
そ
も
そ
も
、
古
代
の
歌
を
「
読
む
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
 
 

の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
代
の
常
識
的
発
想
、
あ
る
 
 

い
は
現
代
の
世
界
観
に
無
批
判
的
に
よ
り
か
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
 
 

な
ら
な
い
。
ま
た
、
近
代
科
学
 
－
 
た
と
え
ば
文
化
人
類
学
 
－
 
の
 
 

「
理
論
」
を
持
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
あ
て
は
め
て
古
代
の
歌
を
理
解
し
 
 

よ
う
と
す
る
行
き
方
も
、
私
は
こ
こ
で
拒
否
す
る
。
特
に
人
類
学
を
応
 
 

用
す
る
こ
と
が
今
流
行
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
ま
た
、
結
局
は
 
 

近
代
的
世
界
観
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
、
エ
リ
ア
ー
 
 

デ
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
と
い
っ
た
解
釈
シ
ス
テ
ム
に
は
近
代
を
超
え
る
も
 
 

の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
も
の
も
、
そ
れ
が
「
解
釈
シ
ス
テ
 
 

ム
」
 
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
は
無
条
件
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
 
 

ヽ
 
0
 
 

、
L
V
 
 
 

苗
代
へ
の
視
線
は
ま
ず
、
私
た
ち
自
身
が
持
っ
て
い
る
世
界
了
解
を
 
 

括
弧
に
入
れ
、
ま
っ
た
く
違
う
世
界
了
解
の
可
能
性
へ
む
け
て
開
か
れ
 
 

古
代
の
詩
と
世
界
の
謎
に
つ
い
て
 
 

ー
ー
⊥
カ
菓
集
巻
1
7
－
3
8
9
6
の
歌
を
中
心
に
 
 

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
古
代
人
が
持
っ
て
 
 

い
た
根
源
的
な
世
界
経
験
の
地
平
へ
、
粘
り
強
く
入
り
込
む
努
力
で
あ
 
 

る
。
そ
れ
は
、
作
品
の
持
つ
固
有
の
空
間
に
入
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
 
 

い
て
、
あ
る
異
質
な
世
界
連
関
そ
の
も
の
を
体
験
す
る
、
と
い
う
こ
と
 
 

な
の
だ
。
 
 
 

結
論
を
先
に
言
お
う
。
古
代
の
精
神
的
地
平
と
は
、
現
在
私
た
ち
が
、
 
 

た
と
え
ば
「
ヘ
ル
メ
ス
智
」
 
の
名
で
予
感
し
は
じ
め
て
い
る
も
の
で
あ
 
 

る
。
そ
れ
は
現
代
の
色
々
な
分
野
に
お
い
て
、
力
強
い
一
つ
の
潮
流
を
 
 

な
し
て
姿
を
現
し
は
じ
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
流
行
の
言
を
好
む
な
 
 

ら
、
そ
れ
が
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
私
は
こ
こ
で
、
い
か
な
る
「
文
学
理
論
」
も
語
る
つ
も
り
ほ
 
 

な
い
。
た
だ
、
古
代
の
い
く
つ
か
の
歌
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
読
み
が
 
 

可
能
か
、
と
い
う
探
究
を
通
し
て
、
未
だ
予
感
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
 
 

と
を
言
葉
へ
と
も
た
ら
そ
う
と
試
み
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
 
 

ち
の
文
学
に
対
す
る
読
み
に
既
に
忍
び
込
ん
で
い
る
近
代
世
界
的
・
形
 
 

菅
 
原
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ま
ず
私
た
ち
は
、
次
の
歌
が
開
い
て
い
る
世
界
に
つ
い
て
考
え
、
追
 
 

思
し
た
い
。
 
 

家
に
て
も
た
ゆ
た
ふ
命
彼
の
上
に
浮
き
て
し
居
れ
ば
奥
処
知
ら
ず
も
 
 

（
万
葉
巻
1
7
1
3
8
9
6
）
 
 

こ
の
歌
は
、
天
平
二
年
（
7
3
0
）
十
一
月
、
大
伴
旅
人
が
大
納
言
 
 

に
な
っ
て
太
宰
府
か
ら
都
に
上
る
際
、
供
の
者
た
ち
が
主
人
と
別
れ
て
 
 

海
上
か
ら
都
に
上
っ
た
時
の
歌
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
歌
は
、
折
口
信
夫
が
激
賞
し
た
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
 
 

は
、
も
し
万
葉
集
か
ら
最
も
価
値
の
高
い
歌
を
一
首
だ
け
選
べ
と
言
わ
 
 

れ
た
ら
こ
の
歌
を
選
ぶ
、
と
ま
で
言
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

一
体
ど
う
し
て
折
口
は
そ
う
い
う
評
価
を
し
た
の
か
。
そ
れ
は
疑
い
 
 

も
な
い
。
彼
は
こ
の
歌
に
、
古
代
世
界
に
と
っ
て
あ
る
本
質
的
・
根
源
 
 

的
な
も
の
が
言
い
当
て
ら
れ
、
詩
作
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
彼
は
、
こ
の
歌
が
彼
に
働
き
か
け
た
そ
の
当
の
も
の
が
何
な
 
 

の
か
、
は
っ
き
り
と
言
語
化
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
「
内
容
は
、
ま
 
 

だ
消
化
し
き
つ
て
ゐ
な
い
哲
学
で
す
が
、
形
の
上
、
言
ひ
か
え
れ
ば
、
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ヽ
 
ヽ
 
 

た
け
に
、
今
人
の
出
す
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
が
あ
る
様
に
感
じ
ま
す
」
 
 

而
上
学
的
な
発
想
と
不
断
に
戦
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

と
か
、
「
万
葉
で
は
、
殊
に
著
し
く
思
想
的
な
内
容
を
持
っ
た
作
物
で
 
 

あ
る
。
仏
教
的
な
運
命
感
を
も
つ
て
ゐ
る
と
言
ふ
訣
で
も
な
く
、
自
ら
 
 

当
時
の
進
ん
だ
知
識
に
触
れ
た
人
た
ち
の
、
当
然
懐
く
べ
き
教
養
の
表
 
 

（
2
）
 
 

れ
た
歌
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
 
 

の
歌
は
、
大
陸
の
思
想
に
触
れ
る
こ
と
な
し
に
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
の
 
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
説
明
」
に
留
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
 
 

の
歌
自
体
が
開
示
し
て
い
る
詩
的
経
験
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
何
も
 
 

言
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
折
口
と
い
う
人
は
、
自
分
の
並
み
外
れ
 
 

た
古
代
経
験
を
、
明
確
な
言
葉
で
語
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な
か
っ
 
 

た
人
だ
。
つ
ま
り
、
詩
人
で
は
あ
っ
て
も
、
思
索
者
で
は
な
か
っ
た
の
 
 

で
あ
る
。
彼
ほ
、
詩
を
読
む
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
一
体
何
で
あ
る
 
 

か
、
と
根
源
的
に
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
。
 
 
 

こ
の
歌
の
価
値
は
」
作
者
た
る
旅
人
の
従
者
が
持
っ
て
い
た
「
思
想
」
 
 

を
歌
の
形
で
「
表
現
」
し
た
こ
と
に
あ
る
の
か
。
こ
の
歌
の
意
味
は
、
 
 

そ
の
「
思
想
」
な
の
か
。
そ
の
よ
う
な
発
想
は
、
現
代
の
批
評
と
し
て
 
 

は
、
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
詩
の
言
葉
の
う
ち
に
響
い
て
い
る
も
の
 
 

は
、
あ
ら
か
じ
め
「
作
者
」
に
内
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
 
 

ろ
、
、
詩
の
う
ち
に
、
言
葉
が
も
っ
て
い
る
可
能
性
が
呼
び
集
め
ら
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
歌
を
支
配
し
て
い
る
根
本
情
調
を
考
え
る
た
め
に
、
同
時
に
作
 
 

ら
れ
た
歌
の
い
く
つ
か
を
見
て
み
よ
う
。
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磯
毎
に
海
人
の
釣
り
舟
泊
て
に
け
り
我
が
舟
泊
て
む
磯
の
知
ら
な
く
 
 

（
巻
1
7
－
3
8
9
2
）
 
 
 

玉
は
や
す
武
庫
の
わ
た
り
に
天
伝
ふ
日
の
香
れ
行
け
ば
家
を
し
ぞ
思
 
 
 

（
巻
1
7
－
3
8
9
5
）
 
 

全
体
の
十
首
の
中
で
も
、
こ
の
二
つ
が
傑
出
し
て
い
る
こ
と
は
動
か
 
 

な
い
。
 
 
 

全
体
を
支
配
し
て
い
る
の
が
「
帰
郷
」
 
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
、
 
 

疑
い
を
入
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
、
帰
郷
の
喜
び
を
歌
 
 

う
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
家
に
て
も
た
ゆ
た
ふ
命
」
と
言
う
。
な
 
 

ぜ
、
家
に
あ
っ
て
も
「
た
ゆ
た
ふ
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
家
と
は
、
そ
れ
 
 

ぞ
れ
の
存
在
が
最
も
安
定
を
見
出
す
場
所
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
家
 
 

と
は
、
人
が
本
来
的
に
世
界
に
帰
属
す
る
拠
点
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
人
 
 

が
深
々
と
、
宇
宙
へ
根
を
下
ろ
す
場
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
麻
呂
の
 
 

帰
郷
歌
は
、
そ
う
し
た
「
家
」
 
へ
の
帰
郷
が
も
つ
根
本
情
調
を
詩
作
し
 
 

た
も
の
で
あ
る
。
 
 

天
離
る
都
の
長
路
ゆ
恋
ひ
来
れ
ば
明
石
の
門
よ
り
大
和
洲
見
ゆ
 
 

（
巻
3
－
2
5
5
）
 
 

3
8
9
6
を
は
じ
め
と
す
る
歌
が
、
こ
う
し
た
情
調
と
は
異
質
な
も
 
 

の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
人
麻
呂
の
歌
は
、
著
し
く
求
心
 
 

折
口
は
ま
た
、
万
葉
8
2
の
長
田
王
の
歌
に
、
．
3
8
9
6
と
共
通
す
 
 

る
何
物
か
を
直
覚
し
て
い
た
よ
う
だ
。
彼
は
、
万
葉
と
い
え
ば
、
ま
ず
 
 

（
3
）
 
 

こ
の
二
つ
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
と
言
う
。
 
 

う
ら
さ
ぶ
る
心
さ
ま
ね
し
ひ
さ
か
た
の
天
の
時
雨
の
流
ら
ふ
見
れ
ば
 
 

（
巻
1
－
8
2
）
 
 

彼
は
解
説
し
て
言
う
。
「
空
を
見
て
ゐ
る
と
虚
脱
し
た
様
に
な
る
。
 
 

自
分
の
心
が
空
虚
に
な
る
、
そ
の
事
を
言
っ
て
ゐ
る
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
 
 
 

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
旅
人
の
従
者
た
ち
の
歌
に
は
、
そ
う
し
た
運
動
 
 

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
「
個
性
」
の
問
題
 
 

で
は
な
い
。
古
代
の
歌
に
は
 
ー
 
あ
る
い
は
も
っ
と
言
え
ば
、
そ
も
そ
 
 

も
本
質
的
な
詩
に
は
 
－
 
「
個
性
」
の
よ
う
な
表
面
的
な
も
の
で
解
釈
 
 

で
き
る
よ
う
な
余
地
は
な
い
。
3
8
9
6
な
ど
に
は
、
あ
る
「
気
分
づ
 
 

け
」
が
支
配
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
個
人
の
感
懐
な
ど
で
は
な
く
、
も
 
 

っ
と
本
質
的
な
連
関
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
気
分
づ
け
」
と
は
、
 
 

個
人
を
超
え
た
、
あ
る
世
界
経
験
の
地
平
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
 
 

思
想
や
哲
学
よ
り
も
原
初
的
な
あ
る
も
の
で
あ
る
。
詩
に
つ
い
て
思
索
 
 

す
る
と
は
、
こ
の
原
初
的
な
も
の
を
言
葉
へ
も
た
ら
そ
う
と
す
る
努
力
 
 

な
の
だ
。
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T
こ
 
 

歌
が
出
来
た
の
か
と
恩
ふ
程
だ
。
」
 
 
 

こ
れ
は
空
虚
感
や
虚
無
感
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
は
、
 
 

近
代
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。
人
は
そ
こ
に
近
代
人
的
憂
愁
を
見
 
 

た
り
、
あ
る
い
は
「
共
同
体
か
ら
離
脱
し
た
知
識
人
の
孤
独
感
」
と
 
 

い
っ
た
歴
史
的
説
明
を
加
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
い
う
見
方
は
、
 
 

い
ま
だ
根
源
的
な
も
の
に
達
し
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

折
口
の
内
的
関
連
に
あ
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
「
ほ
T
つ
」
と
 
 

言
う
感
覚
と
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

掛
，
γ
と
す
る
程
長
い
白
浜
の
先
は
、
ま
た
、
員
も
届
か
ぬ
海
が
揺
れ
 
 

オ
ノ
 

て
ゐ
る
。
其
彼
の
青
色
の
末
が
、
自
づ
と
伸
し
あ
が
る
や
う
に
な
つ
 
カ
へ
 
 
 

て
、
あ
た
ま
の
上
ま
で
ひ
ろ
が
つ
て
来
て
ゐ
る
空
で
あ
る
。
ふ
り
顧
 
 
 

る
と
、
其
が
又
、
地
平
を
く
ぎ
る
山
の
外
線
の
立
ち
蓋
っ
て
ゐ
る
と
 
 
 

こ
ろ
ま
で
続
い
て
居
る
。
四
顧
傭
仰
し
て
、
目
に
入
る
物
は
、
唯
、
 
 
 

ノ
 
 

此
だ
け
で
あ
る
。
日
が
照
る
程
、
風
の
吹
く
程
、
寂
し
い
天
地
で
あ
 
 
 

つ
た
。
…
…
 
 
 

ど
こ
で
行
き
発
れ
て
も
よ
い
旅
人
で
す
ら
、
妙
に
、
遠
い
海
と
空
の
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

あ
は
ひ
の
色
濃
い
一
線
を
見
つ
め
て
、
ほ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 
 

丁
ツ
カ
 
 
 

…
…
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
か
ら
だ
を
持
ち
煩
う
て
、
こ
ん
な
浦
伝
ひ
を
 
 
 

続
け
る
遊
子
も
、
お
な
じ
世
間
に
は
、
ま
だ
／
＼
あ
る
。
一
：
‥
：
古
事
 
 
 

記
や
日
本
記
や
風
土
記
な
ど
の
元
の
形
も
、
出
来
た
か
出
来
な
か
つ
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

た
か
と
言
ふ
古
代
は
、
か
う
い
ふ
ほ
う
と
し
た
気
分
を
持
た
な
い
人
 
 

（
5
）
 
 
 

に
は
、
し
ん
底
音
で
は
納
得
が
い
か
な
い
で
あ
ら
う
。
 
 

彼
は
、
こ
の
「
は
う
」
と
い
う
感
覚
を
語
る
こ
と
か
ら
、
「
祭
り
の
 
 

発
生
」
に
つ
い
て
の
論
考
を
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
琴
つ
」
と
は
、
 
 

き
わ
め
て
根
藤
的
か
つ
原
初
的
な
も
の
だ
。
 
 
 

海
、
そ
し
て
空
。
こ
う
し
た
広
大
な
世
界
領
域
が
迫
っ
て
来
る
、
と
 
 

い
う
こ
と
㌻
8
2
の
歌
の
成
功
は
、
「
ひ
さ
か
た
の
天
の
時
雨
の
流
ら
 
 

ふ
」
と
い
う
言
葉
が
、
あ
る
無
限
に
遠
く
広
い
、
あ
る
空
け
広
げ
ら
れ
 
 

た
世
界
の
感
覚
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
「
ひ
さ
か
た
の
」
 
 

と
い
う
枕
詞
も
こ
こ
で
は
効
い
て
い
る
。
こ
の
無
限
遠
の
世
界
に
た
だ
 
 

一
人
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
詩
の
根
本
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
 
 

ま
な
「
人
間
的
」
な
思
い
が
脱
落
し
て
い
き
、
「
虚
」
の
感
覚
の
み
が
 
 

残
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
世
界
に
拒
絶
さ
れ
て
有
る
と
い
う
こ
と
で
は
 
 

な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
空
虚
に
お
い
て
、
こ
の
無
限
遠
の
も
の
に
抱
き
 
 

取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
無
限
遠
の
も
の
の
運
動
は
、
「
時
雨
」
 
 

の
流
れ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
時
雨
は
、
ど
こ
か
ら
釆
て
、
ど
こ
へ
去
っ
 
 

て
い
く
の
か
。
「
天
」
と
は
、
時
雨
が
そ
こ
か
ら
落
ち
て
く
る
「
源
泉
」
 
 

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
「
虚
」
で
あ
る
。
時
雨
は
、
深
く
隠
さ
れ
た
も
の
 
 

か
ら
、
純
粋
に
発
現
し
た
の
で
あ
る
。
詩
人
は
、
そ
の
発
現
に
立
ち
 
 

会
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
は
そ
こ
で
、
何
物
か
に
打
ち
当
て
ら
れ
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
彼
は
、
あ
た
か
も
「
天
」
に
吸
引
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
 
 

。
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さ
て
、
こ
こ
で
3
8
9
6
を
も
う
一
度
読
ん
で
み
る
。
 
 

家
に
て
も
た
ゆ
た
ふ
命
彼
の
上
に
浮
き
て
し
居
れ
ば
奥
処
知
ら
ず
も
 
 

作
者
は
海
の
上
に
浮
か
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
前
後
の
歌
か
ら
し
て
、
 
 

時
は
夕
暮
れ
で
あ
り
、
す
で
に
暗
く
な
り
か
か
っ
て
い
る
頃
で
あ
る
。
 
 

夜
に
な
っ
て
も
、
舟
は
毎
に
浮
か
ん
だ
ま
ま
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
歌
が
傑
作
で
あ
る
所
以
は
、
「
た
ゆ
た
ふ
命
」
そ
の
も
の
が
本
 
 

こ
の
根
本
情
調
が
「
う
ら
さ
ぶ
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
う
ら
さ
ぶ
」
 
 

の
例
と
し
て
は
、
既
に
高
市
黒
人
の
歌
が
あ
る
。
 
 

さ
ざ
な
み
の
国
つ
み
神
の
う
ら
さ
び
て
荒
れ
た
る
都
見
れ
ば
悲
し
も
 
 

（
巻
1
－
3
3
）
 
 

も
ち
ろ
ん
旧
都
に
対
す
る
鎮
魂
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
。
 
 

こ
れ
は
「
苗
」
を
思
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
を
追
想
す
る
こ
と
。
 
 

そ
れ
は
、
時
間
的
な
「
望
郷
」
で
あ
る
。
国
つ
神
が
輝
か
し
く
あ
っ
た
 
 

時
と
は
、
詩
人
が
本
来
的
に
帰
属
す
る
べ
き
所
で
あ
る
。
詩
人
は
、
故
 
 

郷
を
離
れ
、
漂
泊
の
状
態
に
あ
る
。
彼
は
こ
こ
で
、
あ
る
原
初
的
な
も
 
 

の
を
追
思
し
て
い
る
。
 
 

質
的
に
詩
作
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
ゆ
た
ふ
命
と
は
、
即
ち
、
 
 

彼
の
上
に
浮
か
び
、
「
奥
処
」
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
「
奥
処
」
と
は
何
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
言
葉
が
、
こ
 
 

の
歌
に
8
2
と
同
じ
よ
う
な
「
無
限
遠
」
 
の
感
覚
を
与
え
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

折
口
の
そ
れ
を
含
め
て
多
く
の
通
釈
は
、
「
将
来
が
知
れ
な
い
こ
と
 
 

よ
」
と
い
っ
た
現
代
語
訳
を
与
え
て
い
る
。
「
奥
処
」
と
は
「
将
来
」
 
 

の
意
味
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
間
違
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
 
 

し
か
し
む
ろ
ん
、
訳
す
こ
と
は
、
歌
を
読
む
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。
 
 

「
奥
処
」
の
語
が
持
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
義
、
そ
し
て
そ
れ
が
含
 
 

み
込
ん
で
い
る
固
有
の
世
界
連
関
へ
の
指
示
が
、
こ
の
歌
に
倍
音
を
与
 
 

え
、
こ
の
歌
の
根
本
情
調
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
奥
処
」
 
の
 
 

語
を
選
び
出
し
た
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
こ
の
歌
に
到
来
し
た
も
の
が
 
 

あ
る
。
そ
れ
も
を
「
読
む
」
 
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
歌
が
そ
の
時
打
ち
 
 

当
た
っ
た
も
の
を
知
る
こ
と
ほ
で
き
な
い
。
 
 
 

こ
こ
で
『
岩
波
古
語
辞
典
』
で
「
奥
」
を
引
い
て
み
る
と
、
こ
う
あ
 
 

る
。
「
『
端
』
 
『
口
』
 
の
対
。
オ
キ
 
（
沖
）
と
同
根
。
空
間
的
に
は
、
 
 

入
口
か
ら
深
く
入
っ
た
所
で
、
人
に
見
せ
ず
大
事
に
す
る
所
を
い
う
の
 
 

が
原
義
。
そ
こ
に
と
ど
く
に
は
多
く
の
時
間
が
経
過
す
る
の
で
、
時
間
 
 

の
意
に
転
ず
る
と
、
晩
（
お
そ
）
 
い
こ
と
。
」
 
 
 

す
な
わ
ち
、
「
奥
」
と
は
深
く
隠
匿
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ケ
 
 

し
て
、
隠
匿
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
こ
の
世
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
実
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は
そ
れ
は
、
こ
の
日
本
に
お
い
て
、
禅
的
な
も
の
が
現
れ
る
時
の
基
本
 
 

的
な
形
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
私
が
想
起
す
る
の
は
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
 
の
〓
即
で
あ
る
。
 
 
 

危
．
〔
さ
 
 
 

う
み
べ
た
 
 
 

北
の
海
浜
に
磯
あ
り
。
脳
の
磯
と
名
づ
く
。
…
…
磯
よ
り
西
の
方
に
 
 

お
の
も
お
の
も
 
 
 

い
は
や
ど
 
 
 

窟
戸
あ
り
。
高
さ
と
広
さ
と
 
各
 
六
尺
ば
か
り
な
り
。
窟
の
内
に
 
 
 

穴
あ
り
。
人
、
入
る
こ
と
を
得
ず
。
深
き
残
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
 
 

い
め
 

か
れ
く
に
ひ
と
 
 
 

夢
に
此
の
磯
の
窟
の
辺
に
至
れ
ば
必
ず
死
ぬ
。
故
、
俗
人
、
古
よ
り
 
 

な
づ
（
占
）
 
 
 

今
に
至
る
ま
で
、
黄
泉
の
坂
・
黄
泉
の
穴
と
号
く
。
 
 

こ
の
洞
窟
の
「
奥
」
に
あ
る
も
の
は
、
他
界
で
あ
る
。
し
か
し
他
界
 
 

と
は
、
人
間
に
と
っ
て
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
人
は
 
 

こ
の
風
土
記
の
記
述
に
、
「
奥
」
か
ら
の
不
思
議
な
吸
引
の
力
、
あ
る
 
 

抗
い
難
い
誘
惑
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
他
界
と
は
生
の
 
 

根
源
で
あ
り
、
死
の
根
源
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
そ
れ
は
本
来
 
 

の
場
所
、
故
郷
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
列
島
や
沖
縄
諸
島
の
海
岸
 
 

に
は
こ
う
し
た
神
秘
的
な
洞
窟
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
前
に
立
っ
て
 
 

何
も
感
じ
る
こ
と
の
な
い
人
は
、
「
古
代
」
と
は
無
縁
の
存
在
に
留
ま
 
 

る
ほ
か
な
い
。
 
 
 

「
奥
」
 
の
言
葉
に
よ
っ
て
沈
思
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
こ
う
し
 
 

た
「
芋
酋
の
内
側
の
空
間
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
人
間
の
側
へ
 
 

の
呼
び
か
け
が
あ
る
時
、
人
は
そ
れ
を
「
神
」
と
し
て
知
る
。
し
か
し
 
 

奥
山
の
岩
に
苔
蒸
し
畏
け
ど
思
ふ
心
を
如
何
に
か
も
せ
む
 
 

（
巻
7
－
1
3
3
4
）
 
 

「
典
」
 
の
例
で
あ
る
。
「
奥
山
の
岩
」
と
い
う
の
ほ
、
言
う
ま
で
も
 
 

い
わ
く
ら
 
 

な
く
「
磐
座
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
神
が
寄
り
つ
く
と
さ
れ
る
神
秘
の
岩
 
 

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
的
な
る
も
の
を
序
と
し
て
、
そ
こ
に
自
分
の
 
 

「
思
い
」
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
歌
い
か
た
は
、
和
歌
と
い
う
も
の
の
 
 

原
初
的
な
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
患
い
を
、
個
を
超
え
た
あ
る
 
 

広
大
な
領
域
と
結
び
つ
け
て
知
資
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
最
近
 
 

の
「
理
論
」
で
は
、
こ
の
個
を
超
え
た
領
域
の
こ
と
を
「
共
同
幻
想
」
 
 

と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
諸
に
お
い
て
根
源
的
な
も
の
に
打
ち
当
た
っ
た
 
 

経
験
の
な
い
人
の
意
見
で
あ
ろ
う
。
「
畏
し
」
と
は
、
非
世
界
が
神
の
 
 

臨
在
と
い
う
形
で
露
呈
す
る
と
い
う
経
験
を
指
し
示
し
て
い
る
。
日
常
 
 

的
な
も
の
は
脱
落
し
、
人
は
そ
こ
で
、
宇
宙
の
運
動
に
貫
か
れ
る
の
で
 
 

あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
「
心
」
を
、
果
て
し
な
い
遠
景
の
も
と
に
位
 
 

置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
思
で
も
あ
る
。
 
 

神
の
本
来
的
な
住
み
場
所
で
あ
る
「
奥
」
は
、
神
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
 
 

神
よ
り
も
人
間
よ
り
も
「
手
前
」
に
あ
る
世
界
だ
。
そ
れ
は
日
常
的
な
 
 

理
性
か
ら
す
れ
ば
「
非
世
界
」
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
世
界
は
、
こ
 
 

の
非
世
界
に
支
え
ら
れ
て
有
る
の
だ
。
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霞
立
つ
春
の
長
日
を
奥
処
な
く
知
ら
ぬ
山
路
を
恋
ひ
つ
つ
か
釆
む
 
 

（
巻
1
2
－
3
1
5
0
）
 
 

こ
の
例
は
、
3
8
9
6
に
接
近
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
奥
処
な
く
」
 
 

と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
「
霞
立
つ
春
の
長
日
」
 
－
 
例
の
家
 
 

持
の
歌
「
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
あ
が
り
」
を
も
連
想
さ
 
 

せ
る
。
そ
れ
は
近
代
人
的
な
憂
愁
な
ど
と
は
関
係
な
い
。
こ
こ
で
も
、
 
 

前
半
部
は
、
個
を
超
え
た
世
界
へ
の
暗
示
だ
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
。
「
霞
立
つ
春
の
長
日
」
の
山
路
を
行
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
 
 

「
恋
」
 
の
思
い
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
う
し
た
 
 

こ
と
全
体
を
抱
き
止
め
、
受
け
入
れ
て
い
る
大
き
な
「
た
ゆ
た
ひ
」
 
の
 
 

よ
う
な
も
の
が
、
ひ
そ
か
に
詩
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
神
」
 
で
は
 
 

な
い
。
神
よ
り
も
も
っ
と
根
源
的
な
、
無
限
か
・
ら
の
視
線
で
あ
る
。
も
 
 

ち
ろ
ん
、
「
知
ら
ぬ
山
路
」
 
の
不
安
感
は
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
不
 
 

安
、
あ
る
い
は
惑
い
と
い
う
根
本
情
調
は
、
一
見
そ
の
反
対
と
見
え
る
 
 

も
の
、
つ
ま
り
「
休
ら
ぎ
」
を
隠
匿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

山
と
い
う
も
の
が
本
来
聖
な
る
も
の
の
領
域
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
 
 

こ
と
で
あ
る
。
山
路
を
行
く
と
い
う
こ
と
は
神
の
世
界
に
い
る
と
い
う
 
 

こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
詩
人
は
「
奥
処
な
し
」
 
の
感
覚
を
味
わ
う
。
 
 

「
家
」
は
遠
い
。
彼
は
、
よ
り
根
源
の
世
界
に
入
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
 
 

少
し
突
飛
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
山
と
い
う
の
は
洞
窟
と
同
 
 

じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
奥
」
 
へ
の
入
口
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
奥
処
」
 
 

が
な
い
と
い
う
の
は
、
行
き
止
ま
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

つ
ま
り
、
「
奥
」
は
、
あ
る
限
界
の
な
い
も
の
に
、
う
ち
開
か
れ
て
い
 
 

る
。
こ
う
し
て
、
「
奥
処
な
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
限
界
の
な
い
も
の
 
 

の
開
け
の
申
に
、
う
ち
震
え
つ
つ
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
 
 

「
家
」
か
ら
離
れ
て
い
る
が
、
よ
り
根
源
的
な
場
所
に
近
接
し
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
人
は
、
こ
の
根
本
情
調
が
、
8
2
「
う
ら
さ
ぶ
る
心
さ
ま
ね
 
 

し
ひ
さ
か
た
の
天
の
時
雨
の
流
ら
ふ
見
れ
ば
」
と
、
根
源
に
お
い
て
通
 
 

底
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

こ
こ
で
今
度
は
、
「
奥
」
と
近
い
言
葉
「
沖
」
の
例
を
一
つ
読
ん
で
 
 

み
よ
う
。
 
 

も
 
 
 

海
の
底
沖
を
深
め
て
わ
が
恩
へ
る
君
に
は
逢
は
む
年
は
経
ぬ
と
も
 
 

（
巻
4
－
6
7
6
）
 
 

和
歌
の
根
本
構
造
は
不
変
で
あ
る
。
「
海
の
底
沖
を
深
め
て
」
は
、
 
 

単
な
る
序
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
歌
の
根
本
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
 
 

個
人
的
な
「
心
」
の
世
界
の
う
ち
に
、
あ
る
限
界
の
な
い
も
の
が
開
か
 
 

れ
て
い
る
、
と
い
う
疑
い
よ
う
の
な
い
感
覚
が
息
づ
い
て
い
る
。
「
恋
 
 

の
思
い
」
は
、
い
か
な
る
人
格
性
に
も
、
主
観
性
に
も
帰
属
す
る
も
の
 
 

で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
沖
」
か
ら
到
来
し
、
寄
り
つ
く
の
で
あ
る
。
つ
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私
た
ち
ほ
、
古
代
の
歌
の
多
く
に
通
底
し
て
い
る
あ
る
感
覚
に
、
少
 
 

し
近
づ
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
私
た
ち
は
、
こ
こ
で
出
発
点
 
 

に
戻
る
。
 
 

家
に
て
も
た
ゆ
た
ふ
命
彼
の
上
に
浮
き
て
し
居
れ
ば
奥
処
知
ら
ず
も
 
 

こ
の
歌
が
「
思
想
的
に
優
れ
て
い
る
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
の
は
、
特
 
 

に
「
家
に
て
も
た
ゆ
た
ふ
命
」
と
言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
普
 
 

通
の
発
想
で
は
、
家
は
魂
が
安
定
す
る
場
所
で
あ
っ
て
、
「
た
ゆ
た
ひ
」
 
 

と
い
う
こ
と
ば
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
「
た
ゆ
た
ひ
」
こ
そ
が
本
 
 

質
な
の
だ
、
と
い
う
明
確
な
自
覚
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
「
命
の
た
ゆ
た
ひ
」
 
 

に
身
を
任
せ
る
こ
と
。
そ
れ
は
「
彼
の
上
に
浮
く
」
と
い
う
状
態
で
生
 
 

を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
に
「
奥
処
知
ら
ず
も
」
と
い
う
感
覚
が
 
 

襲
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
「
奥
処
」
は
「
将
来
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
た
 
 

が
、
そ
れ
は
「
奥
」
と
い
う
こ
と
を
時
間
軸
に
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
得
ら
れ
る
意
味
で
あ
る
。
「
奥
」
 
へ
入
り
込
む
た
め
に
多
く
の
時
間
 
 

が
必
要
だ
か
ら
、
と
『
岩
波
古
語
辞
典
』
は
言
う
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
 
 

ま
り
こ
れ
は
「
マ
レ
ビ
ト
」
そ
の
も
の
な
の
だ
。
こ
の
 
「
沖
」
を
「
無
 
 

意
識
」
と
呼
ぶ
の
は
、
未
だ
に
近
代
的
な
地
平
で
の
物
言
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

と
同
時
に
、
未
来
と
い
う
も
の
が
「
奥
」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
 
 

こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
未
来
ほ
、
茫
々
た
る
限
界
の
な
い
も
の
の
領
 
 

域
に
あ
る
の
だ
。
未
だ
到
来
し
て
い
点
い
も
の
。
そ
う
い
う
も
の
は
、
 
 

一
体
ど
こ
に
「
有
る
」
 
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
「
有
り
」
は
し
な
い
。
だ
 
 

が
、
そ
の
「
有
る
」
も
の
で
は
な
い
も
の
が
、
有
る
も
の
の
世
界
を
取
 
 

り
囲
ん
で
い
る
と
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

つ
ま
り
、
現
在
は
、
過
去
と
未
来
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
未
来
は
 
 

「
奥
」
と
も
言
わ
れ
る
が
、
過
去
を
指
示
す
る
言
葉
は
「
盲
」
で
あ
る
。
 
 

「
い
に
し
へ
」
と
は
、
「
往
に
し
方
」
で
あ
る
。
立
ち
去
っ
た
も
の
の
 
 

領
域
、
そ
れ
が
「
古
」
で
あ
る
。
 
 

淡
海
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
泣
け
ば
心
も
し
の
に
苗
思
は
ゆ
 
 

（
巻
3
1
2
6
6
）
 
 

「
盲
」
を
深
く
追
思
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
万
葉
の
一
つ
の
根
源
的
テ
 
 

ー
マ
で
あ
る
。
「
往
に
し
方
」
を
思
う
こ
と
。
だ
が
、
「
往
に
し
」
と
 
 

い
う
の
は
、
一
体
ど
こ
へ
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
が
ど
こ
か
ら
釆
て
、
 
 

ど
こ
へ
去
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
か
。
 
 
 

到
来
し
、
そ
し
て
去
っ
て
行
く
。
そ
れ
は
世
界
で
あ
り
、
命
な
の
で
 
 

あ
る
。
「
古
恩
ほ
ゆ
」
と
い
う
の
は
、
有
る
も
の
が
そ
こ
か
ら
到
来
し
 
 

そ
し
て
そ
こ
へ
去
っ
て
行
く
と
い
う
場
所
を
思
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
 
 

場
所
と
は
「
奥
」
で
あ
り
「
沖
」
で
あ
る
。
命
と
は
、
こ
う
し
た
拡
が
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家
に
て
も
た
ゆ
た
ふ
命
彼
の
上
に
浮
き
て
し
居
れ
ば
奥
処
知
ら
ず
も
 
 

こ
の
歌
で
詩
作
さ
れ
た
も
の
ほ
、
あ
る
広
大
な
内
部
空
間
、
そ
の
波
 
 

動
の
う
ち
に
入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
の
、
根
源
的
な
揺
ら
ぎ
の
感
覚
で
 
 

あ
る
。
そ
う
し
た
非
世
界
か
ら
の
抗
い
難
い
牽
引
を
受
け
、
詩
人
は
そ
 
 

の
予
感
の
重
さ
に
耐
え
て
い
る
。
彼
は
、
世
界
と
非
世
界
と
が
交
渉
す
 
 

り
の
中
に
お
い
て
、
か
し
こ
か
ら
こ
ち
ら
へ
到
来
し
、
去
っ
て
行
く
も
 
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
た
ゆ
た
ひ
」
 
で
あ
る
。
 
 
 

そ
う
考
え
る
と
、
「
古
」
と
「
奥
処
」
は
、
方
向
が
違
う
よ
う
に
見
 
 

え
る
が
、
実
は
同
じ
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
 

古
代
人
の
世
界
経
験
の
本
質
的
部
分
で
あ
る
。
 
 
 

「
苗
恩
ほ
ゆ
」
は
、
家
を
思
う
と
い
う
望
郷
の
歌
と
同
じ
こ
と
を
詩
 
 

作
す
る
。
つ
ま
り
、
祖
先
を
通
し
て
、
芋
苗
の
内
側
す
な
わ
ち
「
奥
」
 
 

と
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
を
思
う
こ
と
で
あ
る
。
「
奥
処
知
ら
ず
も
」
 
 

に
な
る
と
、
そ
う
い
う
回
路
は
な
い
。
詩
人
は
、
「
家
」
と
い
う
媒
介
 
 

な
し
に
、
直
接
に
限
界
の
な
い
も
の
と
向
き
合
う
。
「
家
」
も
、
こ
の
 
 

無
限
遠
の
も
の
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
も
つ
の
だ
。
 
 

「
家
」
 
の
な
い
こ
と
に
よ
る
「
輿
」
 
の
経
験
は
、
不
安
や
憂
愁
と
い
っ
 
 

た
「
気
分
づ
け
」
を
取
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
2
5
5
の
よ
う
な
帰
郷
 
 

の
歌
の
も
つ
喜
び
と
は
違
っ
た
情
調
を
作
っ
て
い
る
。
 
 

る
「
渚
」
に
立
っ
て
い
る
。
詩
作
の
言
葉
そ
の
も
の
が
、
そ
う
し
た
「
中
 
 

間
」
の
場
を
空
け
開
い
た
の
だ
。
詩
は
、
二
つ
の
世
界
の
境
界
に
あ
り
、
 
 

双
方
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
ば
、
詩
が
シ
ャ
ー
マ
ン
の
も
の
で
あ
 
 

っ
た
時
代
か
ら
、
詩
の
本
質
と
し
て
保
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
の
だ
。
 
 

詩
と
は
、
こ
う
し
た
「
移
行
」
そ
の
も
の
の
輝
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 
 

こ
こ
で
は
、
あ
る
本
源
的
な
「
休
ら
い
な
さ
」
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
 
 
 

私
の
読
み
は
、
あ
ま
り
肥
大
げ
さ
過
ぎ
る
と
考
え
る
人
も
あ
ろ
う
。
 
 

そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
持
そ
の
も
の
を
読
む
に
若
く
は
な
い
の
だ
。
 
 

だ
が
、
今
の
私
た
ち
が
決
定
的
に
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
世
界
感
覚
と
 
 

い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
、
深
く
蔵
さ
れ
て
い
る
世
界
が
開
か
れ
る
 
 

と
い
う
時
の
感
覚
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ロ
ム
バ
ッ
ハ
が
「
ヘ
ル
メ
ス
智
」
 
 

二
丁
⊥
 
 

と
名
づ
け
て
い
る
感
覚
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
、
近
代
知
の
地
平
か
ら
は
遂
 
 

に
脱
落
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
近
代
に
と
っ
て
は
非
王
知
と
 
 

し
て
し
か
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
あ
る
神
的
な
も
の
の
経
験
に
向
か
っ
て
 
 

開
か
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
現
代
の
い
ろ
い
ろ
な
思
想
が
努
力
し
て
き
た
 
 

方
向
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
私
は
こ
こ
で
 
 

少
し
も
「
独
創
的
」
な
こ
と
を
言
っ
た
つ
も
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
 
 

は
た
だ
、
忘
却
の
長
い
歴
史
を
通
り
抜
け
、
あ
る
根
底
的
な
詩
の
経
験
 
 

を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
詩
の
出
現
は
、
時
間
軸
を
貫
く
一
つ
の
 
 

事
件
で
あ
る
。
 
 
 

古
代
の
神
に
出
会
う
こ
と
。
そ
し
て
、
神
よ
り
も
も
っ
と
原
初
的
な
 
 

も
の
に
出
会
う
こ
と
。
 
 

ーー16 －   



そ
れ
は
、
日
本
の
原
初
で
あ
る
が
、
も
は
や
日
本
と
い
う
枠
で
理
解
 
 

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
物
に
も
、
意
識
に
も
先
行
す
る
あ
る
地
平
。
 
 

そ
の
無
限
連
関
の
う
ち
に
開
か
れ
る
一
つ
の
場
所
。
そ
う
し
た
場
所
を
 
 

保
持
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
人
間
が
言
葉
を
持
つ
と
い
う
こ
と
 
 

の
意
義
な
の
だ
。
 
 
 

あ
る
こ
と
が
達
成
さ
れ
た
詩
が
含
み
も
つ
謎
は
、
世
界
そ
の
も
の
の
 
 

謎
に
う
ち
当
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
ほ
「
奥
処
知
 
 

ら
ず
も
」
と
惑
う
。
ま
さ
に
そ
の
惑
い
の
う
ち
に
、
私
た
ち
が
「
故
郷
」
 
 

を
見
出
す
路
が
あ
る
の
だ
。
私
た
ち
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
人
間
の
な
す
万
 
 

葉
へ
の
読
み
、
そ
し
て
古
代
へ
の
探
究
は
、
こ
の
よ
う
な
運
動
の
う
ち
 
 

に
、
私
た
ち
の
「
宇
宙
へ
の
帰
郷
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 
 

『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
十
巻
（
中
央
公
論
社
 
1
9
6
8
年
）
 
 

2
4
7
頁
 
 

な
お
、
漢
字
は
通
用
の
も
の
に
改
め
た
。
注
2
～
6
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同
じ
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『
折
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夫
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集
』
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三
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（
中
央
公
論
社
 
1
9
6
6
年
）
 
 

3
5
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頁
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『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
四
巻
（
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1
9
6
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5
1
7
頁
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央
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9
7
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6
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風
土
記
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岩
波
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古
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文
学
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1
9
5
8
年
）
 
1
 
 

8
3
頁
 
 

（
7
）
 
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ロ
ム
バ
ッ
ハ
 
『
世
界
と
反
世
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ヘ
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メ
ス
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の
哲
学
』
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大
橋
良
介
＋
谷
村
義
一
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ブ
ロ
ポ
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1
9
8
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