
「
自
然
主
義
的
表
象
詩
」

の
成
立
と
エ

一
、
「
自
然
主
義
的
表
象
詩
」
と
は
伺
か

日
本
近
代
詩
の
歴
史
の
な
か
に
は
、
「
異
端
」
的
な
詩
人
に
よ
っ
て
新

し
い
詩
の
観
念
が
提
出
さ
れ
、
遂
に
一
般
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
終

わ
っ
た
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
宮
沢
賢
治
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
を
は

じ
め
、
多
く
の
場
合
難
解
で
あ
る
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
同
時
代
に
主

流
を
な
し
た
文
芸
思
潮
を
相
対
化
し
、
情
況
じ
た
い
を
逆
照
射
し
う
る

内
実
を
も
つ
も
の
も
多
い
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
岩
野
泡
鳴
の
「
自

然
主
義
的
表
象
詩
」
と
い
う
醜
念
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の

「
象
徴
詩
」
(
泡
鳴
の
「
表
象
」
も

RaSE--wの
訳
)
の
潮
流
と
、
小
説

に
お
け
る
「
自
然
主
義
」
の
潮
流
と
の
聞
で
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

泡
鳴
は
明
治
四

O
年
四
月
の
『
帝
国
文
学
』
に
、
自
ら
の
詩
論
を
「
自

然
主
義
的
表
象
詩
論
」
と
題
し
て
発
表
し
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
説
明

マ
ソ
ン
受
容

ヌk

野

朗

達

を
試
み
て
い
る
。

こ
こ
に
云
っ
て
置
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
自
然
派
と
自
然
主
義
派

と
の
区
別
で
あ
る
。
前
者
は
万
事
を
ク
ラ
シ
カ
ル
に
見
て
居
る
の
で
、

自
然
に
対
し
て
、
古
典
の
与
え
た
趣
味
と
素
養
以
上
に
は
、
自
己
の

努
力
を
用
ゐ
な
い
傾
き
が
あ
る
。
後
者
は
何
等
の
旧
慣
に
も
依
ら
な

い
で
、
自
己
の
努
力
ば
か
り
が
自
然
を
あ
り
の
ま
、
に
捉
へ
ょ
う
と

す
る
の
だ
か
ら
、
お
の
づ
か
ら
神
経
が
鋭
敏
に
な
っ
て
、
詩
の
生
命

な
る
イ
リ
ユ

l
ジ
ョ
ン
(
幻
像
)
は
そ
れ
か
ら
起
こ
る
や
う
に
な
る
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の
だ
。

(
一
五
七
頁
)

こ
れ
に
続
い
て
、
「
自
然
主
義
の
詩
な
ら
、
お
の
づ
か
ら
表
象
を
呼
び

起
す
や
う
に
な
る
」
と
述
べ
、
薄
田
泣
董
を
評
し
て
そ
の
詩
に
は
「
表

象
」
が
な
い
と
断
ず
る
。
ま
た
蒲
原
有
明
に
つ
い
て
も
、
「
同
君
の
作
に



は
表
象
的
な
の
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
寄
せ
集
め
た
様
で
、
突
飛

な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
も
ツ
と
か
ツ
き
り
そ
の
幻
像
が
当
て
填
る
や

う
に
な
れ
ば
よ
か
ら
う
」
と
評
し
、
「
つ
ま
り
、
も
ツ
と
自
然
主
義
に
近

づ
い
た
ら
い
い
の
だ
」
と
続
け
て
い
る
(
同
頁
)
。

こ
れ
ら
の
説
明
や
評
言
に
は
、
不
可
解
に
思
わ
れ
る
点
が
い
く
つ
か

あ
る
。第

一
に
、
「
自
然
を
あ
り
の
ま
訟
に
捉
へ
ょ
う
と
す
る
」
こ
と
が
、
「
神

経
」
を
鋭
敏
に
し
「
幻
像
」
を
喚
起
す
る
と
し
て
い
る
点
。
そ
し
て
「
幻

像
が
当
て
填
る
」
こ
と
が
ま
た
、
「
自
然
主
義
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
幻

像
が
当
て
填
る
」
と
い
う
の
は
、
「
寄
せ
集
め
」
「
突
飛
」
と
形
容
さ
れ

た
作
為
を
排
除
し
て
、
幻
像
が
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
捉
え
ら
れ
た
さ
ま

を
さ
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
あ
り
の
ま

ま
」
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
「
自
然
」
と
は
、
つ
ま
り
「
幻
像
」
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
自
然
」
は
、
い
か
な
る
機
制
に
よ
っ
て

見
い
だ
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
右
の
「
自
然
」
を
捉
え
る
に
あ
た
り
、
「
自
己
の
努
力
」
を

用
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
。
「
旧
慣
」
す
な
わ
ち
文
学
的
伝
統
か

ら
切
断
さ
れ
た
、
こ
の
「
自
己
」
の
根
拠
が
問
題
と
な
る
。

第
三
に
、
「
幻
像
が
当
て
填
る
」
状
態
は
、
「
表
象
的
」
と
も
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
。
泡
鳴
の
「
表
象
」
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
「
象
徴
」

(
回
可
ヨ

σ
o
-
)
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
「
幻
像
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
「
自
然
主
義
的
表
象
詩
」
と
い
う
概
念
の
難
解
さ
は
、

「
自
然
」
・
「
自
己
」
・
「
表
象
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を
め
ぐ
る
思
考
の
難
解
さ
へ

と
収
数
し
て
い
く
。

こ
れ
を
解
く
に
は
、
泡
鳴
の
思
考
が
ど
の
よ
う
な
契
機
に
媒
介
さ
れ

て
生
成
し
て
き
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
鍵
と
な
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
斉
藤
光
氏
に
よ
っ
て
考
証
さ
れ

て
い
る
、
生
涯
に
わ
た
る
エ
マ
ソ
ン
と
の
関
わ
り
で
あ
訂
)
。

右
に
挙
げ
た
主
題
群
に
つ
い
て
は
、
泡
鳴
自
身
「
大
抵
は
拙
著
『
半

獣
主
義
』
で
云
っ
た
こ
と
だ
」
(
一
六
一
頁
)
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
前

年
に
刊
行
さ
れ
た
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
以
下
、
こ
れ
を
参
照
し
つ
つ
、
エ
マ
ソ
ン
と
の
具
体
的
関
連
を
検
討

(
2
)
 

し
て
い
き
た
い
。
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二
、
エ
マ
ソ
ン
批
判
の
論
点

『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
で
言
及
し
て
い
る
多
く
の
思
想
家
の
う
ち
、
泡

鳴
が
エ
マ
ソ
ン
に
与
え
た
特
権
的
地
位
は
、
冒
頭
の
「
自
分
の
思
想
と

情
念
と
は
、
エ
メ
ル
ソ
ン
(
エ
マ
ソ
ン
の
こ
と
、
水
野
注
)
の
賜
物
が

多
い
」
、
「
今
日
の
考
え
は
、
(
中
略
)
エ
メ
ル
ソ
ン
か
ら
刺
撃
を
受
け
て

進
歩
し
て
来
た
」
(
と
も
に
四
頁
)
と
い
う
言
葉
に
も
よ
く
一
不
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
恩
恵
で
あ
り
刺
激
で
あ
っ
た
の
か
、
判

然
し
な
い
点
も
多
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
書
は
二
二
の
章
か
ら
構
成

さ
れ
、
う
ち
第
三
章
と
第
四
章
の
二
章
を
費
や
し
て
、

エ
マ
ソ
ン
の



ミ
ミ
ミ
陀
(
凶
器
。
)
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
第
九
章
で
こ
れ
を
批
判
し

て
否
定
し
去
り
、
以
降
の
章
で
は
専
ら
独
自
の
見
解
を
述
べ
る
と
い
う

形
を
採
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

泡
鳴
は
初
め
に
、
エ
マ
ソ
ン
の
「
自
然
」
定
義
を
、
「
我
に
非
ら
ざ
る

も
の
凡
て
」
と
提
示
し
て
い
る
(
八
頁
)
。
し
か
し
エ
マ
ソ
ン
は
、
人
間

の
手
の
加
わ
ら
な
い
「
自
然
、
つ
ま
り
「
人
工
」
に
対
す
る
「
自
然
」

を
、
「
通
常
の
意
味
に
お
け
る
自
然
」
と
し
た
上
で
、
「
自
然
と
人
工
、
あ

ら
ゆ
る
他
者
、
自
己
の
身
体
」
な
ど
、
自
己
の
魂
以
外
の
全
て
を

J
O円

沼
田
沼
と
一
括
し
て
、
こ
れ
を
「
哲
学
的
な
意
味
に
お
け
る
自
然
」
と
呼
び
、

両
者
を
混
用
し
て
い
る
(
〈

o=・
唱
・
品

1
3
0
泡
鳴
が
提
示
し
て
い
る
の

は
後
者
の
定
義
の
み
で
あ
り
、
従
っ
て
紹
介
及
び
批
判
は
、
哲
学
的
に

体
系
化
さ
れ
た
側
面
に
偏
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
体
系
的
側
面
に
お
い
て
エ
マ
ソ
ン
は
、
「
自
然
」
に
対
置
さ
れ
る

自
己
の
魂
を
、
宇
宙
の
究
極
に
措
定
し
た
超
越
的
、
神
的
な
「
心
霊
」

(
3〉

(
8回
目
)
と
同
一
視
し
た
上
で
、
「
自
然
」
は
「
心
霊
」
の
象
徴
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
、
「
唯
心
論
」
的
見
解
を
採
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
紹
介

し
た
泡
鳴
は
、
「
自
然
」
の
上
に
「
心
霊
」
と
い
っ
た
抽
象
的
存
在
を
仮

定
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
「
自
然
」
が
そ
の
ま
ま
「
心
霊
」
で
も
あ
る
と

い
う
、
「
自
然
即
心
霊
」
の
説
を
唱
え
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
見
、
エ
マ
ソ
ン
と
の
訣
別
に
見
え
る
。
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』

の
作
品
研
究
で
も
、
両
者
の
関
連
に
触
れ
る
際
に
は
、
そ
の
よ
う
に
解

釈
す
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
相
馬
庸
郎
氏
は
、
泡
鳴
の
エ
マ
ソ
ン
受

容
を
、
右
に
見
た
「
唯
心
論
」
へ
の
批
判
と
、
「
唯
心
論
」
に
基
づ
く
「
楽

観
主
義
」
(
全
て
は
「
心
霊
」
に
包
摂
さ
れ
調
和
す
る
と
い
う
)
へ
の
批
判

と
に
集
約
し
た
上
で
、
「
自
然
即
心
霊
」
の
論
理
に
泡
鳴
の
独
自
性
を
認

(
4
)
 

め
、
仏
教
思
想
の
影
響
を
指
摘
す
る
。
泡
鳴
独
自
の
人
生
体
験
と
認
識

(5) 

に
着
目
す
る
伴
悦
氏
に
お
い
て
も
、
こ
の
間
の
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。

し
か
し
、
泡
鳴
の
次
の
よ
う
な
言
辞
を
考
慮
す
る
と
、
事
態
は
も
う

少
し
複
雑
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

エ
メ
ル
ソ
ン
の
唯
心
的
論
理
は
形
式
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
命
と
す

る
と
こ
ろ
は
別
に
あ
る
の
だ
。

そ
の
文
体
を
見
て
も
分
る
、
(
中
略
)
句
々
節
々
の
関
係
が
、
そ
う

甘
く
三
段
論
法
に
は
行
っ
て
居
な
い
。
(
中
略
)
エ
メ
ル
ソ
ン
は
暗
示

的
で
あ
っ
て
、
以
心
伝
心
的
に
僕
等
を
刺
撃
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
渠

の
暗
示
と
刺
撃
と
を
受
け
取
れ
ば
、
も
う
、
そ
の
形
式
と
方
便
と
は

弊
履
と
同
様
棄
て
、
し
ま
っ
て
も
善
い
の
で
あ
る
。
(
七
|
八
頁
)
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泡
鳴
に
と
っ
て
は
、
「
唯
心
論
」
と
い
う
よ
う
な
明
示
さ
れ
た
「
思
想
」

は
「
形
式
」
に
過
ぎ
ず
、
肝
心
な
も
の
は
錯
綜
し
た
文
体
の
な
か
に
含

意
さ
れ
た
何
か
で
あ
る
と
い
う
。

実
際
に
「
唯
心
論
」
を
批
判
す
る
際
に
も
、
「
物
質
ば
か
り
だ
と
い
ふ

の
か
、
心
霊
の
み
あ
る
と
い
ふ
の
か
、
或
は
又
物
質
と
心
霊
と
が
同
一

だ
と
い
ふ
の
か
」
と
問
題
を
設
定
し
、
エ
マ
ソ
ン
に
つ
い
て
、
「
唯
心
論



を
取
っ
た
が
、
そ
の
実
、
運
命
な
る
も
の
を
脊
に
し
て
、
こ
の
三
問
題

を
輪
廻
し
て
居
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
二
七
頁
)
よ
う
に
、
エ

マ
ソ
ン
を
「
唯
心
論
」
、
つ
ま
り
こ
こ
に
い
う
「
心
霊
の
み
あ
る
と
い
ふ
」

立
場
を
と
っ
た
者
と
見
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
明
確
な
形
を
取
る
以
前

の
錯
綜
し
た
思
考
過
程
に
も
、
自
分
の
目
は
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
を
、

そ
れ
と
な
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
楽
天
主
義
」
に
つ
い
て
も
、
「
唯
心
論
と
同
様
方
梗
に
過
ぎ
な
い
」

と
し
、
エ
マ
ソ
ン
の
内
に
深
切
な
る
悲
愁
を
認
め
て
い
る
こ
七
頁
)
。

と
す
れ
ば
両
者
の
関
連
は
、
体
系
化
さ
れ
た
思
想
の
み
で
な
く
、
錯

綜
し
た
文
体
に
参
み
出
た
思
考
の
経
緯
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
と
き
、
初

め
て
そ
の
意
義
が
鮮
明
に
さ
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
斉
藤

氏
の
「
『
半
獣
主
義
』
全
体
の
調
子
は
、
お
よ
そ
エ
マ
ソ
ン
的
で
は
な
い

の
だ
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
要
素
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
て
み
る
と
、
意

(6) 

外
に
も
ど
こ
か
で
エ
マ
ソ
ン
の
思
想
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
言

葉
は
示
唆
的
で
あ
る
。

従
っ
て
以
下
、
泡
鳴
が
独
自
の
思
考
を
展
開
し
て
い
る
か
に
見
え
る

第
一

O
章
以
降
に
も
注
目
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
エ
マ
ソ
ン
に
つ
い
て

は
、
哲
学
的
・
体
系
的
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
ミ
ミ
支
え
の
み
で
な
く
、
詩

人
の
役
割
を
主
題
と
し
つ
つ
ミ
ミ
ミ
刊
の
内
容
を
敷
桁
し
た
」
宮
司
O
白
目
ョ

も
参
照
し
た
い
と
思
う
。
泡
鳴
の
思
考
は
常
に
「
詩
」
を
め
ぐ
っ
て
展

開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

b
s
}訟
の
緑
町
。
ミ
』
町
内
『
言

(
日
∞
主
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
彼
の
エ
マ
ソ
ン
読
書
は
、
貸
本
屋

で
偶
然
手
に
し
た
と
い
う
勾
宅
『
司
同
時
雪
之
ミ
ミ
2
か
ら
、
ま
ず
初
め
に

(
7
)
 

p-haヨ
へ
と
進
ん
で
い
る
。

三
、
流
動
す
る
世
界
と
「
表
象
」

存
在
し
て
居
る
の
は
、
た
ぜ
時
々
刻
々
変
形
し
て
居
る
も
の
ば
か

り
で
(
中
略
)
天
と
地
と
は
僕
等
の
心
と
共
に
変
転
流
動
し
て
居
る

の
で
あ
る
か
ら
、
僕
等
が
広
い
と
思
ふ
宇
宙
に
は
、
安
ん
ず
る
と
こ

ろ
も
な
い
し
、
ま
た
安
ん
ず
る
本
体
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
僕

の
云
ふ
自
然
即
心
霊
の
論
理
的
形
式
中
に
、
残
っ
て
居
る
も
の
と
て

は
表
象
の
転
換
ば
か
り
で
あ
る
の
だ
。
(
中
略
)
僕
の
所
調
表
象
|

英
語
の
シ
ム
ボ
ル
(
由
可
ヨ

σ
o
c
-
-
B
と
は
、
一
つ
の
表
象
が
ま
た
他

の
表
象
で
あ
る
と
の
意
で
|
|
詩
的
に
時
空
的
存
在
を
見
と
め
ら
れ

て
居
る
宇
宙
は
、
そ
の
目
的
と
極
致
と
が
あ
ら
う
と
も
思
は
れ
な
い

か
ら
、
表
象
の
奥
に
何
か
の
教
訓
を
含
ん
で
も
居
な
け
れ
ば
、
ま
た

一

知

的

到

達

点

の

あ

る

の

で

も

な

い

。

(

二

九

頁

)
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泡
鳴
は
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
の
第
一

O
章
で
、
「
表
象
」
に
つ
い
て

右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に

は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
見
い
だ
せ
る
。

①
前
半
の
「
僕
等
が
広
い
と
思
う
宇
宙
に
は
、
安
ん
ず
る
と
こ
ろ
も

な
い
し
、
ま
た
安
ん
ず
る
本
体
も
な
い
」
と
い
う
記
述
は
、
現
実

の
宇
宙
に
つ
い
て
の
も
の
と
解
さ
れ
る
。
だ
が
後
半
で
、
同
じ
内



容
を
「
詩
的
に
時
空
的
存
在
を
見
と
め
ら
れ
て
居
る
宇
宙
に
は
目

的
と
極
致
が
あ
ら
う
と
も
思
わ
れ
な
い
」
と
繰
り
返
す
と
き
に
は
、

こ
の
宇
宙
が
詩
的
な
存
在
と
さ
れ
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
、
前
半
で

言
及
さ
れ
る
世
界
じ
た
い
、
「
僕
等
の
心
と
と
も
に
」
と
い
う
よ
う

に
、
あ
る
「
心
」
を
通
し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

②
そ
し
て
こ
の
世
界
で
は
、
万
物
が
「
変
形
」
と
「
流
動
」
の
相
で

存
在
し
て
い
る
と
い
う
。

③
「
宇
宙
は
、
そ
の
目
的
と
極
致
が
あ
ら
う
と
も
思
わ
れ
な
い
か
ら
、

表
象
の
奥
に
何
か
の
教
訓
を
含
ん
で
も
居
な
け
れ
ば
、
ま
た
一
如

的
到
達
点
の
あ
る
の
で
も
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
世
界
の
あ
り

よ
う
と
「
表
象
」
の
あ
り
よ
う
と
が
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
。

④
「
表
象
」
の
あ
り
ょ
う
は
に
つ
い
て
は
、
「
一
つ
の
表
象
が
ま
た
他

の
表
象
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
に
、
「
立
ち
木

は
仲
立
し
て
居
る
人
間
で
、
倒
れ
て
居
る
人
は
天
人
の
眠
っ
て
居

る
の
で
」
(
二
九
頁
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
関
係
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
木
」
が
「
人
」
の
象
徴
で
あ
る
の
は
、
人
が
「
立
っ
て
い
る
」
と

い
う
状
態
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
倒
れ
て
い

る
」
と
い
う
状
態
に
「
転
換
」
さ
れ
た
と
き
、
「
人
」
が
さ
ら
に

「
天
人
」
と
い
う
別
の
も
の
の
象
徴
と
な
る
。
つ
ま
り
、

A
が
B

を
象
徴
し
て
い
る
と
き
、
文
脈
を
「
転
換
」
す
れ
ば
、
同
時
に
B

は
C
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て

「
教
訓
」
や
ご
知
的
到
達
点
」
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ

れ
ら
の
「
表
象
」
が
全
体
と
し
て
「
何
か
」
を
象
徴
す
る
こ
と
も

(
8
)
 

拒
ま
れ
る
。

⑤
別
の
箇
所
で
は
、
「
若
し
宇
宙
に
生
命
が
満
ち
て
居
る
と
し
た
ら
、

こ
の
表
象
が
溢
れ
て
居
る
の
で
あ
る
」
(
三
四
頁
)
と
し
て
い
る
。

「
表
象
」
の
因
っ
て
生
じ
る
源
は
、
「
生
命
」
と
い
う
も
の
に
帰
せ

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑥
こ
こ
で
は
「
詩
」
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
「
詩
人
」
に
つ
い
て
は
触

(
9
)
 

れ
て
い
な
い
。
泡
鳴
は
明
治
四

O
年
七
月
に
発
表
し
た
文
章
で
、

自
ら
の
詩
作
に
つ
い
て
、
「
僕
と
い
ふ
表
象
が
自
覚
の
度
が
足
り
な

い
か
ら
、
そ
の
思
想
も
技
巧
も
足
り
な
い
の
で
あ
る
が
、
僕
よ
り

も
大
な
る
自
覚
者
が
出
て
来
る
ま
で
(
中
略
)
僕
の
表
象
が
最
も

大
な
る
物
で
あ
る
に
相
違
な
い
」
(
一
七
五
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。

「
僕
の
表
象
」
と
は
自
ら
の
詩
を
さ
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
、
詩

を
つ
く
る
主
体
と
し
て
の
自
己
も
ま
た
、
「
僕
と
い
う
表
象
」
と
い

う
よ
う
に
、
「
表
象
」
の
範
曙
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。

泡
鳴
の
「
表
象
」
論
は
ひ
と
つ
の
世
界
観
を
も
内
包
し
て
い
る
が
、
そ

の
世
界
観
は
右
の
よ
う
な
錯
綜
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
中
に
隠
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
の
も
つ
れ
た
網
の
目
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
ほ
ぐ
し
て
い
か
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
エ
マ
ソ
ン
は
、

AFm司
O
四
%
の
な
か
で
、
詩
人
の
役
割
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



よ
り
優
れ
た
知
覚
に
よ
り
、
詩
人
は
事
物
に
一
歩
だ
け
よ
り
近
づ

い
て
立
ち
、
そ
れ
ら
の
流
動
と
変
形
を
見
、
思
想
が
多
様
で
あ
り
、
あ

ら
ゆ
る
被
造
物
の
形
の
う
ち
に
は
そ
れ
を
よ
り
高
い
形
へ
と
向
上
さ

(
叩
)

せ
る
力
の
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
生
命
を
自
ら
の
目
で
追
い
、

そ
の
生
命
を
あ
ら
わ
す
形
を
用
い
る
の
で
、
彼
の
言
葉
は
自
然
の
流

動
と
と
も
に
流
動
す
る
。

(
〈
O
F
凶
・

2
u・M
O
l
M
H
)

詩
人
の
「
見
る
」
能
力
を
、
よ
り
優
れ
た

(
σ
gお
『
)
知
覚
を
持
ち
、
事

物
に
よ
り
近
く

(
2
2お
『
)
立
つ
、
と
い
う
よ
う
に
、
比
較
級
に
よ
っ
て

峻
別
さ
れ
た
特
殊
な
レ
ベ
ル
に
設
定
す
る
こ
と
が
、
エ
マ
ソ
ン
の
詩
論

を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
特
殊
な
知
覚
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
も
の
が
、
事
物
へ
の
一
層
の
接
近
に
よ
る
、
そ
の
よ
り

正
確
な
観
察
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
少
し
前
に
、
「
世
界
は
言
葉
に
表
わ
さ
れ
る
た
め
に
心
の

支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
詩
人
は
世
界
を
明
確
に
表
現
す

る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
る
」

S
・M
g

と
あ
る
よ
う
に
、
詩
人
の
捉

え
る
世
界
は
、
「
心
」
を
介
し
て
初
め
て
存
立
し
う
る
詩
的
な
空
間
で
あ

る
と
と
も
に
、
そ
う
見
ら
れ
た
限
り
で
の
現
実
の
空
間
で
も
あ
る
と
い

う
、
文
脈
の
二
重
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
4泡
鳴
の
①
参
照
)
。

先
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
こ
の
空
間
に
現
わ
れ
る
の
は
万
物
の
「
流
動
」

(
2
0
三
口
開
)
と
「
変
形
」
(
ヨ
目

E
5弓
ぎ
呂
田
)
の
様
子
で
あ
る

(
4②)。

詩
人
が
「
見
る
」
対
象
は
「
生
命
」

(-5)
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
流
動
」
と
「
変
形
」
の
相
で
は
、
事
物
は
一
つ
の
「
生
命
」

に
結
ぼ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
の
で
あ
る

(
4⑤)。

も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
詩
人
の
言
葉
の
「
流
動
」
が
そ
の

ま
ま
、
自
然
の
事
物
の
「
流
動
」
を
反
映
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る

(
4③)。

詩
人
の
言
葉
の
「
流
動
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
箇
所
で
「
詩
人
は
秘

め
ら
れ
た
知
的
直
覚
に
よ
り
、
象
徴
に
新
た
な
力
を
与
え
で
古
い
用
法

を
忘
れ
さ
せ
」

S
・
M

g

と
説
明
さ
れ
る
。
別
の
箇
所
で
は
、
一
つ
の
象

徴
を
一
つ
の
意
味
に
固
定
さ
せ
る
こ
と
を
批
判
し
、
「
あ
ら
ゆ
る
象
徴
は

流
動
的
な
も
の
で
あ
る
」

J
誌
)
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
象
徴
す
る

も
の
と
象
徴
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
を
絶
え
ず
更
新
し
続
け
る
こ
と
に
、

詩
人
の
特
殊
な
役
割
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ

う
に
、
エ
マ
ソ
ン
の
「
象
徴
」
説
に
も
、
前
節
で
見
た
ミ
白
雪
之
の
「
唯
心

論
」
的
説
明
と
は
異
な
り
、
特
定
の
到
達
点
を
排
除
す
る
契
機
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
品
④
)
。
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そ
う
し
た
契
機
を
含
む
こ
と
に
よ
り
、
詩
的
な
空
間
と
現
実
の
空
間

と
の
二
重
化
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
象
徴
」

説
じ
た
い
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
方
で
は
、
「
詩
人
は
事

実
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
事
実
を
象
徴
的
な
し
る
し
と
し
て
用
い
る
」
(
℃
-

M
H
)

と
、
詩
人
の
介
在
に
よ
っ
て
初
め
て
「
象
徴
」
が
可
能
と
さ
れ
る

の
に
対
し
、
他
方
で
は
、
「
私
た
ち
は
象
徴
(
明
司

BZ-)
で
あ
り
象
徴
の



中
に
住
ん
で
お
り
、
労
働
者
と
労
働
と
道
具
、
言
葉
と
事
物
、
生
と
死
、

全
て
は
象
徴

(
o
g
S
O
S
)
で
あ
る
」
(
同
y
M
O
)

と
、
事
物
そ
の
も
の
が
「
象

徴
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
詩
人
主
体
に
つ

い
て
も
、
象
徴
を
作
り
出
す
も
の
し
て
の
詩
人
と
、
「
私
た
ち
」
の
一
人

と
し
て
自
ら
も
象
徴
で
あ
る
詩
人
へ
の
二
重
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る

(
4⑥)。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
表
象
」
を
語
る
泡
鳴
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
、
そ
こ

に
浮
き
上
が
る
世
界
観
に
関
す
る
限
り
、
エ
マ
ソ
ン
と
の
聞
に
具
体
的

関
連
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
更
に
泡
鳴
は
あ
る
箇
所
で

「
表
象
の
転
換
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

蛇
を
水
平
線
と
し
、
人
を
直
立
線
と
す
れ
ば
、
直
角
が
出
来
る
。
(
中

略
)
僕
等
が
腹
這
い
に
な
れ
ば
、
も
う
蛇
体
で
は
な
い
か
?
そ
の

上
、
手
足
も
蛇
の
形
で
、
そ
の
先
き
に
は
細
い
蛇
が
ま
た
二
十
匹
も

つ
い
て
居
る
。
若
し
蛇
に
意
識
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
聞
は
沢
山
の

蛇

か

ら

出

来

た

木

と

も

見

え

よ

う

。

(

三

O
頁
)

人
聞
が
人
聞
に
「
見
え
る
」
の
は
直
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
、

他
の
動
物
か
ら
見
た
ら
別
の
も
の
に
見
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
う

発
想
は
、
「
(
魚
や
牛
や
犬
が
)
彼
ら
自
身
に
は
真
直
ぐ
に
立
つ
人
聞
と

見
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
私
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
と
っ
て
人
間
と
見

え
て
い
る
の
か
」
と
述
べ
る
(
ヲ
試
)
エ
マ
ソ
ン
の
そ
れ
と
近
い
も
の

を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
次
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し

た
細
部
の
詮
索
で
は
な
く
、
こ
こ
に
見
て
き
た
よ
う
な
「
表
象
」
観
が

「
自
然
主
義
」
と
い
か
に
し
て
結
び
つ
く
の
か
、
と
い
う
点
の
検
討
で
あ

る。
回
、
「
自
然
主
義
的
表
象
詩
」
の
成
立

ω暗
中
を
探
っ
て
救
ひ
を
呼
べ
ば
、
響
き
来
た
る
も
の
は
自
己
の
声

ば
か
り
。
止
む
を
得
ず
、
表
象
が
そ
の
表
象
を
食
ん
で
、
そ
の
ま

た
表
象
を
苦
産
す
る
の
で
あ
る
。
僕
等
は
そ
の
苦
産
の
児
で
あ
っ

て
、
ま
た
こ
の
苦
産
を
重
ね
な
け
れ
ば
、
活
動
と
い
ふ
生
命
が
承

知
を
し
な
い
。
(
中
略
)
自
分
で
自
分
の
身
を
剃
那
毎
に
喰
っ
て
居

る

の

で

あ

る

。

(

三

八

頁

)

ω悲
観
は
到
底
僕
等
の
免
れ
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
如
何
に
流

転
は
し
て
居
て
も
、
こ
れ
は
生
命
と
一
緒
に
つ
き
纏
っ
て
居
る
の

で
あ
る
。
悲
観
を
脱
し
た
と
思
へ
ば
、
ま
た
悲
観
が
来
る
。
い
ツ

そ
之
を
喰
っ
て
、
之
に
堪
へ
、
之
を
生
命
と
す
る
な
ら
、
表
象
は

そ
こ
に
活
動
の
余
勢
を
振
っ
て
、
自
我
の
覚
醒
を
来
た
す
の
で
|

|
こ
の
覚
醒
の
聞
が
、
文
芸
の
慰
藷
に
堪
へ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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(
三
八
l
三
九
頁
)

『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
の
第
二
ハ
章
に
は
、
右
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る。

ωの
「
表
象
が
そ
の
表
象
を
食
ん
で
、
そ
の
ま
た
表
象
を
苦
産
す
る
」



と
は
、
前
節
の
④
に
見
た
、

A
が
B
を
象
徴
す
る
と
き
B
は
ま
た

C
を

象
徴
す
る
、
と
い
う
関
係
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
前
節
の
⑥
に
よ

れ
ば
、
自
己
も
「
表
象
」
の
ひ
と
つ
な
の
だ
か
ら
、
「
僕
等
は
そ
の
苦
産

の
子
」
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
合
わ
せ
る
と
「
自

分
で
自
分
の
身
を
剃
那
毎
に
喰
っ
て
居
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
表
象
」

の
無
限
の
連
鎖
の
な
か
で
、
全
て
は
自
己
が
自
己
を
象
徴
す
る
も
の
と

な
る
。
こ
こ
で
「
剃
那
」
と
は
、
象
徴
す
る
も
の
と
象
徴
さ
れ
る
も
の

と
の
聞
の
個
々
の
関
係
が
「
転
換
」
さ
れ
る
各
瞬
間
を
さ
す
。

ωは
ωの
続
き
で
あ
り
、
「
悲
観
」
と
は
「
自
分
で
自
分
の
身
を
剥
那

毎
に
喰
っ
て
居
る
」
こ
と
(
オ
l
ト
フ
ァ
ジ
ー
)
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。

前
節
の
引
用
に
、
寝
転
べ
ば
人
間
も
蛇
に
な
る
と
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ

う
に
自
分
が
瞬
間
ご
と
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
悲
観
を
呼
ぶ
の
だ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
悲
観
を
極
め
た
と
き
、
一
時
的
に
「
自
我
の
覚

醒
」
が
起
き
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
覚
醒
」
の
聞
は
、
後
に
引
く
箇
所

に
「
一
剥
那
の
覚
醒
」
と
あ
る
よ
う
に
、
絶
え
ざ
る
流
動
の
各
瞬
間
の

な
か
か
ら
、
特
に
文
芸
の
契
機
と
し
て
選
別
さ
れ
た
瞬
間
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
に
立
ち
上
が
る
「
自
我
」
は
、

ωの
「
表
象
」
と
し
て
の

自
己
と
は
異
っ
た
レ
ベ
ル
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
剃
那
的
文
芸
観
」
と
題
し
た
第
二
一
章
で
は
、
「
文
芸
の
慰
籍
」
が

生
じ
る
瞬
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
瞬
間
に
は
、
大
自
然
と
見
え
る
自
我
の
活
動
が
そ
の
ま
、
外

向
的
意
味
を
飾
ら
な
い
で
あ
ら
は
れ
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
こ
〉
へ

来
る
と
、
も
う
、
理
屈
的
な
言
語
を
絶
す
る
|
|
然
し
表
象
語
を
以

つ
て
は
十
分
に
表
現
出
来
る
|
|
神
秘
的
痛
恨
界
で
あ
っ
て
、
世
の

(ロ)

所
謂
永
続
的
人
格
が
見
と
め
ら
れ
よ
う
筈
は
な
い
。

「
大
自
然
と
見
え
る
自
我
の
活
動
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
。
ま
た
こ
の
少
し
前
に
は
、
「
大
宇
宙
が
悲
痛
の
自
我
と
し
て
現
じ
な

(
日
)

い
で
は
い
ら
れ
な
い
」
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
自
我
」
は
、
あ
く
ま

で
も
瞬
間
に
現
出
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
永
続
的
人
格
」
と
は
明
確
に

区
別
さ
れ
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
現
出
す
る
「
自
我
」
が
、
「
大

宇
宙
」
や
「
大
自
然
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
で
も
触
れ
た
「
自
然
主
義
的
表
象
詩

論
」
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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敏
活
な
神
経
が
自
然
と
燃
え
合
ひ
、
流
れ
合
っ
て
、
自
然
に
感
じ

が
あ
る
の
が
神
経
、
神
経
に
形
が
現
は
れ
る
の
が
自
然
。
僕
等
は
自

然
の
裏
に
活
物
を
認
め
る
の
で
な
く
、
自
然
そ
の
物
が
神
経
的
活
物

と
な
っ
て
見
え
る
の
だ
。
そ
れ
が
乃
ち
自
然
の
イ
リ
ユ

l
ジ
ョ
ン
で

あ
っ
て
、
つ
ま
り
自
己
そ
の
物
の
影
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
作
物
が
作

者
と
共
に
生
命
を
保
つ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
(
一
五
九
頁
)

こ
こ
で
は
、
自
己
の
「
神
経
」
と
「
自
然
」
が
ま
ず
別
個
に
立
て
ら
れ



た
上
で
、
「
神
経
」
の
作
用
を
媒
介
と
し
て
、
両
者
が
同
一
視
さ
れ
て
い

{M) 

く
。
従
っ
て
、
神
経
作
用
を
経
た
「
自
然
」
は
「
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
あ
く
ま
で
も
「
自
然
そ
の
も
の
」
だ

と
す
る
と
こ
ろ
に
、
お
そ
ら
く
は
、
泡
鳴
の
「
自
然
主
義
」
の
発
足
点

が
あ
る
。

そ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
「
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
」
と
し
て
の
「
自
然
」

が
「
自
己
そ
の
も
の
の
影
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
明
治
四

O
年

二
月
の
「
早
稲
田
文
学
並
に
時
事
新
報
の
記
者
に
答
ふ
」
で
は
、
「
自
然

を
一
剥
那
の
覚
醒
に
圧
伏
さ
す
自
然
主
義
的
表
象
主
義
」
(
一
六
八
頁
)

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
右
に
見
た
よ
う
な
「
覚
醒
」
の
瞬
間
を
、

「
自
然
」
を
自
己
に
服
従
さ
せ
る
瞬
間
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
。

一
方
エ
マ
ソ
ン
は
、
前
節
の
引
用
で
は
詩
人
の
言
葉
は
「
自
然
の
流

動
と
と
も
に
流
動
す
る
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ミ
ミ
ミ
同

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

官
能
的
な
人
聞
は
思
想
を
事
物
に
従
わ
せ
る
が
、
詩
人
は
事
物
を

思
想
に
従
わ
せ
る
。
前
者
は
自
然
は
根
を
張
り
堅
固
だ
と
考
え
る
が
、

後
者
は
流
動
的
な
も
の
と
見
て
、
自
然
の
上
に
自
己
の
存
在
を
刻
印

す
る
。

(
〈
O
F
-
-
同

y
u
H
)

エ
マ
ソ
ン
の
詩
論
は
、
詩
人
に
事
物
を
捉
え
る
特
殊
な
知
覚
を
認
め

る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
た
。
従
っ
て
詩
人
の
営
み
は
、
前
節
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
「
自
然
」
の
あ
り
ょ
う
を
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
が
詩
人
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
「
自
然
」
を
服
従
さ
せ
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
然
の
上
に
自
己
の
存
在

を
刻
印
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
自
然
」
を
表
現
す
る
こ
と
が
、
そ
の

ま
ま
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ
と
わ
か
る
。

ま
た
あ
る
箇
所
で
、
「
卑
俗
な
自
然
観
を
く
つ
が
え
す
」
こ
と
に
よ
り
、

「
現
実
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
外
見
と
呼
び
、
幻
想
定

E
o
E円
三
と

呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
現
実
と
呼
ぶ
よ
う
に
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る

と
述
べ
て
い
る

q・
3
)
よ
う
に
、
新
た
な
意
義
を
付
さ
れ
た
「
自
然
」

は
、
通
常
の
理
解
で
は
「
幻
想
」
の
範
蒔
に
入
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
自
然
」
観
は
、
泡
鳴
と
エ
マ
ソ
ン
の
両
者
に
共
通
す
る

も
の
で
あ
る
。
両
者
に
と
っ
て
「
自
然
」
は
、
詩
人
の
側
の
自
己
と
対

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
エ
マ
ソ
ン
が
「
自
然
」
を

J
2
5自
主
と
見
て
、

こ
れ
と
自
己
の
魂
と
の
聞
に
設
定
し
た
二
元
的
対
立
を
、
泡
鳴
が
や
は

り
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

但
し
エ
マ
ソ
ン
の
場
合
は
、
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
自

己
」
に
対
す
る
「
自
然
」
は
、
「
人
工
」
に
対
す
る
「
自
然
」
と
併
用
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
家
、
H
，

z
m
E目
、
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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事
物
が
醜
く
な
る
の
は
、
神
の
生
命
か
ら
外
れ
て
離
れ
る
こ
と
に

よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
物
を
再
び
自
然
と
「
全
体
」
に
繋
げ
る
詩

人
、
人
工
的
な
も
の
や
自
然
を
冒
涜
す
る
も
の
で
す
ら
、
よ
り
深
い



洞
察
に
よ
っ
て
再
び
自
然
に
繋
げ
る
詩
人
は
、
と
ん
な
に
い
と
わ
し

い
事
実
を
も
ご
く
た
や
す
く
取
り
扱
う
。
詩
の
読
者
は
、
工
場
街
や

鉄
道
を
見
て
、
風
景
の
詩
情
が
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
駄
目
に
さ
れ
て
い

る
と
思
う
。
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
人
工
物
は
、
彼
ら
の
見
解
で
は

ま
だ
聖
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
だ
が
、
詩
人
は
そ
れ
ら
も
、
蜂
の
巣

や
蜘
妹
の
巣
の
幾
何
学
模
様
に
劣
ら
ず
、
偉
大
な
「
秩
序
」
の
中
に

収
ま
る
の
を
見
る
。

(
〈
。
戸
凶

W
2
Y
E
-
-
s

こ
の
よ
う
に
、
初
め
に
「
人
工
」
に
対
す
る
「
自
然
」
を
、
生
命
に

近
い
も
の
と
し
て
措
定
し
た
上
で
、
「
人
工
」
に
属
す
る
も
の
を
も
「
自

然
」
の
範
時
に
収
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
詩
人
の
介
在
が
要
請
さ
れ
る
。

こ
こ
に
、
詩
人
の
「
自
己
」
と
、
こ
れ
に
非
ざ
る
「
自
然
」
と
の
対
峠

が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

泡
鳴
が
エ
マ
ソ
ン
の
「
自
然
」
定
義
を
紹
介
す
る
際
、
「
人
工
」
に
対

す
る
「
自
然
」
を
無
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
第
二
節
に
触
れ
た
と
お
り

で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
四

O
年
二
月
の
「
日
本
古
代
思
想
よ
り
近
代
の

表
象
主
義
を
論
ず
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
、
「
人
聞
を
除
い
た
自
然
界

に
何
だ
か
深
い
意
味
が
あ
り
さ
う
に
逃
げ
て
行
く
傾
向
」
を
批
判
し
て

い
る
こ

O
九
頁
)
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
自
然
」
に
は
意
義
を
認
め

て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
両
者
の
分
岐
点
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。

玉
、
「
書
く
こ
と
」
の
向
こ
う
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
表
象
」
を
語
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
中
に
隠
さ

れ
た
世
界
観
と
、
そ
れ
を
基
に
成
立
す
る
「
自
然
主
義
的
表
象
詩
」
の

概
念
は
、
エ
マ
ソ
ン
と
の
関
連
の
中
か
ら
生
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
る

(
日
)

可
能
性
が
高
い
。

こ
の
こ
と
は
、
同
時
代
文
学
の
な
か
で
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
簡
単
に
は
答
え
ら
れ
な
い
問
題
だ
が
、
そ
の
見

通
し
を
二
、
三
記
し
て
結
び
と
し
た
い
。

「
自
然
主
義
」
が
喚
起
し
た
も
の
は
、
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
諸

問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
書
か
れ
る
べ
き
「
現
実
」
の
存
在
を
前
提
と

す
る
、
他
の
自
然
主
義
者
に
対
し
て
、
「
幻
像
」
を
写
す
こ
と
を
「
自
然

主
義
」
と
す
る
泡
鳴
の
立
場
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
幻

想
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
唱
え
た
萩
原
朔
太
郎
ゃ
、
「
心
象
の
複
本
」
を
作

ろ
う
と
し
た
西
条
八
十
ら
、
大
正
期
の
詩
人
た
ち
の
立
場
と
も
、
微
妙

に
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
場
合
童
日
か
れ
る
べ
き
「
幻
想
」
や

「
心
象
」
の
存
在
が
逆
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

泡
鳴
が
直
面
し
て
い
た
の
は
、
何
か
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
捉
え
る

と
い
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
事
態
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
「
反
リ
ア
リ
ズ
ム
」
(
「
幻
想
」
の

ヮ“
ウ

I

リ
ア
リ
ズ
ム
)
と
の
聞
の
両
義
的
な
場
所
に
留
ま
り
つ
。
つ
け
る
こ
と
を

可
能
に
し
た
も
の
が
、
何
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
際
に
、
エ
マ
ソ
ン

と
の
関
連
は
ひ
と
つ
の
手
か
が
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
自
然
主
義
」
と
「
象
徴
詩
」
に
関
し
て
は
、
西
洋
と
く
に
フ
ラ
ン



ス
に
お
け
る
そ
れ
を
標
準
と
し
て
、
日
本
で
の
動
向
を
云
々
す
る
議
論

が
当
時
多
く
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
に
つ
い
て
、
夏
目
激
石
は
「
イ

ズ
ム
の
功
過
」
(
明
治
四
三
年
七
月
)
で
、
「
自
然
主
義
も
亦
ひ
と
つ
の

イ
ズ
ム
で
あ
る
。
人
生
上
、
芸
術
上
、
と
も
に
一
種
の
因
果
に
よ
っ
て
、

西
洋
に
発
展
し
た
歴
史
の
断
面
を
輪
郭
に
し
て
舶
載
し
た
品
物
で
あ
る
。

吾
人
が
此
輪
郭
の
中
味
を
充
籾
す
る
た
め
に
活
き
て
居
る
の
で
な
い
事

(
日
)

は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
泡
鳴
も
、
明
治
四

O
年
二
月
の
「
文
界
私
議
二
」
で
、
「
外
国

の
模
倣
者
の
多
い
わ
が
国
は
愚
か
な
こ
と
、
欧
米
諸
国
へ
行
っ
て
も
、
恐

ら
く
僕
並
に
僕
の
創
作
を
除
い
て
は
、
一
人
も
、
こ
の
日
本
特
有
の
新

自
然
主
義
を
標
梼
す
る
も
の
は
な
い
ら
し
い
」
(
一
九
一
頁
)
と
自
ら
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ズ
ム
の
内
側
か
ら
自
ら
の
実
践
を
通
し
て
、
西

洋
の
文
学
史
を
相
対
化
す
る
視
座
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

泡
鳴
独
自
の
「
自
然
主
義
」
と
「
表
象
詩
」
を
、
西
洋
に
お
け
る
各
々

の
イ
ズ
ム
と
は
一
見
無
関
係
に
見
え
る
、
エ
マ
ソ
ン
と
い
う
こ
れ
ま
た

西
洋
の
文
学
者
と
の
格
闘
の
相
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
の
観

点
か
ら
も
、
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

j主(
1
)
斉
藤
光
「
岩
野
泡
鳴
と
エ
マ
ソ
ン
」
『
比
較
文
学
研
究
』
九
号
、
昭
和

四
O
年
三
月
、
二
八
1
四
O
頁。

(
2
)
本
稿
の
引
用
は
、
『
山
石
野
泡
鳴
全
集
』
金
二
ハ
巻
う
ち
第
九
巻
〈
臨
川

書
店
、
一
九
九
五
年
)
、

3
1リ
ロ
喜
吉
と
さ
き
也
、
密
室
凶
器
害
問
5
3
2

-
M〈
DZ--
〉
玄
白

w
s
g
よ
り
行
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
漢
字
の
旧
字
体
は

原
則
と
し
て
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
後
者
の
日
本
語
訳
は
拙
訳
。
但
し

日
本
教
文
社
版
全
集
の
訳
を
参
照
し
た
。
泡
鳴
は
エ
マ
ソ
ン
を
英
文
で
読

ん
で
お
り
、
そ
の
聞
の
経
緯
は
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
第
五
章
に
回
想
さ

れ
て
い
る
(
全
集
一
五
l
一
六
頁
)
。
前
者
の
引
用
に
は
頁
数
を
、
後
者

の
引
用
に
は
巻
数
と
頁
数
を
本
文
中
に
付
記
す
る
。

(
3
)
小
論
で
は
「
象
徴
」
の
語
を
、
便
宜
的
に
、
旦
一
体
的
な
も
の
を
通
し
て

拍
象
的
な
も
の
を
あ
ら
わ
す
こ
と
、
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。
し
か
し
、

エ
マ
ソ
ン
や
泡
鳴
の
「
象
徴
」
説
は
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
具
体
と
抽

象
の
二
分
法
を
失
効
さ
せ
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
象
徴
」
の
不
可
能
を

も
同
時
に
つ
き
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
両
者
に
よ
っ
て
「
象
徴
」

の
語
ら
れ
る
文
脈
じ
た
い
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
4
)
相
馬
庸
郎
『
日
本
自
然
主
義
再
考
』
(
八
木
書
底
、
一
九
八
一
年
)
九

O

九
七
頁
。
な
お
同
氏
は
、
「
純
然
観
念
」
を
泡
鳴
独
自
の
解
説
語
と

さ
れ
る
が
、
』
〈
ぬ
言
語
に
は

d
z
S
E
g
-
-
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
(
〈
o
-
-
f

司
・
吐
血
)
。

(
5
)
伴
悦
『
岩
野
泡
鳴
論
』
〈
双
文
社
、
一
九
七
七
年
)
四
四
1

四
八
真
。

(
6
)
斉
藤
前
掲
三
三
頁
。

(
7
)
同
三
O
頁。

(
8
)
明
治
四
一
年
八
月
の
「
表
象
と
暗
示
」
で
は
、
「
独
存
者
の
眼
前
に
徹

底
的
孤
独
の
幻
境
が
浮
ん
で
、
肉
と
霊
、
夢
と
真
が
合
致
す
る
。
そ
の
他
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に
有
明
氏
や
素
堂
氏
の
所
謂
『
或
物
』
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
僕

等
の
無
技
巧
表
象
だ
」
(
二
五
五
頁
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
点

が
同
時
代
の
「
象
徴
詩
」
論
の
主
流
と
泡
鳴
と
を
隔
て
て
い
る
。

(
9
)
「
に
ぎ
り
め
し
」
(
森
鴎
外
)
と
の
論
争
に
お
け
る
、
「
駁
々
々
論
」
。

(
叩
)
エ
マ
ソ
ン
は
「
流
動
」
の
う
ち
に
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
界
が
内
在
し

て
い
る
と
考
え
た
(
こ
れ
は
事
実
上
、
イ
デ
ア
界
の
解
体
を
意
味
し
て
い

る
)
。
こ
こ
で
「
思
想
」
(
号
S
m
Z
)
の
誇
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の

た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
に
加
え
、
「
流
動
」
に
「
よ
り
高
い
形
」

へ
の
向
上
と
い
う
目
的
論
的
な
意
義
が
付
与
さ
れ
て
い
る
点
も
、
前
節
に

見
た
エ
マ
ソ
ン
批
判
の
論
点
に
重
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
日
)
「
中
略
」
の
部
分
は
、
「
こ
れ
が
、
エ
マ
ソ
ン
の
悲
観
的
楽
観
ゃ
、
ニ
イ

チ
ェ
の
所
謂
悲
壮
的
自
悦
が
暗
示
し
て
ゐ
る
境
域
で
あ
ら
う
」
と
な
っ
て

い
る
。
ニ

l
チ
ェ
の
名
が
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
辺
り
は
、
ニ

l
チ

ェ
に
よ
る
シ
ョ

l
ぺ
ン
ハ
ウ
エ
ル
批
判
の
文
脈
を
な
ぞ
っ
て
い
る
が
、
そ

の
文
脈
に
エ
マ
ソ
ン
を
引
き
寄
せ
て
い
る
点
、
興
味
ぷ
か
い
。

(
臼
)
こ
の
部
分
と
次
の
部
分
に
限
り
、
『
泡
鳴
全
集
』
全
二
七
巻
(
国
民
図

書
、
一
九
二
一
|
二
二
年
)
う
ち
第
一
五
巻
八
八
頁
か
ら
引
用
し
た
。
『
岩

野
泡
鳴
全
集
』
(
前
掲
)
は
、
初
版
本
を
本
文
に
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の

時
点
で
は
、
「
こ
の
瞬
間
に
は
、
大
自
然
の
活
動
が
そ
の
ま
、
無
意
味
に

あ
ら
は
れ
る
」
(
四
八
頁
)
と
い
う
よ
う
に
、
「
自
我
」
の
モ
チ
ー
フ
が
明

確
に
な
っ
て
い
な
い
。
『
泡
鳴
全
集
』
の
本
文
は
、
大
正
九
年
に
刊
行
さ

れ
た
『
悲
痛
の
哲
理
』
に
、
『
神
秘
的
半
獣
主
義
』
を
『
半
獣
主
義
』
と

改
め
て
収
録
す
る
際
、
泡
鳴
じ
し
ん
が
行
っ
た
手
入
れ
を
経
た
も
の
で
あ

り
、
思
考
の
文
脈
が
よ
り
整
理
さ
れ
て
い
る
。
他
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て

は
、
両
者
に
大
き
な
異
な
り
は
な
い
。

(
日
〉
同
書
同
頁
。
こ
こ
で
も
、
『
岩
野
泡
鳴
全
集
』
の
本
文
で
あ
る
初
版
本

で
は
「
大
宇
宙
が
現
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
」
(
四
八
頁
)
と
あ
る
の

み
で
あ
る
。

(
は
)
前
娼
「
駁
々
々
論
」
で
は
、
「
神
経
電
気
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い

る
こ
七
八
頁
)
。
エ
マ
ソ
ン
も
、
詩
人
が
霊
感
を
得
る
際
の
様
子
を
、
「
人

聞
が
電
気
の
流
れ
全
体
の
伝
導
体
と
な
る
」
(
〈
C
?
?
司
・
さ
)
と
形
容
し

て
い
る
。
「
燃
え
る
」
も
や
は
り
エ
マ
ソ
ン
の
愛
用
語
で
あ
る
。

(
日
)
こ
の
他
に
泡
鳴
は
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
や
自
然
主
義
へ
の
言
及
も
さ

か
ん
に
行
っ
て
い
る
し
、
当
時
の
「
古
神
道
」
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
関
わ

り
も
無
視
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
「
自
然
主
義
的
表
象
詩
」
の
概
念
を

支
え
る
「
自
然
」
、
「
自
己
」
、
「
表
象
」
に
つ
い
て
の
思
考
じ
た
い
は
、
そ

れ
ら
へ
の
言
及
以
前
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
。
小
論
で
見
た
か
っ
た
の

も
、
そ
こ
で
の
エ
マ
ソ
ン
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
意
義
を
十

分
に
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
明
治
日
本
に
お
け
る
エ
マ
ソ
ン
受
容
の
文
脈

を
全
体
と
し
て
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

(
日
)
『
激
石
全
集
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
九
五
年
)
第
一
六
巻
三
三
四
l
三

三
五
頁
。
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