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本
修
士
論
文
に
お
い
て
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
大
正
期
ま
で
の
作
品
を
主
な
考
察
対
象

と
し
、
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
同
時
代
思
潮
と
の
影
響
関
係
を
検
証
し
な
が
ら
、
谷
崎

の
文
学
的
基
盤
と
な
っ
た
思
想
の
再
検
討
を
試
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

第
一
章
「「
秘
密
」
論
│
明
治
四
〇
年
代
の
検
閲
と
権
力
へ
の
抵
抗
│
」
で
は
「
秘
密
」

を
取
り
上
げ
、
検
閲
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
強
権
政
治
か
ら
の
逃
亡
と
そ
の
葛

藤
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　

大
正
期
の
谷
崎
は
検
閲
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り
、
検
閲
者
に
対
し
て

抗
議
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
検
閲
へ
の
反
発
が
「
芸
術
上
の
問
題
」
と
し
て
抗

議
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
谷
崎
は
、
検
閲
規
準
が
無
意
識
に
内
在
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
権
力
の
内
面
化
に
つ
い
て
描
か
れ

た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、「
秘
密
」
は
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
秘
密
」
の
物
語
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、「
郊
外
へ
隠
遁
す
る
よ
り
も
、
却
つ
て
市

内
の
何
処
か
に
人
の
心
附
か
な
い
、
不
思
議
な
さ
び
れ
た
所
が
あ
る
」
と
い
う
主
張
に

集
約
さ
れ
る
。「
秘
密
」
の
語
り
手
は
、
知
っ
て
い
る
は
ず
の
も
の
を
真
新
し
く
感
じ

る
感
覚
に
新
し
い
世
界
を
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
現
実
を
別
の
角
度
か
ら

眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
け
る
新
し
い
「
別
世
界
」
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

Ｔ
女
と
の
関
係
を
象
徴
す
る
「
精
美
堂
」
に
よ
っ
て
最
も
顕
著
に
示
さ
れ
、
し
か
し
そ

れ
が
結
局
Ｔ
女
の
視
点
を
介
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
別
世
界
」
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
ら

れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
瞬
間
、
男
の
夢
想
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

思
い
返
せ
ば
、
幼
少
期
に
感
じ
た
「
別
世
界
」
も
、
父
親
に
導
か
れ
る
形
で
発
見
し
た

「
別
世
界
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
無
意
識
に
他
人
の
視
点
を
自
分
の
も
の
と
し
て
し
ま

う
点
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
付
さ
れ
た
「
二
三
日
過
ぎ
て
か
ら
、
急
に
私
は
寺

を
引
き
払
つ
て
田
端
の
方
へ
移
転
し
た
。
私
の
心
は
だ
ん
〳
〵
「
秘
密
」
な
ど
と
云
ふ

手
ぬ
る
い
淡
い
快
感
に
満
足
し
な
く
な
つ
て
、
も
ツ
と
色
彩
の
濃
い
、
血
だ
ら
け
な
歓

楽
を
求
め
る
や
う
に
傾
い
て
行
つ
た
。」
と
い
う
後
日
譚
か
ら
は
、
そ
う
い
っ
た
視
点

の
無
意
識
下
で
の
内
面
化
を
拒
否
す
る
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

明
治
四
〇
年
代
の
検
閲
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
を
考
え
た
と
き
、
そ
の
状
況
を
問
い
直

す
可
能
性
を
秘
め
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

第
二
章
「「
独
探
」
論
│
疑
似
空
間
の
先
に
あ
る
も
の
│
」
で
は
「
独
探
」
を
取
り

上
げ
、
言
語
の
問
題
に
注
目
し
つ
つ
、
外
国
と
の
関
係
に
お
い
て
自
国
を
捉
え
る
と
い

う
視
点
か
ら
、
谷
崎
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
再
考
し
た
。

　

谷
崎
の
作
品
に
は
た
び
た
び
外
国
文
学
が
直
接
に
も
間
接
に
も
引
用
さ
れ
る
が
、
後

に
谷
崎
自
身
が
「
私
は
そ
の
時
代
の
自
分
の
作
品
が
一
番
イ
ヤ
だ
。」（「
正
宗
白
鳥
氏

の
批
評
を
読
ん
で
」『
改
造
』
一
九
三
二
年
七
月
）
と
振
り
返
っ
て
し
ま
う
通
り
、
特

に
初
期
の
作
品
に
現
わ
れ
る
西
洋
趣
味
は
、
そ
の
す
べ
て
が
巧
妙
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
純
粋
な
興
味
関
心
に
こ
そ
分
析
さ
れ
る
べ
き
思
想
の

基
盤
が
宿
っ
て
い
る
。「
独
探
」
は
、
西
洋
趣
味
が
極
端
に
描
か
れ
た
大
正
初
期
の
作

品
で
あ
り
批
判
的
な
評
価
が
支
配
的
だ
が
、
西
洋
趣
味
の
底
の
浅
さ
に
で
は
な
く
、
異

国
に
興
味
を
持
つ
姿
勢
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
う
え
で
格
好
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
捉

え
た
。

　
「
独
探
」
の
物
語
の
中
心
は
墺
太
利
人
Ｇ
氏
と
タ
ニ
ザ
キ
氏
と
の
言
語
習
得
を
め
ぐ

る
交
際
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
タ
ニ
ザ
キ
氏
の
言
語
習
得
に
対
す
る
姿
勢
や
Ｇ
氏
と
の
や

り
取
り
か
ら
は
、
谷
崎
の
言
語
観
を
抽
出
す
る
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の

言
語
・
国
全
体
を
ま
る
ご
と
体
に
植
え
付
け
る
こ
と
が
肝
要
と
い
う
言
語
観
で
あ
る
。

そ
し
て
、
異
文
化
の
完
全
な
摂
取
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
Ｇ
氏
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ

大
正
期
谷
崎
潤
一
郎
論

│
│
谷
崎
小
説
作
品
と
社
会
と
の
接
点
を
め
ぐ
る
研
究
│
│

駒
　
木
　
　
　
結
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り
、
タ
ニ
ザ
キ
氏
の
外
国
語
習
得
が
不
能
に
終
わ
る
必
然
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
異

国
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
そ
こ
に
は
果
て
し
な
い
相
容
れ
な
さ
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
Ｇ
氏
と
タ
ニ
ザ
キ
氏
の
交
流
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
「Russian Bar

」
で
の
女
達
と
の
交
流
と
い
う
異
文
化
交
流
の
場
も
設
定

さ
れ
、
こ
こ
で
は
Ｇ
氏
と
の
交
流
と
は
対
照
的
に
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
タ
ニ
ザ
キ
氏
は
、
文
化
と
不
可
分
で
あ
る
言
語
を
取
り
去
っ
た

関
係
を
築
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
無
条
件
な
西
洋
優
位
の
思
考
を
無
効
化
す
る
。

文
化
を
優
劣
関
係
で
は
な
く
、
た
だ
の
異
な
る
も
の
と
し
て
見
る
視
座
を
得
る
こ
と
で
、

安
易
な
る
模
倣
・
迎
合
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
似
非
的
な
異
文
化
摂
取
を
越
え
る
可
能
性

を
浮
上
さ
せ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、「Russian Bar

」
で
の
交
流
を
経
た
タ
ニ
ザ
キ
氏
は
も
は
や
言
語
習

得
の
目
的
を
放
棄
し
、
代
わ
り
に
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
根
源
を
探
る
こ
と
に
興
味
を

持
つ
。
外
国
語
習
得
の
限
界
や
不
可
能
性
を
意
識
し
、
文
化
の
優
劣
観
を
無
化
す
る
思

考
を
手
に
入
れ
た
と
き
、
そ
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
自
国
に
も
見
出
せ
る
視
点
を
発

見
す
る
。
こ
こ
に
、「
独
探
」
に
お
け
る
異
文
化
交
流
表
象
の
特
異
性
を
見
出
し
た
。

　

第
三
章
「「
魔
術
師
」
論
│
谷
崎
潤
一
郎
が
描
い
た
「
群
衆
」
│
」
で
は
「
魔
術
師
」

を
取
り
上
げ
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
風
潮
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
た
「
群
衆
」
の
存

在
に
注
目
し
、
現
実
と
虚
構
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　
「
民
本
主
義
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
非
理
性
的
存
在
で
あ
る
「
群
衆
」
を

理
性
的
「
民
衆
」
へ
教
化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
「
民
衆
」

「
群
衆
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
日
本
が
西
洋
と
肩
を
並
べ
て
近
代
資
本
主
義
競
争
を
勝

ち
抜
い
て
い
く
た
め
に
も
不
可
欠
と
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
「
魔
術
師
」
に
は
、
一

連
の
「
群
衆
」
言
説
を
意
識
し
た
よ
う
な
「
群
衆
」
の
存
在
が
印
象
的
に
描
か
れ
て
い

る
。

　

こ
の
「
群
衆
」
の
姿
は
大
山
郁
夫
が
提
出
す
る
そ
れ
を
模
倣
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
魔
術
師
」
と
の
関
係
を
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
で
描
き
分
け
る
こ
と
に
よ
り
一
連
の
「
群

衆
」
言
説
か
ら
の
逸
脱
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。「
彼
の
女
」
は
一
貫
し
て
「
群
衆
」
化

を
拒
否
す
る
立
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
私
」
は
最
終
的
に
「
群
衆
」

化
を
受
け
入
れ
る
。
こ
の
「
私
」
が
受
け
入
れ
た
「
群
衆
」
と
は
、
エ
リ
ア
ス
・
カ
ネ
ッ

テ
ィ
の
言
う
「
開
い
た
群
衆
」
で
あ
る
（『
群
衆
と
権
力
』（
原
題
『M

A
SSE U

N
D
 

M
A
CH
T

』
一
九
六
〇
年
、
邦
訳
は
一
九
七
一
年
三
月
、
法
政
大
学
出
版
局
））。「
開

い
た
群
衆
」
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
馴
致
さ
れ
た
「
閉
じ
た
群
衆
」
が
、
新
し
く
よ
り
優

れ
た
種
類
の
組
織
を
形
成
す
る
た
め
に
運
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

現
実
を
凌
駕
す
る
世
界
と
し
て
描
か
れ
る
「
魔
術
の
王
国
」
内
で
、
彼
ら
は
ま
さ
し
く

「
開
い
た
群
衆
」
と
化
し
た
。
す
な
わ
ち
「
新
し
い
現
実
」
を
切
り
開
く
た
め
に
必
要

な
「
群
衆
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
魔
術
師
」
で
は
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

第
四
章
「「
小
さ
な
王
国
」
論
│
大
正
七
年
前
後
の
「
貧
困
」
を
め
ぐ
る
問
い
│
」

で
は
「
小
さ
な
王
国
」
を
取
り
上
げ
、
当
時
の
貧
困
問
題
に
つ
い
て
同
作
品
が
先
見
的

な
視
点
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。

　

一
九
一
八
年
の
日
本
は
近
代
資
本
主
義
の
ひ
ず
み
に
対
す
る
不
満
を
内
包
し
て
い
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
物
価
高
騰
の
あ
お
り
を
受
け
、
物
価
に
見
合
っ
た
賃
金
上
昇

を
見
込
め
な
か
っ
た
労
働
者
の
生
活
は
逼
迫
し
、
遂
に
米
騒
動
が
勃
発
す
る
。

　

こ
の
米
騒
動
と
時
を
同
じ
く
し
て
「
小
さ
な
王
国
」
は
発
表
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
貧

窮
す
る
教
師
の
様
子
が
つ
ぶ
さ
に
描
か
れ
て
お
り
、
時
代
相
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
。

当
時
の
言
論
界
を
牽
引
し
て
い
た
吉
野
作
造
も
、
こ
の
作
品
に
す
ぐ
さ
ま
反
応
を
寄
せ

た
（「
我
国
現
代
の
社
会
問
題
」『
中
央
公
論
』
一
九
一
八
年
一
〇
月
）。

　

あ
る
い
は
、
そ
の
後
起
こ
っ
た
武
者
小
路
実
篤
に
よ
る
「
新
し
き
村
」
運
動
も
既
存

社
会
へ
の
疑
念
か
ら
生
ま
れ
た
活
動
で
あ
る
。
同
時
期
に
お
け
る
社
会
の
閉
塞
感
や
困

窮
に
よ
る
逼
迫
感
は
、
河
上
肇
の
「
貧
乏
物
語
」
の
衝
撃
に
も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

社
会
全
体
に
問
題
意
識
と
し
て
根
付
い
て
い
た
。
そ
こ
で
「
小
さ
な
王
国
」
が
浮
彫
り

に
し
た
の
は
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
貧
困
で
あ
っ
た
。

　
「
沼
倉
共
和
国
」
が
顕
在
化
し
た
の
は
「
百
貨
店
的
欲
望
に
よ
る
消
費
行
動
」
で
あ
っ



優
秀
修
士
論
文
概
要

（243）1068

た
が
、
そ
れ
は
「
相
対
的
貧
困
」
に
帰
着
す
る
。
当
時
の
貧
困
研
究
で
可
視
化
さ
れ
て

い
た
の
は
、「
絶
対
的
貧
困
」
の
み
で
あ
り
「
相
対
的
貧
困
」
は
不
可
視
の
存
在
で
あ
っ

た
。
し
か
し
「
絶
対
的
貧
困
」
が
深
刻
な
問
題
で
あ
る
こ
と
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
に
、「
相
対
的
貧
困
」
も
社
会
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
物
語
の
発
端
で
あ
る
貝
島
一
家
の
移
住
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
も
、

「
何
処
其
処
の
お
嬢
さ
ん
が
着
て
居
る
や
う
な
洋
服
が
買
つ
て
欲
し
い
」
と
い
う
、
周

囲
と
の
比
較
に
よ
る
相
対
的
な
貧
し
さ
に
耐
え
得
ざ
る
感
情
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。「
相
対
的
貧
困
」
に
苦
し
む
貝
島
と
い
う
設
定
が
最
初
か
ら
付
与
さ
れ
て
い
る
点
と
、

そ
の
貧
困
は
「
沼
倉
共
和
国
」
の
存
在
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
か
に
見
え
て
実
は
そ
う

で
は
な
い
点
が
重
要
で
あ
る
。
い
く
ら
啓
太
郎
が
「
沼
倉
共
和
国
」
か
ら
餅
菓
子
や
扇

子
を
手
に
入
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
貝
島
一
家
の
生
活
は
向
上
し
な
い
。
最
終
的
な
貝

島
一
家
の
貧
困
の
問
題
は
生
命
維
持
と
い
う
最
も
基
本
の
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

生
活
に
必
須
な
物
資
の
水
準
ま
で
も
が
つ
り
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は

問
題
で
あ
る
。
仮
に
生
物
的
に
は
生
き
ら
れ
て
も
社
会
的
に
は
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
貝
島
の
苦
し
み
に
よ
っ
て
浮
彫
り
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
社
会
的
な
制
約
の

な
か
で
生
き
る
人
間
の
姿
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
社
会
と
人
間
の
関
係
を

問
う
き
っ
か
け
と
も
な
り
得
る
。

　
「
小
さ
な
王
国
」
は
、
発
表
当
初
か
ら
社
会
問
題
に
言
及
し
た
作
品
と
し
て
評
価
さ

れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
同
時
代
言
説
を
ず
ら
し
な
が
ら
取

り
込
む
と
い
う
谷
崎
独
自
の
社
会
へ
の
ま
な
ざ
し
が
見
出
せ
る
。そ
の
意
味
で
は
、「
小

さ
な
王
国
」
だ
け
が
際
立
っ
て
社
会
的
な
作
品
な
の
で
は
な
く
、
一
章
か
ら
検
討
し
て

き
た
作
品
と
特
徴
を
共
有
し
、
そ
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
大
正
時
代
の
谷
崎
作
品
に
社
会
へ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
視
点
を

見
出
し
た
。
社
会
や
政
治
へ
の
関
心
が
薄
い
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
谷
崎
に
お
い

て
社
会
と
の
交
点
を
具
体
的
に
見
出
し
た
こ
と
が
本
論
文
に
お
け
る
成
果
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
う
い
っ
た
社
会
へ
の
ま
な
ざ
し
が
よ
り
具
体
的
な
テ
ー
マ
の
中
で
掘
り
下
げ

ら
れ
て
い
な
い
点
に
本
論
文
の
課
題
が
あ
る
。
今
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、
本
論
文
で

取
り
上
げ
た
作
品
群
に
も
共
通
す
る
広
い
意
味
で
の
「
教
育
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
設
定

し
、
谷
崎
の
作
品
が
学
校
や
教
育
の
変
遷
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
を
持
つ
か
に
つ
い
て

考
察
を
深
め
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
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平
安
時
代
の
公
卿
小
野
篁
と
そ
の
異
母
妹
と
の
恋
愛
を
描
い
た
『
篁
物
語
』（『
小
野

篁
集
』）
は
篁
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
と
き
に
既
存
の
逸
話
を
脚
色
し
、

と
き
に
新
た
な
逸
話
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
他
の
作
品
に
は
見
出
せ
な
い
篁
像
を
描
い

て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
篁
逸
話
の
成
立
・
享
受
に
つ
い
て
論
じ
る
と
と
も
に
、

『
篁
物
語
』
に
お
け
る
篁
の
人
物
像
を
問
い
直
す
こ
と
を
試
み
た
。

　

第
一
章
で
は
、『
篁
物
語
』
の
享
受
の
問
題
を
再
検
討
し
た
。
従
来
、『
篁
物
語
』
は

十
六
世
紀
以
降
、
そ
の
所
在
が
不
明
と
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
、
逸
話
の
享
受
と
い
う
観
点
か
ら
、
新
た
な
可
能
性
を
提
示
し
た
。

　

ま
ず
、
篁
逸
話
の
話
型
を
私
に
分
類
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
七
つ
の
型
（
さ
ら
に
細
か

く
分
か
れ
る
場
合
は
系
統
）
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

・「
才
能
型
」
…
篁
の
非
凡
な
才
能
が
称
え
ら
れ
る

　

Ａ
系
統
…
学
問
の
才
能

　

Ｂ
系
統
…
和
歌
の
才
能

　

Ｃ
系
統
…
芸
術
の
才
能

・  「
隠
岐
配
流
型
」
…
篁
が
天
皇
（
上
皇
）
の
不
興
を
買
い
、
隠
岐
国
へ
配
流
さ
れ

る
・「
学
生
型
」
…
篁
が
大
学
寮
の
学
生
と
な
る

・「
妹
型
」
…
篁
と
妹
が
交
流
す
る

・「
婿
入
型
」
…
篁
が
身
分
の
高
い
貴
族
に
婿
入
り
を
す
る

・「
冥
途
型
」
…
篁
が
冥
途
と
関
連
す
る

　

Ａ
系
統
…
冥
官

　

Ｂ
系
統
…
寺
社
・
地
蔵
・
閻
魔
王
像
を
建
立

　

Ｃ
系
統
…
菩
薩
の
化
身
・
破
軍
星

・「
足
利
学
校
型
」
…
篁
が
足
利
学
校
を
創
建
す
る

　

こ
の
分
類
と
『
篁
物
語
』
の
内
容
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、『
篁
物
語
』
に
は
「
才

能
型
」
Ａ
系
統
、「
学
生
型
」、「
妹
型
」、「
婿
入
型
」
の
四
種
類
の
逸
話
が
見
ら
れ
、

特
に
「
妹
型
」
が
物
語
の
主
軸
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
出
版
さ
れ
た
浮
世
草
子
、『
小
野
篁
恋
釣
船
』

が
『
篁
物
語
』
を
摂
取
し
て
い
る
可
能
性
を
検
討
し
た
。『
恋
釣
船
』
は
多
田
南
嶺
に

よ
る
著
作
で
、
内
容
は
皇
位
継
承
に
ま
つ
わ
る
勧
善
懲
悪
物
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
は

音
澄
親
王
と
湖
照
姫
と
い
う
異
母
兄
妹
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
二
人
と
『
篁
物
語
』
の

篁
と
妹
が
次
の
点
で
類
似
し
て
い
る
。

　

①　

異
母
兄
妹
の
恋
愛

　

②　

母
親
に
よ
っ
て
二
人
の
関
係
が
断
た
れ
る

　

③　

異
母
妹
が
自
死
す
る

　

④　

異
母
妹
が
幽
霊
に
な
る

　

こ
れ
ら
の
展
開
は
他
の
「
妹
型
」
逸
話
で
は
見
ら
れ
ず
、『
篁
物
語
』
に
し
か
描
か

れ
て
い
な
い
内
容
で
あ
る
。

　
『
恋
釣
船
』
に
は
、「
妹
型
」
以
外
に
も
「
隠
岐
配
流
型
」、「
才
能
型
」
Ａ
系
統
、「
冥

途
型
」
Ａ
・
Ｂ
系
統
の
逸
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、「
隠
岐
配
流
型
」
以
外
は
篁
本

人
で
は
な
く
、
篁
方
の
他
の
登
場
人
物
の
行
動
と
し
て
描
か
れ
る
。
作
者
の
多
田
南
嶺

は
、
作
品
の
登
場
人
物
に
実
在
の
役
者
や
文
学
者
の
名
前
を
用
い
る
「
も
じ
り
」
を
作

風
と
し
て
お
り
、
本
作
品
の
篁
方
の
人
物
に
仮
託
し
た
篁
逸
話
も
「
も
じ
り
」
の
一
環

で
あ
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、
音
澄
親
王
と
湖
照
姫
の
関
係
に
も
『
篁
物
語
』
の
篁
と

小
野
篁
逸
話
と
そ
の
享
受
を
め
ぐ
る
研
究

戸
　
澤
　
紫
　
穂
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妹
の
関
係
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
南
嶺
は
国
学
者
と
し
て
も
著
名
で
、
若
い
頃
か
ら
数
々
の
名
の
あ
る
堂
上
諸

家
に
仕
え
、
国
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
堂
上
家
の
中
に
は
、
書
陵
部
蔵
本
『
小
野
篁
集
』

の
外
題
を
記
し
た
霊
元
天
皇
と
密
接
に
関
わ
り
を
持
つ
者
が
複
数
い
る
。
つ
ま
り
、
南

嶺
は
『
篁
物
語
』
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
の
結
果
、『
小
野
篁
恋
釣
船
』
は
『
篁
物
語
』
に
影
響
を
受
け
て
書
か

れ
た
作
品
で
あ
り
、
近
世
以
降
に
お
い
て
も
、『
篁
物
語
』
は
多
田
南
嶺
の
周
辺
で
流

布
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

　

第
二
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
、
篁
の
「
学
生
型
」

逸
話
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
学
生
型
」
逸
話
は
貧
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
場
合
と
そ
う

で
な
い
場
合
に
分
け
ら
れ
る
が
、
今
回
は
前
者
に
お
け
る
学
生
像
と
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
学
生
像
を
比
較
、
検
討
し
た
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
藤
英
と
『
篁
物
語
』
の
篁
の
類
似
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

藤
英
は
貧
乏
学
生
で
あ
り
な
が
ら
、
時
の
最
高
権
力
者
、
源
正
頼
の
婿
に
な
り
、
右
大

弁
、
式
部
大
輔
に
上
り
詰
め
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、『
篁
物
語
』
の
篁
も
、
最
終
的

に
は
右
大
臣
の
娘
と
結
婚
し
、
宰
相
よ
り
も
上
の
位
に
な
る
。
二
つ
の
作
品
は
「
才
能

が
あ
る
苦
学
生
の
栄
達
物
語
」
と
い
う
点
に
お
い
て
同
じ
趣
向
を
持
つ
。
平
安
時
代
に

お
い
て
、
貧
し
い
学
生
を
取
り
上
げ
た
作
り
物
語
は
他
に
見
え
な
い
た
め
、『
う
つ
ほ

物
語
』
と
『
篁
物
語
』
は
影
響
関
係
に
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
藤
英
は
『
和
漢
朗
詠
集
見
聞
』・『
篁
山
竹
林
縁
起
絵
巻
』
に
描
か
れ
て
い
る

篁
と
も
い
く
つ
か
の
共
通
点
を
持
つ
。
そ
の
中
に
、
学
生
と
い
う
身
分
ゆ
え
に
他
人
に

笑
わ
れ
る
、
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
こ
の
描
写
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
中
で
四
回
も
見

ら
れ
、
藤
英
の
人
物
像
の
形
成
に
大
き
く
寄
与
す
る
が
、
そ
れ
が
篁
逸
話
で
も
描
か
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
「
笑
わ
れ
る
」
藤
英
と
篁
を
描
く
こ
と
で
、

設
立
当
初
の
理
念
を
失
っ
た
大
学
寮
と
堕
落
し
た
学
生
を
鋭
く
風
刺
す
る
、
と
い
う
同

じ
趣
向
を
持
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、『
和
漢
朗
詠
集
見
聞
』・『
篁
山
竹
林
縁
起
絵
巻
』
も
『
う
つ
ほ
物
語
』

か
ら
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
籐
英
の
人

物
像
は
、『
篁
物
語
』
だ
け
で
な
く
、
篁
の
「
学
生
型
」
逸
話
に
広
く
影
響
を
与
え
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

第
三
章
で
は
、『
篁
物
語
』
の
二
三
番
歌
「
か
ず
な
ら
ば
か
か
ら
ま
し
や
は
世
の
中

に
い
と
か
な
し
き
は
し
づ
の
を
だ
ま
き
」・
二
四
番
歌
「
い
さ
さ
め
に
つ
け
し
お
も
ひ

の
煙
こ
そ
み
を
う
き
雲
と
な
り
て
は
て
け
れ
」
を
中
心
に
、
和
歌
の
役
割
を
検
討
し
た
。

『
篁
物
語
』
の
贈
答
歌
で
は
、
基
本
的
に
贈
歌
と
答
歌
の
言
葉
が
対
応
し
て
い
る
が
、

二
三
番
歌
と
二
四
番
歌
に
は
言
葉
上
の
連
関
が
な
く
、
不
審
と
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
、
二
三
番
歌
・
二
四
番
歌
の
歌
意
を
検
討
し
た
。
特
に
、
二
四
番
歌

の
解
釈
は
定
説
を
見
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
八
番
歌
「
い
と
ど
し
く
君
が
な
げ
き
の
こ

が
る
れ
ば
や
ら
ぬ
お
も
ひ
も
も
え
ま
さ
り
け
り
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
、
と
い
う
新

た
な
可
能
性
を
考
察
し
た
。
一
八
番
歌
・
二
四
番
歌
は
と
も
に
「
火
」
の
縁
語
を
用
い
、

恋
の
進
行
と
実
景
の
「
火
」
を
重
ね
合
わ
せ
て
お
り
、
全
く
異
な
る
場
面
で
詠
ま
れ
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
歌
の
趣
旨
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
こ
の
贈
答
歌
の
物
語
に
お
け
る
位
置
を
考
察
し
た
。
篁
は
二
三
番
歌
で
、
自

分
の
身
分
が
高
け
れ
ば
、
妹
が
母
親
に
軟
禁
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
は
な
ら
な
か
っ
た
、

と
詠
む
。
一
方
、
妹
は
二
四
番
歌
で
、「
い
さ
さ
め
に
つ
け
し
お
も
ひ
の
煙
」
に
よ
っ

て
わ
が
身
を
つ
ら
く
思
う
、
と
詠
ん
で
い
る
。
一
八
番
歌
と
二
四
番
歌
が
対
応
し
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
二
四
番
歌
の
「
い
さ
さ
め
に
つ
け
し
お
も
ひ
の
煙
」
は
、
一

八
番
歌
付
近
の
二
人
の
思
い
が
通
い
合
っ
た
場
面
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

妹
は
、
篁
に
自
ら
の
思
い
を
告
げ
、
恋
を
燃
え
上
が
ら
せ
て
し
ま
っ
た
「
あ
の
時
」
が

こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
原
因
で
あ
る
、
と
訴
え
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
贈

答
は
「
妹
が
軟
禁
さ
れ
、
二
人
が
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た
原
因
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
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詠
ん
で
い
る
が
、
原
因
に
対
す
る
二
人
の
認
識
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
言
葉
の
上
で

の
連
関
が
消
え
た
、
と
言
え
る
。

　

続
く
二
五
番
歌
は
妹
の
独
詠
歌
で
、
妹
の
孤
独
感
や
閉
塞
感
が
表
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

二
六
番
歌
は
妹
か
ら
歌
を
詠
み
か
け
る
「
女
か
ら
の
贈
歌
」
で
あ
り
、
妹
か
ら
篁
へ
の

強
い
思
い
が
示
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
も
通
常
時
と
は
異
な
る
形
式
で
和
歌
を
詠
む
こ
と
で
、

妹
の
心
情
を
印
象
付
け
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
篁
物
語
』
に
お
け
る
和
歌
、
特
に
二
三
〜
二
六
番
歌
の
表
現

や
形
式
は
、
登
場
人
物
の
内
面
を
映
し
出
す
働
き
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
明

し
た
。

　

第
四
章
で
は
、『
篁
物
語
』
の
「
心
」、「
身
」、「
魂
」
の
歌
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

物
語
は
話
の
進
行
に
従
っ
て
、「
心
」
か
ら
「
身
」
へ
、「
身
」
か
ら
「
魂
」
へ
と
主

想
が
移
り
変
わ
る
。
物
語
序
盤
は
登
場
人
物
の
「
心
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
篁
・
兵

衛
佐
・
妹
の
恋
物
語
が
展
開
さ
れ
る
が
、
妹
の
「
心
」
を
篁
が
手
に
入
れ
た
こ
と
で
、

「
心
」
の
物
語
は
一
旦
終
わ
る
。
そ
し
て
中
盤
、
篁
の
子
を
身
ご
も
っ
て
し
ま
っ
た
妹

は
母
親
に
よ
っ
て
軟
禁
さ
れ
る
。
妹
は
徐
々
に
衰
弱
し
、「
身
」
が
消
え
て
行
く
過
程

が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
「
身
」
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
た
妹
は
、「
魂
」

に
自
ら
の
思
い
を
託
し
、死
し
て
な
お
篁
に
寄
り
添
う
こ
と
を
願
う
。こ
こ
で
、「
心
」・

「
身
」
の
生
の
世
界
と
「
魂
」
の
死
の
世
界
が
交
わ
っ
て
い
く
。

　
「
心
」、「
身
」、「
魂
」
の
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
見
る
と
、「
心
」
は
好
意
で
あ
る
と
同
時
に

生
の
象
徴
で
あ
り
、「
魂
」
は
愛
情
で
あ
る
と
同
時
に
死
の
象
徴
で
あ
り
、両
者
は
「
身
」

＝
生
死
の
境
界
を
支
点
に
対
照
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ

ま
り
、「
心
」
と
「
魂
」
は
一
見
似
て
い
る
よ
う
で
、
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
篁
と
妹
の
間
に
越
え
ら
れ
な
い
深
い
溝
が
あ
る
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
心
」、「
身
」、「
魂
」
の
歌
は
物
語
を
展
開
さ
せ
て
お
り
、
生

の
世
界
の
篁
と
死
の
世
界
の
妹
の
関
係
を
効
果
的
に
描
く
働
き
を
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

第
一
章
で
は
、『
篁
物
語
』
は
「
妹
と
恋
仲
に
な
る
も
、
母
親
に
反
対
さ
れ
、
死
別

す
る
」
と
い
う
篁
の
特
異
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
合
わ

せ
て
、
多
田
南
嶺
作
『
小
野
篁
恋
釣
船
』
が
近
世
に
お
け
る
『
篁
物
語
』
享
受
事
例
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。第
二
章
で
は
、『
篁
物
語
』
の
筆
者
は
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
籐
英
の
描
写
を
踏
襲
し
、
貧
し
い
学
生
と
し
て
の
篁
を
造
型
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

第
三
章
で
は
、
篁
の
身
分
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
、
妹
と
気
持
ち
が
乖
離
す
る
一
因
に

な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
第
四
章
で
は
、「
魂
」
に
な
っ
て
も
篁
を
求
め
る
妹
に
対
し
、

同
じ
気
持
ち
を
返
せ
な
い
篁
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、『
篁
物
語
』
に
お
け
る
篁
は
、
他
の
篁
逸
話
と
比
較

し
て
「
弱
者
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
物
語
の
篁
は
財
産
も
地
位
も
な

く
、
恋
人
が
死
ぬ
様
を
黙
っ
て
見
て
い
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
か
ら
妹
と
す
れ
違
い
、
三
君
と
の
愛
の
な
い
結
婚
に
至
り
、
幽
霊
の
妹
に
恨
み
言
を

詠
み
か
け
ら
れ
る
。
他
の
逸
話
で
の
強
く
、
賢
く
、
畏
怖
さ
れ
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ

る
篁
と
は
、
全
く
の
別
人
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
篁
物
語
』
は
、「
弱
者
と
し
て
の
篁
」
と
い
う
特
異
な
人
物
像
を
描

き
出
し
た
点
が
、
最
も
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

※
本
論
文
に
お
け
る
『
篁
物
語
』
の
本
文
は
、
平
林
文
雄
・
水
府
明
徳
会
編
著
『
小
野
篁
集
・

篁
物
語
の
研
究
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
）
所
収
の
彰
考
館
文
庫
蔵
『
篁
物
語
』
甲
本

の
影
印
を
底
本
と
し
、
乙
本
、
書
陵
部
蔵
『
小
野
篁
集
』
の
影
印
に
よ
っ
て
、
稿
者
が
校

訂
し
た
。
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本
論
文
は
横
光
利
一
（
一
八
九
八
〜
一
九
四
七
年
）
に
お
け
る
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の

問
題
に
つ
い
て
分
析
・
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
横
光
利
一
は
独
特
な

比
喩
や
擬
人
法
を
用
い
て
前
衛
的
な
文
体
模
索
を
行
な
っ
た
、
日
本
に
お
け
る
モ
ダ
ニ

ズ
ム
文
学
を
代
表
す
る
作
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
評
価
の
中
で

見
落
と
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
は
、
こ
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
テ

ク
ス
ト
の
評
価
を
後
ろ
楯
す
る
も
の
と
し
て
、
横
光
の
文
学
活
動
の
総
体
を
捉
え
づ
ら

い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
は
、
近
代
の
合
理
的
精
神
に
支
え
ら
れ
た
近
代

主
義
と
し
て
の
「
広
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
、
一
九
二
〇
年
頃
に
登
場
し
た
文
学
や
美

術
に
お
け
る
前
衛
的
な
芸
術
運
動
と
し
て
の
「
狭
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
二
分
法

で
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
便
宜
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
横
光
の
テ
ク
ス
ト
は
「
狭
義

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
し
て
横
光
の

テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
て
い
く
時
、
そ
れ
を
「
広
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
切
り
離
し
て
考

察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
狭
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
文

学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
第
一
次
世
界
大
戦
、
日
本
に
お
い
て
は
関
東
大
震
災

と
い
う
破
壊
的
な
同
時
代
の
状
況
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
。
同
時
に
横
光
が
主
要
な
作
品

を
生
み
出
し
た
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
と
い
う
時
代
は
、
都
市
文
化
が
発
達
し
、
明
治

以
来
か
ら
の
国
民
国
家
が
一
応
の
成
熟
を
む
か
え
、
帝
国
が
拡
大
し
、
世
界
的
な
経
済

市
場
が
成
立
し
た
時
代
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
「
狭
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
に
属
す
る
モ
ダ

ニ
ズ
ム
文
学
を
分
析
す
る
上
で
も
、「
近
代
」
と
い
う
名
の
下
に
生
み
出
さ
れ
た
近
代

資
本
主
義
と
そ
れ
に
伴
う
帝
国
の
拡
大
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
広
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
に

含
ま
れ
る
事
実
と
の
不
断
の
連
絡
な
く
し
て
、
日
本
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
が
持

ち
え
た
意
味
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う

な
問
題
意
識
の
下
、
横
光
の
テ
ク
ス
ト
を
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
。

　

第
一
に
文
化
的
な
日
本
と
西
洋
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
い
て
第
一
次
世
界
大
戦
に
前
後
し
て
生
ま
れ
た
前
衛
芸
術
運
動
は
、
同
時
代
に
日
本

で
紹
介
さ
れ
、
横
光
の
文
学
活
動
に
も
そ
の
一
端
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
こ
の
よ
う
な
芸
術
運
動
と
の
交
通
は
、
日
本
の
文
学
者
た
ち
の
文

体
や
モ
チ
ー
フ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
ん
な
中
で
も
詩
人
や
小
説
家
ら
の
文

学
的
な
実
験
を
特
徴
づ
け
る
重
大
な
要
素
と
し
て
、
映
画
の
存
在
を
挙
げ
る
こ
と
が
出

来
る
。
一
九
二
〇
年
代
と
い
う
時
代
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
映
画
史
を
代
表
す
る

作
品
が
多
く
製
作
さ
れ
、
様
々
な
映
画
理
論
が
提
起
さ
れ
る
な
ど
、
映
画
が
新
興
芸
術

と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
時
代
で
あ
っ
た
。
本
研
究

で
は
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
に
お
い
て
大
き
な

潮
流
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
印
象
主
義
映
画
や
そ
の
映
画
理
論
と
、
横
光
の
文
体
や
文
学

理
論
と
の
結
び
つ
き
を
分
析
し
た
。
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
横
光
と
映
画
と
の
新
た
な

結
び
つ
き
を
提
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
し
て
横
光
を
語
る
際
に
し

ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
、「
新
感
覚
派
」
か
ら
「
新
心
理
主
義
」
へ
と
い
う
従
来
の
文
学

史
的
な
枠
組
み
を
も
問
い
直
し
た
。

　

第
二
に
近
代
資
本
主
義
や
植
民
地
空
間
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
は
、
大
日
本
帝
国
に
よ
る
朝
鮮
半
島
や
台
湾
な
ど
の
植
民
地
と
の
関

係
を
抜
き
に
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ス

ン
は
西
洋
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
帝
国
主
義
と
の
結
び
つ
き
を
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
帝

横
光
利
一
研
究

│
│
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
問
題
を
中
心
に
│
│友

　
添
　
太
　
貴
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国
主
義
」（
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
他
著
・
増
渕
正
史
他
訳
『
民
族
主
義
・
植
民
地

主
義
と
文
学
』、
一
九
九
六
年
二
月
、
法
政
大
学
出
版
局
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ス
ン
に
よ
れ
ば
、
一
見
す
る
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
持
つ
形

式
上
の
革
新
は
、
純
粋
な
文
体
的
な
い
し
言
語
的
な
特
殊
性
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
り
、

政
治
的
内
容
を
何
ら
喚
起
す
る
も
の
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
が
、
帝
国
主
義
の
よ
う

な
政
治
的
事
柄
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語
を
適
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
文
学
の
内
容

と
形
式
双
方
に
明
白
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
一
九
世
紀
末
か

ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
い
た
る
帝
国
主
義
は
、
そ
も
そ
も
植
民
地
略
奪
の
構
造
を
前
提
と

し
て
お
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
的
描
出
が
現
れ
る
の
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か

で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
側
面
で
は
日
本
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文

学
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
日
本
で
は
よ
り
ね
じ
れ
た
関
係
と
し
て
現

れ
て
く
る
。
図
式
的
で
は
あ
る
が
、
西
洋
に
お
い
て
は
西
洋
↓↑
植
民
地
と
い
う
対
立
項

の
な
か
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
日
本
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
文
学
に
は
西
洋
↓↑
日
本
↓↑
植
民
地
（
あ
る
い
は
西
洋
↓↑
植
民
地
）
と
い
っ
た
複

雑
か
つ
ね
じ
れ
た
関
係
性
が
背
景
に
あ
る
こ
と
を
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
。
本
研
究
で
は
こ
れ
ら
の
視
点
を
も
と
に
、
特
に
横
光
が
代
表
的
な
作
品
を
生
み

出
し
た
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
文
学
活
動
に
焦
点
を
あ
て
、
分
析
を
行
っ
た
。

２
、
本
論
文
の
構
成

　

修
士
論
文
で
は
序
章
と
終
章
を
除
き
、
全
体
を
四
章
構
成
と
し
た
。
以
下
、
各
章
の

梗
概
で
あ
る
。

　

第
一
章
「「
青
い
石
を
拾
つ
て
か
ら
」「
青
い
大
尉
」
論
│
横
光
利
一
の
「
朝
鮮
」
│
」

で
は
、
横
光
の
は
じ
め
て
の
朝
鮮
体
験
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
、
朝
鮮
を
舞
台
に
書
か
れ

た
テ
ク
ス
ト
「
青
い
石
を
拾
つ
て
か
ら
」「
青
い
大
尉
」
の
二
篇
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ

で
「
朝
鮮
」
と
い
う
植
民
地
空
間
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
。

こ
れ
ら
二
篇
に
お
い
て
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
「
日
本
」
や
「
日
本
人
」
が
ど
の
よ

う
な
意
味
を
持
ち
得
る
の
か
、
そ
し
て
外
地
と
内
地
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、

ま
た
、
植
民
地
朝
鮮
を
描
き
な
が
ら
日
本
語
以
外
描
か
れ
な
い
と
い
う
、
テ
ク
ス
ト
の

言
語
を
描
く
そ
の
方
法
の
あ
り
方
も
考
察
し
た
。

　

第
二
章
「「
花
園
の
思
想
」
論
│
横
光
利
一
と
フ
ラ
ン
ス
印
象
主
義
映
画
│
」
で
は
、

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
花
園
の
思
想
」
と
マ
ル
セ
ル
・
レ
ル
ビ
エ
監
督

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
印
象
主
義
映
画
の
代
表
作
「
エ
ル
・
ド
ラ
ド
オ
」
と
の
結
び
つ
き
を

手
が
か
り
に
、「
花
園
の
思
想
」
の
執
筆
の
背
景
や
モ
チ
ー
フ
を
実
証
す
る
。
そ
の
上
で
、

「
花
園
の
思
想
」
の
本
文
の
分
析
を
行
い
、
特
に
末
尾
の
描
写
に
注
目
を
し
て
、
テ
ク

ス
ト
の
視
覚
描
写
と
循
環
的
な
時
間
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を

通
し
て
、
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
と
の
関
わ
り
が
強
い
と
さ
れ
て
き
た
横
光
や
「
新
感

覚
派
」
の
文
学
者
た
ち
に
お
け
る
、
フ
ラ
ン
ス
印
象
主
義
映
画
と
の
新
た
な
結
び
つ
き

を
提
示
し
た
。

　

第
三
章
「
横
光
利
一
に
お
け
る
「
リ
ズ
ム
」
│
詩
論
・
映
画
そ
し
て
形
式
主
義
文
学

論
争
│
」
で
は
、
横
光
が
文
壇
登
場
直
後
か
ら
一
貫
し
て
エ
ッ
セ
イ
や
評
論
の
中
で
発

言
し
続
け
た
「
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
早
い
時
期
か
ら
強
い

関
心
を
持
っ
て
い
た
詩
や
詩
論
が
横
光
の
文
学
理
論
に
お
け
る
「
リ
ズ
ム
」
と
い
う
概

念
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
実
証
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
フ
ラ
ン
ス

印
象
主
義
映
画
と
横
光
と
の
関
係
を
踏
ま
え
、
形
式
主
義
文
学
論
争
で
横
光
が
展
開
し

た
文
学
理
論
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
詩
や
詩
論
と
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
印
象
主
義
映
画
の

映
画
理
論
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
、
横
光
の
文
学
理
論
に
お
い
て
「
リ
ズ
ム
」
と
い

う
概
念
が
持
ち
得
た
意
義
と
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

第
四
章
「『
上
海
』
論
│
言
語
と
言
語
の
あ
い
だ
で
│
」
で
は
、
第
一
章
で
の
分
析

を
踏
ま
え
な
が
ら
横
光
の
代
表
的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
『
上
海
』
を
論
じ
て
い
く
。
列

強
諸
国
の
力
が
ひ
し
め
き
合
う
国
際
海
港
都
市
上
海
を
舞
台
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
『
上

海
』
は
、
し
ば
し
ば
国
籍
や
人
種
、
国
家
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た
テ
ク
ス
ト
の
「
国
際
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性
」
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
同
時
に
先
行
研
究
で
は
、
そ
こ
で
話
さ
れ
る
言

語
の
存
在
は
問
題
と
せ
ず
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
章
で
は
『
上
海
』
に
お
い
て
「
英

語
」
や
「
支
那
語
」
な
ど
の
諸
言
語
が
日
本
語
の
文
章
の
中
で
い
か
に
描
か
れ
、
い
か

な
る
作
用
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
。
そ
の
上
で
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

様
々
な
社
会
的
な
関
係
性
の
中
に
あ
る
登
場
人
物
達
を
、
言
語
差
異
の
中
で
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
示
し
た
。

３
、
結
論

　

日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
（
こ
こ
で
は
「
狭
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」「
広
義
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
」
双
方
が
含
ま
れ
る
）
が
抱
え
た
問
題
は
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
近
代
に
日
本
が
抱
え

込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
両
義
性
│
│
す
な
わ
ち
西
洋
に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ

る
人
び
と
に
属
さ
ね
ば
な
ら
な
い
非
西
洋
圏
の
国
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
一
応
の
近

代
化
に
成
功
し
、
帝
国
主
義
の
道
を
進
ん
で
い
っ
た
国
と
い
う
両
義
性
に
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
現
れ
る
の
が
、
本
研
究
で
考
察
し
た
日
本
に

お
け
る
西
洋
と
の
前
衛
芸
術
の
結
び
つ
き
と
、
帝
国
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
問
題
を
同

時
に
抱
え
込
ん
だ
横
光
の
テ
ク
ス
ト
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

横
光
は
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
、「
日
本
回
帰
」
と
い
う
形
で
急
激
に
右
傾
化
し

て
い
く
。
従
来
の
研
究
で
は
こ
の
よ
う
な
横
光
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
か
ら
「
日
本
回
帰
」

へ
と
い
う
変
遷
を
検
討
せ
ず
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
研
究
で
の
分

析
を
も
と
に
す
れ
ば
、
横
光
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
し
て
の
特
質
と
「
日
本
回
帰
」
と

の
間
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
す
る
糸
口
を
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
一
九
三
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
前
衛
的
な
文

体
改
革
を
試
み
た
詩
人
た
ち
が
容
易
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
接
続
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実

が
存
在
す
る
。
確
か
に
、
日
中
戦
争
以
後
の
「
日
本
回
帰
」
的
傾
向
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
を
同
一
視
す
る
視
点
は
正
当
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
本
論
文
で
分
析
し
た
前
衛
的
な
文
体
と
帝
国
主
義
に
よ
る
植
民
地
支
配

の
問
題
が
結
び
つ
い
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
し
て
の
横
光
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
こ
そ
、

「
日
本
回
帰
」
と
接
続
し
て
し
ま
っ
た
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
形
式
的
な
文
体
改
革
や
文
学
的
実
験
に
よ
っ
て
純
粋
に
芸
術
性
を
追
求
す

る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
全
体
主
義
の
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
政
治
的
要

素
を
引
き
寄
せ
「
日
本
回
帰
」
と
い
う
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
横
光
利
一

に
お
い
て
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
「
日
本
回
帰
」
が
結
び
つ
く
と
こ
ろ
に
は
、
一
体
何
が

起
き
て
い
た
の
か
。
そ
れ
が
、
本
研
究
の
先
に
開
示
さ
れ
る
問
い
で
も
あ
る
。
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本
論
文
で
は
、
江
戸
後
期
に
活
躍
し
た
漢
詩
結
社
、
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
に
よ
る

出
版
活
動
や
社
友
間
の
交
友
に
つ
い
て
、
江
湖
詩
社
を
代
表
す
る
詩
人
の
一
人
で
あ
る

柏
木
如
亭
を
中
心
に
調
査
・
考
察
し
た
。

第
一
章
　
如
亭
の
羈
旅
詩
│
詩
語
「
天
涯
」
の
用
例
を
中
心
に
│

　

如
亭
は
そ
の
半
生
を
遊
歴
生
活
の
中
で
過
ご
し
た
放
浪
の
詩
人
で
あ
り
、
羈
旅
詩
が

多
い
。
そ
の
中
で
も
、
望
郷
の
念
を
詠
じ
た
詩
や
旅
暮
ら
し
の
寄
る
辺
な
さ
を
託
っ
た

詩
に
た
び
た
び
「
天
涯
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。「
天
涯
」
は
、
天
の
は
て
、
つ
ま
り

極
め
て
遠
い
場
所
を
指
す
語
で
あ
る
が
、
如
亭
の
羈
旅
詩
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
天

涯
」
は
、
単
に
遠
方
を
指
す
だ
け
で
な
い
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

如
亭
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
天
涯
」
を
用
い
て
い
た
か
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ま

ず
高
橋
明
郎
氏
の
論
考
）
1
（

を
も
と
に
、
唐
宋
の
用
例
を
確
認
し
つ
つ
「
天
涯
」
の
用
法
の

変
遷
に
つ
い
て
整
理
し
た
。
高
橋
氏
は
、
唐
に
な
る
と
「
天
涯
」
は
「
自
分
で
望
ま
な

い
事
情
に
よ
っ
て
居
住
・
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
遠
隔
地
（
貶
地
、
僻
地
）
を
指
す
」

言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
特
に
杜
甫
と
白
居
易
は
こ
の
用
法
で
「
天
涯
」
を
好
ん
で

用
い
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」
の
「
同
じ
く
是

れ
天
涯
淪
落
の
人
」
と
い
う
句
が
広
く
知
ら
れ
て
以
降
、「
天
涯
」
は
「
淪
落
」「
零
落
」

「
流
落
」
な
ど
の
落
魄
を
意
味
す
る
語
と
結
び
つ
け
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
確
認
し
た
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
如
亭
詩
の
「
天
涯
」
の
用
例
を
確
認
し
、
如
亭
が
「
天
涯
」
と

い
う
と
き
は
、
故
郷
か
ら
離
れ
た
地
を
旅
す
る
自
分
が
い
る
場
所
を
指
し
て
お
り
、
望

郷
の
念
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
古
文
辞
格
調
派
の
詩
人
服
部
南
郭
と
龍

草
廬
、
如
亭
と
同
じ
江
湖
詩
社
の
詩
人
大
窪
詩
仏
、
如
亭
の
後
輩
詩
人
の
梁
川
星
巌
と
、

如
亭
の
「
天
涯
」
の
用
例
を
比
較
し
つ
つ
、
如
亭
に
と
っ
て
「
天
涯
」
は
、
近
世
後
期

の
日
本
に
特
有
の
職
業
文
人
の
「
遊
歴
」
と
い
う
生
活
形
態
と
、
そ
の
遊
歴
生
活
の
中

で
培
わ
れ
た
精
読
・
熟
読
と
い
う
詩
文
の
鑑
賞
態
度
、
ま
た
如
亭
が
繰
り
返
し
読
ん
だ

『
唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
』
に
載
る
「
天
涯
」
の
用
例
や
、
漂
泊
の
境
涯
に
あ
る
自
分
自

身
と
向
き
合
う
時
間
や
望
郷
の
念
と
い
っ
た
も
の
が
結
び
つ
き
、
故
郷
か
ら
遠
く
離
れ

た
自
分
の
い
る
場
所
を
指
す
言
葉
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
、
実
感
の
籠
っ
た
語
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。

第
二
章
　
江
湖
詩
社
に
よ
る
宋
詩
選
集
刊
行
に
つ
い
て

　

そ
れ
ま
で
詩
壇
を
席
捲
し
て
い
た
古
文
辞
格
調
派
が
唐
詩
を
重
ん
じ
て
い
た
の
に
対

し
、
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
は
、
宋
詩
を
推
重
し
て
そ
の
鼓
吹
に
努
め
た
。
宋
詩
の
中

で
も
特
に
南
宋
三
大
家
を
重
視
し
、
陸
游
・
楊
万
里
・
范
成
大
の
詩
を
選
ん
で
一
冊
に

編
ん
だ
選
集
を
相
次
い
で
刊
行
し
た
。
ま
た
、
南
宋
三
大
家
の
和
刻
本
の
刊
行
も
選
集

と
同
時
期
に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
章
で
特
に
取
り
上
げ
た
の
は
『
放
翁
先
生
詩
鈔
』（
享

和
元
年
刊
）、『
石
湖
先
生
詩
鈔
』（
文
化
元
年
刊
）、『
楊
誠
斎
詩
鈔
』（
文
化
五
年
刊
）、

『
宋
三
大
家
絶
句
』（
享
和
三
年
刊
）、『
三
家
妙
絶
』（
文
化
四
年
刊
）、『
宋
三
大
家
律
詩
』

（
文
化
八
年
刊
）、『
広
三
大
家
絶
句
』（
文
化
九
年
刊
）、『
宋
三
大
家
絶
句
箋
解
』（
文

化
九
年
刊
）
の
八
つ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
宋
詩
選
集
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
淡
窓
が
「
詩
ノ
妙
ハ
絶
句
ニ
ア
リ
ト

称
シ
、
古
今
ノ
詩
集
ヲ
抄
録
ス
ル
ニ
モ
、
七
絶
ノ
ミ
ヲ
取
リ
テ
世
ニ
行
フ
。
但
相
手
ノ

江
湖
詩
社
と
柏
木
如
亭

藤
　
冨
　
史
　
花
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多
ク
シ
テ
、
其
書
ノ
行
ハ
レ
易
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
冀
フ
ナ
リ
。
識
趣
鄙
陋
ナ
リ
ト
謂
フ
ベ

シ
」（『
淡
窓
詩
話
』
明
治
十
五
年
刊
）
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
付
さ
れ
た

序
跋
を
見
る
と
、
格
調
派
の
遺
風
を
一
掃
し
よ
う
と
す
る
狙
い
や
、
格
調
派
を
象
徴
す

る
『
唐
詩
選
』
に
代
わ
り
、
性
霊
派
の
詩
論
を
代
表
さ
せ
る
よ
う
な
宋
詩
の
選
集
を
世

に
出
そ
う
と
す
る
意
図
が
窺
え
た
。
ま
た
、
宋
詩
選
集
は
詩
を
学
ぶ
人
々
に
と
っ
て
入

門
書
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。『
宋
三
大
家
絶
句
』
に
続
き
、
南
宋
三
大
家

の
七
絶
三
百
首
を
収
め
る
同
一
の
形
式
の
選
集
が
『
三
家
妙
絶
』、『
広
三
大
家
絶
句
』

と
繰
り
返
し
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
『
宋
三
大
家
絶
句
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た

た
め
、
そ
の
二
匹
目
、
三
匹
目
の
泥
鰌
を
狙
わ
ん
と
す
る
商
売
心
も
少
な
か
ら
ず
手

伝
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
広
瀬
淡
窓
が
指
摘
す
る
「
識
趣
鄙
陋
」
な
側
面
が
あ
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
一
連
の
出
版
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み

ら
れ
な
か
っ
た
宋
詩
が
簡
便
な
形
で
人
々
に
供
さ
れ
、
広
く
読
ま
れ
た
こ
と
の
意
義
は

評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
宋
詩
選
集
に
採
録
さ
れ
た
南
宋
三
大
家
の
詩
と
、
南
宋
三
大
家
の
和
刻
本
に

収
録
さ
れ
て
い
る
詩
と
を
対
照
す
る
と
、
す
で
に
南
宋
三
大
家
の
和
刻
本
に
採
録
さ
れ

て
い
る
詩
は
、
基
本
的
に
宋
詩
選
集
に
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、
両
者
の
間
に
重
複
が
な
い

よ
う
に
注
意
を
払
っ
て
宋
詩
選
集
に
採
録
す
る
詩
を
選
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

南
宋
三
大
家
の
和
刻
本
と
、
宋
詩
選
集
は
読
者
に
併
読
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て

お
り
、
採
録
す
る
詩
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
重
複
が
な
い
よ
う
に
配
慮
し
、
南
宋
三
大

家
の
詩
を
一
首
で
も
多
く
読
者
に
示
そ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
図
や

編
集
方
針
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
一
連
の
宋
詩
選
集
刊
行
の
中
心
に
い
た
江
湖
詩
社
の
人
物
た
ち
が
、

宋
詩
選
集
中
の
詩
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
、
自
身
の
実
作
に
反
映
し
て
い
た
か

を
示
す
例
と
し
て
、
菊
池
五
山
の
詩
文
を
挙
げ
た
。
五
山
は
『
宋
三
大
家
絶
句
』
に
採

録
さ
れ
て
い
る
陸
游
の
「
冬
夜
雨
を
聴
き
戯
れ
に
作
る
二
首
」
其
の
二
の
句
を
、
自
身

の
詩
や
江
湖
詩
社
の
社
友
の
詩
集
（『
淡
斎
百
絶
』
文
化
六
年
刊
）
に
寄
せ
た
序
文
に

お
い
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
例
か
ら
、
五
山
を
は
じ
め
と
す
る
江
湖
詩
社
の
社
友
た
ち

が
、
宋
詩
選
集
に
収
め
る
詩
に
平
生
親
し
ん
で
お
り
自
家
薬
籠
中
の
物
と
し
て
い
た
こ

と
を
確
認
し
た
。

第
三
章
　
江
湖
詩
社
社
友
の
交
流

　
　
　
　
│
菊
池
五
山
・
宮
澤
雲
山
・
柏
木
如
亭
を
中
心
に
│

　

菊
池
五
山
・
宮
澤
雲
山
・
柏
木
如
亭
の
三
人
を
中
心
に
、
江
湖
詩
社
の
社
友
た
ち
の

交
流
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
た
。

　

ま
ず
菊
池
五
山
と
宮
澤
雲
山
の
交
流
で
あ
る
が
、
雲
山
は
「
江
湖
社
裡
の
小
無
絃

（
無
絃
は
五
山
の
字
）」
と
自
称
す
る
ほ
ど
に
五
山
に
傾
倒
し
て
お
り
、
二
人
の
交
流
の

様
は
し
ば
し
ば
『
五
山
堂
詩
話
』
に
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
細
庵
百
絶
』（
文
化
七
年
刊
）
に
収
め
る
「
秋
暁
」
と
題
す
る
次
の
詩
と
、

欲
償
課
詩
前
夜
債　
　
　

課
詩 

前
夜
の
債
を
償
は
ん
と
欲
し

起
來
尋
句
暁
霜
中　
　
　

起
来 

句
を
尋
ぬ 

暁
霜
の
中

梅
花
未
綻
菊
先
老　
　
　

梅
花
未
だ
綻
び
ざ
る
に 

菊
先
づ
老
ゆ

此
際
吟
人
窮
更
窮　
　
　

此
の
際 

吟
人
の
窮 

更
に
窮
ま
る

『
五
山
堂
詩
話
』
巻
六
（
文
化
九
年
刊
）
に
あ
る
次
の
記
事
を
引
い
て
、

　

詩
は
情
の
由
つ
て
発
す
る
所
、
苟
も
興
ず
る
所
無
け
れ
ば
則
ち
一
月
作
ら
ざ
る

も
可
な
り
。
境
致
一
た
び
到
れ
ば
則
ち
一
日
に
幾
篇
を
累
ぬ
る
も
亦
た
多
き
と
為

さ
ず
。
若
し
必
ず
詩
を
以
て
課
と
為
さ
ば
則
ち
性
霊
を
夭よ
う

閼あ
つ

し
、
才
情
を
桎
梏
す
。

粗
率
牽
強
の
病
も
亦
た
随
つ
て
生
ず
。
一
の
冬
烘
先
生
有
り
。
日
に
七
律
一
首
を

課
す
。
除
夕
客
至
る
。
先
生
方
に
盛
ん
に
燭
を
張
り
端
座
し
て
詩
を
思
ふ
。
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客 

其
の
故
を
問
ふ
。
先
生
曰
く
、
今
年
の
詩
什
、
課
数
に
足
ら
ず
。
今
夕
償
還

し
て
以
て
勾
帳
せ
ん
と
要
す
る
の
み
。
吁あ
あ

愚
も
亦
た
甚
し
。

一
日
に
詠
む
べ
き
詩
の
数
を
割
り
当
て
て
お
り
、
そ
の
結
果
詩
が
出
来
ず
に
苦
し
む
人

物
の
滑
稽
な
姿
を
描
い
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
五

山
と
雲
山
は
こ
の
よ
う
な
人
物
へ
の
批
判
的
視
線
を
共
有
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

続
い
て
、
雲
山
の
「
秋
暁
」
詩
の
結
句
が
踏
ま
え
る
北
宋
、
欧
陽
脩
の
「
愈
い
よ
窮

す
れ
ば
則
ち
愈
い
よ
工
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
詩
の
能
く
人
を
窮
せ
し
む
る
に
非
ず
。
殆

ん
ど
窮
す
る
者
に
し
て
後
に
工
な
る
な
り
」（「
梅
聖
兪
詩
集
序
」）
と
い
う
言
を
、
他

の
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
も
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
こ
と
を
例
を
挙
げ
て
示
し
た
。
江

湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
が
「
愈
い
よ
窮
す
れ
ば
則
ち
愈
い
よ
工
な
り
」
と
い
う
欧
陽
脩
の

言
を
詩
文
に
し
ば
し
ば
用
い
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
こ
で
例
と
し
て
挙
げ
た
江
湖
詩

社
の
詩
人
た
ち
に
、
落
魄
し
て
地
方
を
流
浪
し
て
い
た
期
間
を
有
す
る
と
い
う
共
通
点

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
窮
」
の
経
験
を
有
す
る
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
、

欧
陽
脩
の
「
愈
い
よ
窮
す
れ
ば
則
ち
愈
い
よ
工
な
り
」
と
い
う
言
辞
は
、
単
に
古
人
の

名
言
と
い
う
域
を
超
え
て
、
自
身
の
「
窮
」
の
経
験
と
一
体
と
な
っ
て
深
く
内
面
化
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
雲
山
と
如
亭
の
交
流
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
二
人
の
直
接
の
交
流
を
示
す

資
料
は
今
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
が
、
雲
山
が
髪
を
下
ろ
し
た
際
に
詠
ん
だ

次
の
七
絶
が
あ
る
。

無
用
衰
翁
是
散
樗　
　
　

無
用
の
衰
翁 

是
れ
散
樗

薙
除
頭
髪
野
僧
如　
　
　

頭
髪
を
薙そ

り
除
き
て
野
僧
の
如
し

鬅
鬙
且
免
梳
霜
累　
　
　

鬅ほ
う

鬙そ
う 

且し
ば
らく
免
る 

霜
を
梳
る
の
累
わ
づ
ら
ひを

遮
莫
人
呼
作
禿
驢　
　
　

遮
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ莫 

人
の
呼
び
て
禿
驢
と
作な

す
に

 

（「
薙
髪
」
写
本
『
雲
山
居
詩
抄
』）

　

そ
し
て
、
雲
山
の
詩
は
如
亭
が
剃
髪
し
た
と
き
に
そ
の
感
慨
を
詠
じ
た
次
の
よ
う
な

詩
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

頭
髪
除
來
恰
歳
除　
　
　

頭
髪 

除
き
来
つ
て
恰
も
歳
除
く

明
朝
且
喜
不
須
梳　
　
　

明
朝
且し
ば
らく
喜
ぶ 

梳く
し
け
ずる
こ
と
を
須も
ち

ゐ
ざ
る
を

腰
間
欠
久
新
磨
剣　
　
　

腰
間 

欠
く
こ
と
久
し 

新
磨
の
剣

簏
底
焚
空
舊
妓
書　
　
　

簏
底 

焚
き
空
し
う
す 

旧
妓
の
書

守
歳
燈
寒
遊
子
様　
　
　

歳
を
守
る
燈
は
寒
し 

遊
子
の
様

迎
春
羹
冷
野
僧
如　
　
　

春
を
迎
へ
る
羹
は
冷
や
か
に
し
て 

野
僧
の
如
し

胸
前
俠
気
初
銷
盡　
　
　

胸
前
の
侠
気 

初
め
て
銷
し
尽
く

從
客
罵
來
呼
禿
驢　
　
　

従ま
か

す 

客
の
罵
り
来
つ
て
禿
驢
と
呼
ぶ
に

 

（「
壬
戌
除
夕
、
髪
を
下
し
て
戯
れ
に
題
す
」『
如
亭
山
人
藁
初
集
』）

　

ま
た
、
雲
山
は
剃
髪
し
た
翌
年
に
京
都
に
遊
歴
し
、
如
亭
の
墓
の
苔
を
掃
っ
て
お
り
、

そ
の
際
に
は
「
如
亭
翁
墓
」（『
三
雲
集
』）
と
い
う
七
絶
を
詠
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
江
湖
詩
社
の
先
輩
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
身
と
同
じ
く
烟

花
の
癖
を
有
し
、
ま
た
遊
歴
を
事
と
し
四
方
に
漂
泊
し
て
旅
の
中
で
死
ん
で
い
っ
た
流

浪
の
詩
人
如
亭
の
姿
を
、
雲
山
は
自
身
に
近
し
い
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
分
自
身

の
姿
と
重
ね
な
が
ら
折
に
触
れ
て
思
い
返
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
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