
を
強
い
た
現
実
と
生
活
を
容

易
に
想
像
す
る
事
が
出
来
る
。
伊
東
が
生
活
や
現
実
の
場
か
ら
歌
わ
れ
る
型
の
詩

人
で
あ
り
、
『
哀
歌
』
が
い
か
に
生
活
や
現
実
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
は
明
ら

か
で
あ
る
。
伊
東
に
と
っ
て
生
活
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
彼
の
詩
作
の
モ
チ
ー

フ
を
解
明
す
る
こ
と
で
『
哀
歌
』
の
方
向
と
伊
東
の
精
神
の
行
方
を
跡
づ
け
た
い
。

二

　
伊
東
は
「
大
阪
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
（
昭
u
一
1
「
椎
の
木
」
）
の
中
で
「
も

し
私
が
大
阪
に
住
ま
な
か
っ
た
ら
、
恐
ら
く
私
は
詩
を
書
か
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
と
近
頃
は
よ
く
考
へ
る
」
　
「
大
阪
は
私
に
詩
を
書
く
口
実
を
与
へ
る
の
だ
」
と

述
べ
て
い
る
。
又
、
　
「
心
あ
る
人
」
は
彼
の
詩
に
い
ち
早
く
朔
太
郎
の
「
西
洋
の

図
」
を
指
摘
し
て
喝
釆
す
る
が
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
「
心
あ
る
人
」
を
最
も
軽
蔑

す
る
と
皮
肉
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
已
の
「
西
洋
の
図
」
が
「
た
く
ら
ん
だ
」

そ
れ
で
あ
る
事
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
「
西
洋
の
図
」
を
た
く
ら
む
こ
と
で
現

実
に
反
抗
し
、
又
そ
れ
を
拒
否
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
現
実
を
最
も
よ
く
象

徴
し
、
か
つ
彼
に
詩
を
書
く
口
実
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
大
阪
と
い
う
土
地
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
大
阪
は
、
い
わ
ば
彼
の
詩
作
の
モ
ヂ
ー
フ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
「
た
く
ら
ん
だ
」
　
「
西
洋
の
図
」
で
伊
東
が
意
図
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た

の
か
。
彼
は
「
偲
草
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
（
昭
1
7
・
7
「
文
芸
世
紀
」
）
で
、
朔

太
郎
の
「
西
洋
の
図
」
に
ふ
れ
、
　
「
日
本
の
現
代
の
詩
人
に
し
て
誰
が
、
あ
れ
ほ

ど
古
く
な
り
う
る
『
西
洋
の
図
』
を
持
ち
得
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
帰
郷
者
』

の
嘆
か
ひ
は
決
し
て
時
代
順
応
の
便
乗
者
流
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
『
西
洋
の

図
』
を
生
ん
だ
同
じ
詩
心
の
根
低
か
ら
の
詠
嘆
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
朔
太

郎
の
日
本
へ
の
回
帰
は
「
西
洋
の
図
」
を
生
ん
だ
同
じ
精
神
よ
り
の
帰
結
で
あ
り
、

両
者
、
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
内
部
共
存
し
て
い
る
と
説
く
。
そ
し
て
両
者
に
共
通

し
て
流
れ
る
も
の
は
「
言
は
ば
時
代
の
詩
人
が
確
乎
と
し
て
安
坐
す
べ
き
地
盤
を
」

「
懸
命
に
支
へ
」
よ
う
と
す
る
精
神
で
あ
る
と
す
る
。
朔
太
郎
が
「
懸
命
に
支
へ
」

よ
う
と
し
た
も
の
を
、
伊
東
も
又
「
大
阪
」
の
地
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
し
か

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
、
「
た
く
ら
ん
だ
」
「
西
洋
の
図
」
と
言
い
、
「
西
洋
の
図
」
と
「
帰
郷
者
」
の
「
嘆

か
ひ
」
を
同
根
の
花
と
見
る
視
点
は
、
結
局
、
都
会
と
い
う
異
郷
の
地
に
踏
み
止

ま
り
え
ず
、
　
「
帰
郷
者
」
の
系
列
に
加
わ
る
で
あ
ろ
う
詩
人
の
未
来
を
暗
示
し
て
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い
る
。

　
　
田
舎
を
逃
げ
た
私
が
　
都
会
よ

　
　
ど
う
し
て
お
前
に
敢
て
定
ん
じ
よ
う

詩
作
を
覚
え
た
私
が
　
行
為
よ

ど
う
し
て
お
前
に
憧
れ
な
い
こ
と
が
あ
ら
う

　
「
帰
郷
者
」
の
「
反
歌
」
で
あ
り
、
一
見
、
「
田
舎
」
と
「
都
会
」
、
　
「
詩
作
」

と
「
行
為
」
の
二
律
背
反
を
物
語
っ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
詩
人
が
ど
ち

ら
の
側
に
よ
り
強
く
惹
か
れ
て
い
る
か
は
明
瞭
で
あ
る
。
　
「
詩
作
を
覚
え
」
る
事

は
コ
行
為
」
の
世
界
を
捨
て
、
　
「
田
舎
」
を
逃
れ
て
「
都
会
」
に
棲
む
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
詩
人
は
た
ち
切
ら
れ
た
コ
行
為
L
の
世
界
と
、
逃
れ
来
た
「
田

舎
」
へ
の
限
り
な
い
憧
慢
を
語
っ
て
い
る
。
「
帰
郷
者
」
と
の
関
連
で
言
え
ば
「
一

基
の
墓
」
と
な
る
こ
と
が
詩
人
の
願
望
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
田
舎
」
に
帰
る
こ
と

で
完
結
す
る
。
そ
の
意
味
で
「
帰
郷
者
」
た
る
こ
と
が
伊
東
の
永
遠
の
願
い
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
大
阪
と
い
う
都
会
に
棲
み
、
大
阪
を
素
材
に
し
な
が
ら
「
た
く

ら
ん
だ
」
　
「
西
洋
の
図
」
を
書
き
、
そ
う
す
る
こ
と
で
大
阪
と
い
う
生
活
の
場
に

反
抗
し
、
そ
の
同
じ
気
持
で
「
帰
郷
者
」
の
「
嘆
か
ひ
」
を
う
た
っ
た
の
で
あ
る
。

朔
太
郎
の
跡
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
伊
東
が
出
発
時
か
ら
す
で

に
「
帰
郷
者
」
の
歌
を
用
意
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
充
分
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
伊
東
の
都
会
や
西
洋
は
全
て
か
く
れ
み
の
で
あ
り

、
　
　
、

方
便
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
異
質
の
西
洋
と
の
対
決
な
し
に
、
な

し
く
ず
し
に
日
本
に
回
帰
し
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
「
意
識
の
暗
黒
部
と

の
必
死
な
格
闘
」
を
通
し
て
対
決
し
た
日
本
の
現
実
と
、
そ
う
す
る
こ
と
で
護
り

伊
東
静
雄
論
（
上
田
）

得
た
精
神
の
領
域
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
伊
東
が
『
哀

歌
』
で
登
り
つ
め
た
極
地
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　
『
夏
花
』
（
昭
1
5
一
5
「
コ
ギ
ト
」
）
で
伊
東
は
『
哀
歌
』
当
時
の
「
激
し
た
心

持
」
と
、
一
年
に
一
度
位
、
ふ
と
『
哀
歌
』
を
手
に
し
た
時
の
「
目
の
く
ら
む
や

う
な
」
思
い
を
述
べ
、
　
「
実
生
活
の
上
で
は
、
非
常
に
危
険
な
時
期
で
あ
っ
た
や

う
な
気
が
す
る
。
詩
と
同
じ
程
度
に
、
い
つ
も
そ
の
頃
は
故
知
ら
ず
激
し
て
ゐ
て
、

家
の
中
に
居
て
も
、
並
外
れ
た
言
動
を
し
て
ゐ
た
」
と
つ
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ

は
『
哀
歌
』
が
生
活
の
危
機
を
代
償
に
し
て
購
わ
れ
た
詩
集
で
あ
る
事
を
意
味
す

る
。
生
活
の
破
綻
一
歩
手
前
で
あ
る
こ
と
は
、
先
の
「
意
識
の
暗
黒
部
と
の
必
死

な
格
闘
」
で
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
は
又
、
生
活
、

現
実
、
時
代
等
あ
ら
ゆ
る
も
の
一
切
の
拒
否
で
あ
っ
た
。
生
活
を
犠
牲
に
し
て
ま

で
詩
人
が
護
ろ
う
と
し
た
精
神
の
領
域
と
は
非
時
空
間
で
あ
り
純
粋
観
念
の
世
界

で
あ
っ
た
。
非
在
で
あ
り
非
時
と
言
っ
て
い
い
、
純
粋
詩
精
神
で
あ
り
、
　
「
神
」

や
「
絶
対
」
と
名
づ
け
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
伊
東
は
時
代
や
杜
会
に
決
し
て

屈
伏
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
領
域
を
護
っ
た
稀
有
の
詩
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
が
ヘ
ル
ダ
i
リ
ン
を
申
心
と
し
て
ド
ィ
ツ
一
ロ
マ
ン
派
か
ら
学
ん
だ
も
の
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
の
純
粋
精
神
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
決
し
て
西
洋
は
伊
東
に
と
り
か
く
れ
み

、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
や
方
便
で
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
自
已
の
青
春
を
賭
し
て
か
ち
得
た
モ
ラ
ル

で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
や
が
て
こ
の
精
神
は
崩
壊
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
伊
東
は
こ
の
風
土

の
中
で
現
実
と
和
解
し
、
や
が
て
成
熟
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
成
熟
か

ら
拒
否
さ
れ
た
詩
人
は
風
土
に
同
帰
す
る
こ
と
で
皮
肉
に
も
成
熟
し
て
行
く
。
こ

こ
に
、
一
つ
の
精
神
の
転
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。

先
を
急
が
ず
、
彼
が
い
か
に
転
向
を
図
る
か
、
生
活
の
危
機
よ
り
見
て
行
き
た
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い
。
先
に
生
活
の
危
機
に
よ
り
『
哀
歌
』
の
詩
精
神
の
高
さ
が
購
わ
れ
た
と
述
べ

た
が
、
生
活
の
危
機
は
そ
の
詩
精
神
を
蝕
む
も
の
で
あ
っ
た
。
桑
原
武
夫
に
よ
れ

ば
、
伊
東
は
昭
和
七
年
当
時
、
父
の
残
し
た
約
一
万
円
と
い
う
少
な
か
ら
ぬ
借
財

を
「
と
ぽ
し
い
月
給
生
活
の
中
か
ら
幾
年
も
か
か
っ
て
完
済
し
た
」
と
い
う
。
又

「
近
親
に
不
幸
な
病
人
が
あ
り
、
そ
の
た
め
家
庭
は
い
く
た
び
か
破
綻
に
ひ
ん
し

た
」
と
も
い
う
。
こ
れ
だ
け
の
負
担
と
生
活
の
い
ざ
こ
ざ
の
中
で
詩
的
生
活
を
守

り
ぬ
く
こ
と
が
い
か
に
困
難
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
の
ち
に
「
近
頃
生
活
感
情

が
切
実
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
詩
の
か
け
な
い
や
う
に
な
り
ま
す
の
は
い
か
が
な
わ

け
で
せ
う
」
　
（
昭
u
・
3
・
1
3
富
士
正
晴
宛
書
簡
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
も
そ
の

事
が
分
る
。
こ
の
生
活
の
重
圧
は
彼
の
学
校
教
師
と
い
う
律
義
な
職
業
に
よ
っ
て

倍
加
さ
れ
た
か
の
観
が
あ
る
。
学
校
教
師
の
不
如
意
さ
に
つ
い
て
は
桑
原
武
夫
の

解
説
や
教
え
子
の
回
想
、
伊
東
の
書
簡
に
く
わ
し
い
。
書
簡
で
彼
は
「
学
校
教
師

の
み
じ
め
さ
に
同
情
」
し
た
チ
エ
ー
ホ
フ
に
限
り
な
い
親
愛
の
情
を
寄
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
生
活
の
不
如
意
と
貧
困
が
彼
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。

か
っ
て
の
意
中
の
人
に
「
私
も
楽
し
い
こ
と
な
ど
毫
末
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
失

っ
た
も
の
や
、
来
さ
う
に
な
い
も
の
を
憧
れ
て
、
そ
れ
で
や
っ
と
そ
の
日
を
遇
ご

し
て
ゐ
ま
す
」
　
（
昭
1
0
・
u
一
2
酒
井
ゆ
り
子
宛
）
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
二
十

八
才
の
家
庭
を
持
っ
た
男
の
言
と
し
て
は
老
成
し
た
も
の
の
言
い
よ
う
で
あ
る
が
、

彼
が
い
か
に
内
面
を
お
し
殺
し
な
が
ら
生
き
て
い
た
か
が
想
像
で
き
る
。
同
じ
書

簡
で
彼
は
「
拒
絶
」
と
い
う
題
名
の
詩
集
刊
行
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
集
名

に
当
時
の
伊
東
の
内
面
の
深
い
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
事
が
分
る
。
同
時
に
、

こ
の
「
拒
絶
」
と
い
う
姿
勢
こ
そ
『
哀
歌
』
の
最
大
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
　
『
哀

歌
』
期
に
伊
東
が
現
実
に
対
し
た
姿
勢
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
生
活
と
現
実
の
拒

否
、
又
、
そ
れ
と
の
闘
い
、
こ
れ
が
『
哀
歌
』
の
最
大
の
闘
い
で
あ
り
、
伊
東
は

そ
れ
を
「
意
識
の
暗
黒
部
と
の
必
死
な
格
闘
」
と
言
っ
た
。
こ
の
格
闘
で
伊
東
が

護
っ
た
精
神
の
領
域
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
既
に
ふ
れ
た
。
し
か
し
、
伊
東
が

こ
の
「
拒
絶
」
の
姿
勢
を
い
つ
ま
で
も
と
り
え
、
生
活
と
現
実
か
ら
そ
の
「
詩

作
」
を
護
り
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
時
に
は
強
い
ら
れ
た
現
実
を
引
き
受
け
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
し
、
自
已
の
願
う
現
実
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
伊

東
に
と
り
「
意
志
の
反
瞳
す
る
牙
」
と
「
卓
抜
な
る
超
俗
思
想
」
を
身
に
つ
け
た

詩
人
と
な
り
き
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
生
活
と
現
実
は
重
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
。

伊
東
は
結
局
、
生
活
の
危
機
を
の
り
き
る
た
め
に
生
活
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
決
然
た
る
意
志
の
姿
勢
で
彼
は
借
財
を
引
き
受
け
、
職

業
を
引
き
受
け
て
行
く
の
で
あ
る
。
先
に
「
拒
絶
」
と
い
い
、
今
度
は
引
き
受
け

る
と
い
う
言
い
方
に
矛
盾
を
感
ず
る
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
は
こ
の

矛
盾
す
る
二
つ
の
流
れ
が
『
哀
歌
』
に
あ
る
と
み
て
い
る
。
前
者
は
「
わ
が
ひ
と

に
与
ふ
る
哀
歌
」
系
の
も
の
で
、
私
は
こ
の
系
列
を
最
も
『
哀
歌
』
ら
し
い
も
の

と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
後
者
は
「
帰
郷
者
」
系
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
生
活

者
の
歌
で
あ
る
。
従
っ
て
『
哀
歌
』
の
屈
折
と
は
前
者
よ
り
後
者
に
移
行
し
て
行

く
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
、
『
哀
歌
』
が
前
者
か
ら
後
者
へ
と
図
式
的
に
移
行
し

て
行
く
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
時
に
、
ど
ち
ら
か
が
一
方
強
く
出
、
両
者
、
は

げ
し
い
確
執
を
続
け
な
が
ら
次
第
に
後
者
が
優
っ
て
く
る
と
言
え
る
。

　
伊
東
は
生
活
の
危
機
を
の
り
き
る
た
め
に
自
已
に
生
活
者
と
し
て
の
モ
ラ
ル
を

強
い
て
行
く
。

○
秩
鶏
は
飛
ば
ず
に
全
路
を
歩
い
て
来
る

○
行
っ
て
　
お
前
の
そ
の
憂
愁
の
深
さ
の
ほ
ど
に

明
る
く
か
し
処
を
彩
れ

sokyu
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○
寧
ろ
彼
ら
が
私
の
け
ふ
の
日
を
歌
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
ら

○
鳥
の
飛
翔
の
跡
を
天
空
に
さ
が
す
な

夕
陽
と
朝
陽
の
な
か
に
立
ち
ど
ま
る
な

手
に
ふ
る
る
野
花
は
そ
れ
を
摘
み

花
と
み
づ
か
ら
を
さ
さ
へ
つ
つ
歩
み
を
運
べ

　
最
後
の
も
の
は
『
夏
花
』
所
収
の
「
そ
ん
な
に
凝
視
め
る
な
」
の
一
部
分
で
あ

る
が
、
こ
の
詩
に
は
初
め
「
風
と
光
の
中
に
身
を
粉
々
に
せ
よ
。
白
ら
持
す
る
と

こ
ろ
あ
る
な
」
と
い
う
詩
旬
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ

れ
ら
は
ど
う
み
て
も
美
し
い
詩
の
一
行
と
い
う
よ
り
は
多
分
に
人
生
訓
く
さ
い
も

の
で
あ
る
。
生
活
者
伊
東
は
こ
れ
ら
人
生
訓
を
自
己
に
課
し
、
次
第
に
生
活
の
危

機
よ
り
脱
し
よ
う
と
す
る
。
モ
ラ
リ
ス
ト
伊
東
の
風
貌
が
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。

『
哀
歌
』
以
降
の
作
品
は
こ
の
生
活
者
系
の
う
た
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
み
て
い

い
。
こ
れ
ら
の
モ
ラ
ル
に
向
っ
て
伊
東
は
次
第
に
成
熟
し
、
現
実
と
の
和
解
が
は

じ
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
三

　
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
以
後
、
『
夏
花
』
『
春
の
い
そ
ぎ
』
　
『
反
響
』
と

詩
集
が
刊
行
さ
れ
、
こ
の
四
つ
の
詩
集
で
伊
東
の
詩
業
は
完
る
わ
け
で
あ
る
が
、

評
価
と
な
る
と
『
哀
歌
』
を
か
う
向
き
が
多
い
。
詩
史
的
意
義
か
ら
言
っ
て
こ
の

評
価
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
後
の
三
つ
の
詩
集
も
見
落
せ
な
い
。
特
に

『
哀
歌
』
と
そ
れ
以
後
の
詩
集
の
間
に
は
大
き
な
変
容
と
断
絶
が
あ
る
わ
け
で
、

こ
の
こ
と
抜
き
に
は
伊
東
の
全
体
は
語
れ
な
い
。
こ
の
変
容
の
大
体
は
「
彼
の
詩

は
晩
年
に
近
づ
く
に
っ
れ
て
、
は
げ
し
い
発
出
よ
り
も
深
い
沈
潜
の
方
法
を
と
り
、

伊
東
静
雄
論
（
上
田
）

人
は
こ
れ
を
円
熟
と
い
う
。
措
辞
は
明
ら
か
に
完
壁
に
近
づ
く
が
、
私
は
こ
の
円

熟
に
痛
ま
し
い
も
の
を
感
ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
L
と
い
う
桑
原
武
夫
の
解
説
に

っ
き
る
。
『
哀
歌
』
の
は
げ
し
い
「
発
出
」
、
何
物
か
を
守
る
た
め
必
死
に
可
物
か

に
耐
え
な
が
ら
拝
情
し
た
情
念
、
そ
の
た
め
の
時
に
は
不
自
然
と
思
わ
れ
る
「
借

辞
」
も
『
夏
花
』
以
後
に
は
見
ら
れ
な
い
。
緊
張
感
が
た
ち
切
れ
て
い
る
。
き
び

し
い
内
在
律
で
あ
る
イ
ロ
ニ
ー
の
喪
失
で
あ
る
。
詩
人
白
身
「
荘
漢
一
脱
落
の

感
」
と
評
し
て
い
る
。
た
し
か
に
「
八
月
の
石
に
す
が
り
て
」
「
水
申
花
」
「
そ
ん

な
に
凝
視
め
る
な
」
　
（
全
て
『
夏
花
』
）
を
見
る
と
そ
の
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

『
哀
歌
』
に
あ
っ
た
ピ
ン
と
張
り
つ
め
ら
れ
た
糸
は
見
事
に
た
ち
切
ら
れ
、
精
神

の
衰
弱
が
は
な
は
だ
し
い
。
桑
原
氏
指
摘
の
如
く
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
「
痛
ま
し

い
」
変
容
で
あ
る
。
伊
東
の
内
部
で
何
か
が
大
き
く
転
回
し
た
の
で
あ
る
。

　
詩
人
は
「
わ
か
い
友
」
に
青
春
を
葬
り
去
る
か
の
よ
う
に
「
白
然
が
与
へ
る
暗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ

示
は
、
い
か
に
そ
れ
が
光
耀
に
み
ち
て
ゐ
よ
う
と
も
凝
視
め
る
ふ
か
い
瞳
に
は
つ

ひ
に
悲
し
み
だ
」
と
告
げ
る
。
　
「
わ
れ
等
は
白
然
の
多
様
と
変
化
の
う
ち
に
こ
そ

育
ち
　
あ
あ
　
歓
び
と
意
志
も
亦
そ
こ
に
あ
る
と
知
れ
」
（
「
そ
ん
な
に
凝
視
め
る

な
」
）
　
　
こ
こ
に
は
か
っ
て
、
決
然
た
る
「
意
志
の
姿
勢
」
で
聞
い
た
「
広
大
の

讃
歌
」
は
な
い
。
あ
る
い
は
「
広
大
の
讃
歌
」
を
聞
こ
う
と
す
る
決
然
た
る
「
意

志
の
姿
勢
」
は
な
い
。
「
意
志
」
は
も
は
や
「
自
然
」
に
対
抗
す
る
も
の
で
な
く
、

そ
の
中
に
包
み
こ
ま
れ
か
つ
育
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
っ
て
の
自
已
と
同
じ
道

を
辿
ろ
う
と
す
る
「
わ
か
い
友
」
へ
の
警
告
で
あ
り
青
春
の
挽
歌
で
あ
る
。

　
こ
の
「
白
然
」
へ
の
回
帰
は
『
春
の
い
そ
ぎ
』
所
収
の
「
夏
の
終
」
で
も
あ
ざ

や
か
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
も
は
や
自
然
に
対
抗
す
る
意
志
は
見
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
づ

れ
な
い
。
「
た
だ
あ
る
壮
大
な
も
の
が
徐
か
に
傾
い
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
」
に
象

徴
さ
れ
る
「
自
然
」
が
大
き
く
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
然
」
へ
の
道
程
と
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伊
東
静
雄
論
（
上
田
）

回
帰
こ
そ
が
、
か
っ
て
「
帰
郷
者
」
で
願
望
し
た
「
一
基
の
墓
」
で
象
徴
さ
れ
る

「
田
舎
」
と
コ
行
為
L
の
世
界
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
。
彼
は
直
接
、
生
活
の
場
に

帰
っ
て
行
く
の
で
は
な
く
、
願
望
と
し
て
の
世
界
、
断
ち
切
ら
れ
た
行
為
の
世
界
、

「
帰
郷
者
」
の
言
葉
で
言
え
ば
「
永
久
に
」
　
「
貧
窮
し
て
ゐ
」
る
「
住
民
」
の
世

界
に
帰
っ
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
伊
東
の
帰
り
行
く
先
は
、

農
本
杜
会
の
原
質
の
よ
う
な
も
の
に
代
表
さ
れ
る
世
界
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
、

生
活
者
伊
東
の
帰
り
行
く
所
と
朔
太
郎
の
そ
れ
は
同
質
で
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、

今
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
い
。

　
彼
の
帰
り
行
く
所
は
直
接
に
は
生
活
の
場
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の

期
に
伊
東
は
生
活
を
生
活
と
し
て
肯
定
し
よ
う
と
す
る
生
活
者
の
立
場
に
立
っ
て
、

家
庭
を
う
た
う
よ
う
に
な
る
。
　
「
春
浅
き
」
　
「
な
れ
と
わ
れ
」
（
以
上
『
春
の
い
そ

ぎ
』
）
「
タ
映
」
（
『
反
響
』
）
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
子
に
対
す
る
父
と
、

妻
に
対
す
る
夫
が
い
る
。
か
っ
て
、
彼
が
あ
れ
ほ
ど
反
逆
し
た
家
庭
に
彼
は
和
解

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
生
活
に
よ
り
歌
わ
れ
る
立
場
か
ら
生
活
を
眺
め
よ
う
と
す

る
側
に
移
行
し
て
行
く
。

ね
が
は
く
は
こ
の
わ
が
行
ひ
も

あ
㌧
せ
め
て
は
あ
の
や
う
な
小
さ
い

　
　
　
（
「
タ
映
」
）

祝
祭
で
あ
れ
よ

　
家
長
と
し
て
子
供
た
ち
の
「
日
日
の
か
は
い
い
祝
祭
」
を
見
る
目
は
慈
愛
に
満

ち
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
市
民
的
な
家
庭
の
幸
福
へ
の
願
い
は
つ
㌧
ま
し
や
か
で

あ
る
。
伊
東
の
晩
年
の
心
境
と
み
た
時
、
我
々
は
あ
る
痛
ま
し
さ
を
感
ず
る
と
同

時
に
詩
人
の
幸
福
を
願
う
の
で
あ
る
。

夏
の
終
り

夜
来
の
麟
風
に
ひ
と
り
は
ぐ
れ
た
白
い
雲
が

気
の
と
ほ
く
な
る
ほ
ど
澄
み
に
澄
ん
だ

か
ぐ
は
し
い
大
気
の
空
を
な
が
れ
ゆ
く

太
陽
の
燃
え
か
が
や
く
野
の
景
観
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ

そ
れ
が
お
ほ
き
く
落
す
静
か
な
磐
は

…
…
さ
よ
な
ら
…
…
さ
や
う
な
ら
…
…

…
…
さ
よ
な
ら
・
…
：
さ
や
う
な
ら
…
…

い
ち
い
ち
さ
う
頷
く
眼
差
の
や
う
に

一
筋
ひ
か
る
街
道
を
よ
こ
ぎ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
み
づ
た
　
抽
も
て

あ
ざ
や
か
な
暗
緑
の
水
田
の
面
を
移
り

ち
ひ
さ
く
動
く
行
人
を
お
い
越
し
て

し
づ
か
に
し
づ
か
に
村
落
の
屋
根
屋
根
や

樹
上
に
か
げ
り

…
…
さ
よ
な
ら
…
…
さ
や
う
な
ら
…
…

…
…
さ
よ
な
ら
…
…
さ
や
う
な
ら
…
…

ず
っ
と
こ
の
会
釈
を
つ
づ
け
な
が
ら

や
が
て
優
し
く
わ
が
視
野
か
ら
遠
ざ
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
反
響
』
所
収
）

　
詩
人
は
つ
い
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。
現
実
と
和
解
す
る
と
い
う
地
点
に
。

こ
の
「
優
し
さ
」
こ
そ
伊
東
が
短
い
詩
生
涯
で
詩
作
か
ら
与
え
ら
れ
た
唯
一
の
恩

恵
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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伊
東
は
最
後
に
「
観
る
」
生
活
に
入
ろ
う
と
し
た
。
　
「
ほ
ん
た
う
に
壮
年
時
代

が
過
ぎ
た
と
い
ふ
感
が
い
た
し
ま
す
。
『
余
生
』
と
い
ふ
こ
と
も
考
へ
ま
す
。
私

は
た
だ
こ
れ
か
ら
は
『
観
る
』
生
活
を
つ
づ
け
よ
う
と
思
ひ
ま
す
。
そ
し
て
詩
は

警
愉
だ
と
思
ふ
や
う
に
な
り
ま
し
た
」
（
昭
2
1
・
1
1
．
1
4
清
水
文
雄
宛
書
簡
）
と
述
べ

て
い
る
。
　
「
詩
は
警
愉
」
で
あ
る
と
い
う
視
点
は
伊
東
の
更
に
深
ま
り
行
く
詩
学

を
思
わ
せ
る
。
白
然
を
「
観
」
、
内
面
に
沈
潜
す
る
こ
と
で
伊
東
に
真
の
意
味
で

の
成
熟
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
伊
東
に
は
そ
れ
は
も
は
や
許
さ
れ
な

か
っ
た
。

そ
ろ
く
結
論
竈
し
て
こ
の
論
を
終
臭
い
。
一
哀
歌
一
に
お
け
る
一
つ
の

精
神
の
確
立
と
『
夏
花
』
以
降
に
お
け
る
そ
れ
の
崩
壊
、
こ
こ
に
大
き
な
転
回
点

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
こ
の
転
換
と
は
何
を
意
味
し
た
の
か
と
い
う
が
こ
の
論
の

モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
当
然
、
一
つ
の
転
向
の
型
と
し
て
「
日
本
浪
漫
派
」
と
の

関
係
や
、
朔
太
郎
の
「
日
本
へ
の
回
帰
」
の
視
点
を
考
慮
に
入
れ
て
論
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
今
回
は
ふ
れ
る
事
が
で
き
な
か
っ

た
。
従
っ
て
時
代
精
神
と
の
か
か
わ
り
で
伊
東
の
転
向
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
で

き
な
く
、
は
な
は
だ
不
満
の
多
い
結
果
に
な
っ
た
。
た
だ
、
大
筋
と
し
て
『
哀

歌
』
に
お
け
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
媒
介
と
し
た
近
代
詩
精
神
の
樹
立
を
、
『
哀
歌
』

の
内
在
律
で
あ
る
イ
ロ
ニ
ー
主
体
の
確
立
の
面
よ
り
論
じ
、
そ
れ
が
崩
壊
し
て
行

く
過
程
を
生
活
の
危
機
の
面
よ
り
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
活

の
危
機
を
乗
り
切
る
方
法
と
し
て
、
日
本
人
の
意
識
の
申
に
根
強
く
流
れ
る
「
自

然
」
を
問
題
に
し
た
。
こ
の
自
然
は
伊
東
の
中
に
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た
農
本
主
義

的
志
向
に
密
接
に
結
び
っ
い
て
い
た
点
で
、
『
哀
歌
』
の
詩
精
神
が
必
ず
し
も
西

洋
近
代
で
の
み
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
伊
東
に
お
け
る
「
西

洋
」
と
「
帰
郷
」
の
関
係
は
、
朔
太
郎
と
も
対
比
し
な
が
ら
行
う
べ
き
で
あ
っ
た

伊
東
静
雄
論
（
上
田
）

が
果
せ
な
か
っ
た
。
で
は
伊
東
の
精
神
の
転
換
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
な
る
と
、

や
は
り
古
い
前
近
代
、
白
然
と
風
土
に
象
徴
さ
れ
る
土
着
の
思
想
に
行
き
着
く
。

「
日
本
浪
曼
派
」
と
の
関
係
で
言
え
ば
古
い
日
本
の
美
意
識
の
問
題
に
も
つ
な
が

る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
た
と
え
ば
日
本
的
な
成
熟
と
い
う
形
で
出
て
く
る
。
伊
東

は
成
熟
を
拒
否
さ
れ
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
彼
の
未
成
熟
は
そ
の
ま
ま
純
粋
詩
精
神

の
証
明
で
あ
っ
た
。
精
神
の
孤
塁
保
持
の
証
し
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
純
粋
詩
精
神

の
崩
壊
と
共
に
成
熟
と
い
う
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
　
「
荘
漢
一
脱
落
」
と
い
う
喪

失
感
が
詩
人
を
し
て
成
熟
に
向
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
若
く
し
て

内
面
の
成
熟
を
完
成
さ
せ
や
が
て
徐
か
に
狂
気
し
て
行
く
。
伊
東
は
内
面
の
貧
困

に
よ
り
精
神
の
孤
塁
を
護
り
、
や
が
て
ゆ
る
や
か
に
成
熟
し
て
行
く
こ
と
で
そ
れ

を
失
う
。
き
わ
め
て
日
本
的
な
精
神
の
転
回
の
過
程
が
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。

こ
の
「
成
熟
」
と
「
喪
失
」
の
過
程
に
昭
和
の
代
表
的
詩
精
神
の
宿
命
を
み
た
い
。

注
①②

注
③

『
イ
ロ
ニ
！
の
概
念
』
下
（
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
作
集
」
巻
2
1
　
昭
4
2
・
4
白
水
杜

刊
）

「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
」
1
（
昭
4
2
一
3
河
出
書
房
新
杜
刊
）
高
岡
和
夫
訳
第
一

連
の
み

『
乏
し
き
時
代
の
詩
人
』
　
（
「
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
選
集
」
5
　
昭
3
3
一
5
理
想
杜
刊
）

手
塚
冨
雄
二
局
橋
英
夫
共
訳

〔
付
記
〕

先
行
文
献
に
あ
ま
り
目
を
通
さ
な
か
っ
た
た
め
読
み
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
殊

に
伊
東
静
雄
の
「
回
帰
」
に
つ
い
て
は
既
に
桶
谷
秀
昭
氏
が
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
の
を
稿

半
ば
で
知
っ
た
（
「
文
学
」
昭
3
9
・
4
、
　
「
日
本
浪
曼
派
研
究
」
2
昭
4
2
・
7
参
照
）
。

小
論
は
前
半
の
詩
法
に
重
点
を
置
い
た
た
め
、
回
帰
に
つ
い
て
の
本
質
的
間
題
に
は
ほ

と
ん
ど
ふ
れ
ず
終
い
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
「
回
帰
」
が
「
白
然
」
と
農
本
主
義
社

会
の
原
質
を
媒
介
と
し
て
い
る
と
い
う
点
が
私
見
で
あ
る
。
機
会
を
見
て
、
桶
谷
氏
の

論
を
含
め
て
こ
の
間
題
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
根
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
研
究
室
）


