
「歌
」
及
び

「歌
」
と

の
別
れ

の
件

C)

 

1

中

野

重

治

書

付

け

村

上

隆

彦

一
、

「
歌

」

詩

「歌
」
を
書
き
、

ま
た
、

そ
れ
を
発
表
す
る

(雑
誌

「驢
馬
し

一
九
二
六
年
九

月
)
こ
と
を
通
じ
て
、

中
野
重
治
の
な
か
に
あ
り

つ
づ
け
た
何
か
が
意
志
的
に
断

ち
切
ろ
う
と
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
断
ち
切
ら
れ
た
か
に
見
え
た
。
断
ち
切
ろ
う

と
し
た
も
の
、
断
ち
切
ら
れ
た
か
に
み
え
た
も
の
は
、
し
か
し
、
そ
の
時
本
当
に

断
ち
切
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
本
来
断
ち
切
ら
れ
る
べ
き
性
質

の

も
の
で
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
。
断
ち
切
ろ
う
と
意
志
し
た
当

の
意
志
そ
の
も

の
の

中
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
意
志

を
培
い
支
え
た
思
考

の
基
盤
に
錯
雑
と
し
た

も

の
が
あ
り
、
そ
の
た
め
そ
の
時
断

ち
切
ろ
う
と
し
た
当

の
も
の
は
本
質
的
に
は

断
ち
切
ら
れ
ず
、
断
ち
切
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
要
素
1

そ
れ
を
断
ち
切

っ
て

は
、
断
ち
切
ろ
う
と
意
志
し
た
当
の
も
の
の
断
ち
切
り
を
か
え

っ
て
不
可
能
に
し

て
し
ま
う
よ
う
な
要
素
が
、
そ
こ
で
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

お
前
は
歌
う
な

「歌
」
及
び

「
歌
」
と
の
別
れ
の
件
O

お
前
は
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
を
歌
う
な

風

の
さ
さ
や
き
や
女

の
髪

の
毛

の
匂
い
を
歌
う
な

す
べ
て
の
ひ
よ
わ
な
も

の

す
べ
て
の
う
そ
う
そ
と
し
た
も
の

は
じ

す
べ
て
の
物
憂
げ
な
も
の
を
撥
き
去
れ

す
べ
て
の
風
情
を
擯
斥
せ
よ

も

っ
ぱ
ら
正
直
の
と
こ
ろ
を

腹
の
足
し
に
な
る
と
こ
ろ
を

胸
先
を
突
き
上
げ

て
来
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
歌
え

た
た
か
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
弾
ね
か
え
る
歌
を

恥
辱
の
底
か
ら
勇
気
を
く
み
来
る
歌
を

そ
れ
ら

の
歌

々
を

咽
喉
を
ふ
く
ら
ま
し
て
厳
し
い
韻
律
に
歌
い
上
げ
よ

そ
れ
ら

の
歌

々
を

行
く
行
く
人

々
の
胸
廓
に
た
た
き
こ
め

(「
歌
」
)

一
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こ
こ
で
中
野
が
断
ち
切
ろ
う
と
し
た
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
す

べ
て
の

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」

「う
そ
う
そ
と
し
た
も

の
」

「
物
憂
げ
な
も
の
」

「
風
情
」

な
ど
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を

集
約
的

に
代
弁
す
る
も
の
と

し
て
の

「
赤
ま
ま
の
花

や
と
ん
ぼ
の
羽
根
」

「
風
の
さ
さ
や
き
や
女
の
髪

の
毛

の
匂
い
」
な
ど
で
あ
る
。

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」

「
う
そ
う
そ
と
し
た
も
の
」

「物
憂
げ
な
も

の
」

コ
風
情
」

な
ど
は
、
そ
れ
が
、
例
え
ば
、
白
秋

の
短
歌
四
首
を
引

い
て
中
野
が

「白
秋
は
、

ど
う
し
て
も
、

物
を
そ
の
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
が

で
き
な
い
。

彼
は
そ
れ
に

堪
え
な
い
。

彼
に
は
、

気
分
、

風
情
、

け
は
い
が
先
立

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

(略
)
雰
囲
気
を
ぬ
け
て
の
実
質

へ
の
近
づ
き
が
な
い
。」

(『斎
藤
茂
吉
ノ
ー
ト
』

ー

「
ノ
ー
ト
八
茂
吉

の

『
白
秋

の
歌

一
首
』
」
)

と
指

摘

し

て

い

る
よ

う

な

性

質

の
も

の
、

あ
る
い
は
、

「
『桐

の
花
』

『
思
ひ
出
』

『
邪
宗
門
』
の
一
列
は

弛
緩
し
た

神
経
を
弛
緩
と
懈
怠
と
に
お
け
る
あ

る
新
し
い
仕
方
で
刺
戟
し
た
の
で
あ
る
。
問

題
は
神
経
末
稍
に
か
か
り
、
か
え

っ
て
中
枢
に
お
け
る
安
閑
状
態
を
示
し
て
い
た
。

そ
し
て
そ
れ
だ
け
に
風
態
は
意
識
し

て
整
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
神
経

の
末
稍
を
刺

戟
し
た
が
中
枢
を

犯
す
こ
と
が
な
か

っ
た
。」

(同
上
)
と
云
う
よ
う
な

性
質

の

も

の
で
あ
る
限
り

(
し
か
し
、
む
ろ
ん
、
白
秋
に
つ
い
て
の
中
野
の
指
摘
が
妥
当
な
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
の
詮
議
は
別
の
問
題
で
あ
る
)、

本
質
的
に
詩
と
は
無
縁
の
も
の
で

あ
り
、

い
か
な
る
場
合
で
も
詩
か
ら

「
擯
斥
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の

も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
詩
が

一
般
に

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」

「
う
そ

う
そ
と
し
た
も

の
」

「物
憂
げ
な
も

の
」
を
素
材
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
た
だ
、

い
ず
れ

の
も

の
を
素
材
に
す
る
に
し
ろ
、
ポ

ェ
ジ
ィ
の
質

そ
の
屯
の
が
右
の
よ
う
な
も

の
で
あ

る
限
り
、
優
れ
た
詩
と
な
る
こ
と
は
で
き
な

二

い
し
、

「風
情
」
は
つ
い
に
詩
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
明
治
の
和
歌
は
視

覚
的
な
子
規
を
通
し
て
革
新

の
方
向
に
移
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
人
間
を
中
心
と

す
る
、
し
ば
し
ば
粗
野
な
写
生
が
真
剣
に
追
求
さ
れ
た
。
微
に
入
り
細
を
う
が

っ

て
、
粗
野
な
も
の
か
ら
は
お
よ
そ
遠
か

っ
た
節
さ
え
も
、
そ
の
方
向
根
底
は
強
剛

な

対

象

へ
の

肉

迫

に

置

い

て

い
た

。
」

(
同
上

「
ノ
ー
ト
九

.
短
歌
写

生

の
説
」
)
-

詩
は
、
そ
の

「
方
向
根
底
」
に
そ
う
し
た

「
強
剛
な
対
象

へ
の
肉
迫
」
を

「置

い

て
」

い
な
、け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

中
野
が

「
擯
斥
」
す
べ
き
も
の
と
し
た

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」

「う
そ
う
そ
と
し

た
も

の
」

「
物
憂
げ
な
も
の
」

「
風
情
」
等
は
、
こ
こ
に
云
う

「
気
分
、
風
情
、

け
は
い
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
と
し
て
の

「
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん

ぼ

の
羽
根
」

「
風
の
さ
さ
や
き
や
女

の
髪
の
毛
の
匂
い
」
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な

く
、
し
た
が

っ
て
こ
れ
ら
に
対
蹠
す
る
も

の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る

「
も

っ
ぱ
ら

正
直
の
と
こ
ろ
」
以
下
の
も
の
は
、

「物
を
そ
の
も

の
と
し
て
示
す
」
と
云
う
そ

の

「
物
…
…
そ
の
も
の
」
の
謂
で
あ
る
に

ち
が

い
な
く
、

そ
し
て
そ
れ
を

歌
う

に
際
し
て
は
、

「
そ
の
方
向
根
底
」
に

「強
剛
な
対
象

へ
の
肉
迫
」
を

「
置

い
て

い
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す

る
限
り
に
お
い
て
、
詩

「
歌
」
に
歌
わ
れ
て
い
る
事
柄
は
論
理
と
し
て
、
あ
る
い

は
詩
論
と
し
て
明
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
同
じ
年

一
九
二

六
年

の
雑
誌

「驢
馬
」
六
月
号
、
及
び
翌

一
九
二
七
年
の
同
誌

一
月
号
に
連
載
さ

れ
た
評
論

「詩
に
関
す
る
断
片
」
の
中
の
次
の
言
葉
に
見
合
う
も
の
で
あ
る
。

…

…

こ

れ

は

(「
ブ

ハ
ー

リ

ン

と

プ

レ
オ
ブ

ラ
ジ

ェ
ソ

ス

キ

ー

と

の

手

に
よ

っ
て

編

ま
れ
た

『共
産
主
義
入
門
』
の
献
辞
」
を
指
す
ー

筆
者
)
確
か
に

一
篇
の
抒
情



詩

で
あ
る
。

一
篇

の
抒
情
詩
で
あ
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
最
も
純
粋
な
抒
情
詩
～

し
た
が

っ
て
最
も
よ
き
抒
情
詩

で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、

一
人
の
女
に
た
い

す
る

一
人
の
男

の
情
念
が
、
そ

の
性
質
上
い
ち
じ
る
し
く
個
人
主
義
的
で
あ

た
い
は
い

じ

き

り
独
善
主
義
的
で
あ
り
、
時
に
は
頽
廃
的
で
あ
り
自
棄
的
で
さ
え
あ
り
う
る

に
反
し
て
、

こ
こ
に
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
感
情
は
、
集
団
的
で
あ
り
光
明
的
で
あ

り
、
所
属
す
る
集
団
の
透
徹
せ
る
理
論
と
強
大
な
力
と
に
た
い
す
る
こ
ま
や

か
な
愛
と
信
頼
と
の
思

い
を
さ
え
も
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
選
ば
れ

し
よ
う

た
こ
と
ご
と
く

の
言
葉
は
判
明

で
あ
る
と
同
時
に
明
晰
で
あ

っ
て
、
何
の
障

が

い碍
も
な
く
や
す
や
す
と
私
た
ち

の
頭

の
な
か
に
理
解
さ
れ
、
そ
の
感
覚
は
ま

ぎ
れ
も
な
い
も

の
で
あ
り
、
そ

の
感
情
は
直
ち
に
私
た
ち
の
心
臓
の
な
か

へ

と
沁
み
こ
ん
で
く
る
も

の
で
あ

る
。

私
は
い
わ
ば
幻
想
詩
派
と
も
称
す

べ
き
も

の
を
し
ぼ
し
ば
見
せ
ら
れ
て
い

お
う

じ

つ
ま

る
。
そ
れ
は
常
に
皇
子
で
あ
り
七
つ
の
お
城
で
あ
り
ギ
タ
ル
で
あ
り
足
の
爪

か
す

さ
き
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
お
ぼ
ろ
な
物

の
か
げ
で
あ
り
幽
か
な
物

の
に
お

い
で
あ
り
あ
え
か
な
物
の
色
あ
や
で
あ
る
。
そ
こ
に
支
配
す
る
も

の
は
思
い

あ
が

っ
た
夢
で
あ
る
。

私
は
ま
た
い
わ
ば
回
想
詩
派
と
も
称
す
べ
き
も
の
を
し
ば
し
ば
見
せ
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
常
に
嘆
き
で
あ
り
風
流
で
あ
り
東
洋
の
神
秘
で
あ
り
ラ
ン

プ
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は

「
過
去
に
た
い
す
る
不
断
の
な
が
し
眼
で
あ
る
」

(略
)

そ
し
て
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、
そ
れ
自
体
に
は
全
然
無
産
階
級
的

で
な

い
。

「歌
」
及
び

「歌
」
と
の
別
れ
の
件
0

そ
し
て
私
た
ち
は
こ
こ
に
い
う
幻
想
詩
派
を
捨
て
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

い
う
回
想
詩
派
を
捨
て
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
ま
た
、
小
説

「
歌
の
わ
か
れ
」

の
終
結
部

の
次
の
表
現
が
そ
れ
に
見

合
う
も
の
と
し
て
思
い
お
こ
さ
れ
て
く
る
。

彼
は
袖
を
振
る
よ
う
に
し
て
う

つ
む

い
て
急
ぎ
な
が
ら
、
何
と
な
く
こ
れ

で
短
歌
と
も
お
別
れ
だ
と
い
う
気
が
し
て
来
て
な
ら
な
か

っ
た
。
短
歌
と
の

お
別
れ
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
際
彼
に
は
短
歌
的
な
も

の
と
の
別
れ
と
い
う

こ
と
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
は
彼
に
も
わ
か
ら
な
か

っ
た
。

と
に
か
く
彼
に
は
、
短
歌
の
世
界
と
い
う
も

の
が
、
も
は
や
あ
る
距
離
を
お

い
た
も
の
に
感
じ
ら
れ
出
し
て
い
た
。

(略
)
彼
は
兇
暴
な
も
の
に
立
ち
む

か

っ
て
行
き
た
い
と
思
い
は
じ
め
て
い
た
。

最
後
に
引
用
し
た

「
歌
の
わ
か
れ
」

の
中
で
云
わ
れ
て
い
る

「
短
歌
」
あ
る
い

は

「
短
歌
的
な
も
の
」
を
、
そ
の
ま
ま

「
ひ
よ
わ
な
も

の
」

「
う
そ
う
そ
と
し
た

も
の
」
等
に
結
び

つ
け
、
ま
た
、

「
兇
暴
な
も

の
に
立
ち
む
か

っ
て
行
き
た
い
」

と
い
う

「
思
い
」
を
、
た
だ
ち
に

「
も

っ
ぱ
ら
正
直
の
と
こ
ろ
を
…
…
胸
先
を
突

き
上
げ
て
来
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
歌
」
う
と
い
う
行
為
に
引
き
う

つ
し
て
考

え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
評
論
や
小
説
が
、
詩

「
歌
」

の

書
か
れ
た
時
期
に
ほ
ぼ
重
な

っ
て
書
か
れ
た
か
、
ほ
ぼ
重
な
る
時
代
の
生
活
を
作

品
化
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
詩

「
歌
」
で
中
野
が
歌

っ
た
意

味
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
言
わ
れ
て
い
る
事
柄
は
、

三
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こ

こ

に
言

わ

れ

て

い
る

限

り

に

お

い

て
論

理

的

に

明

解

で
あ

り

、

中

野

に

よ

っ
て

割

り
切

ら

れ

て

い
る

。

け

れ

ど
も

論

理

上

明

解

に

割

り

切

ら

れ

て

い
る
、

む

し

ろ

事
・柄

が

断

定

的

に
裁

断

さ
れ

明

解

な

も

の
と

し

て
処

理

さ

れ

て

い
る

と

い
う

ま

さ

に

そ

の
点

に

か

か
わ

っ
て
問

題

が

生

じ

て
く

る

。

つ
ま

り

こ
う

い
う

こ

と

で
あ

る
。

白

秋

批

判

に
お

け

る
中

野

の
言

葉

に
即

し

て
言

え

ば

、

白

秋

に

あ

っ
て
は

「
気

分

、

風
情

、

け

は

い
が

先

立

つ
」

も

の
と

し

て
あ

っ
た

と

し

て
、

し

か

し

そ

れ

は

、

「
物

を

そ

の
も

の
と

し

て
示

す

こ

と
が

で
き

な

い
…

…

そ

れ

に
堪

え

な

い
」

こ
と

に

よ

っ
て
生

じ
き

た

っ
た

の
で
あ

り

、

「
物

」

「
そ

の
も

の
」

に

、

つ
ま

り

歌

う

対

象

、

素

材
、

「
実

質

」

に
そ

も

そ

も

の
原

因

が

あ

っ
た

わ

け

で
は

な

い
と

言

う

こ
と
が

で
き

る

だ

ろ
う

。

「
神

経

末

稍

」

を

通

し

て

の
対

象

へ
の
対

し

方

、

「
か

え

っ
て
中

枢

に
お

け

る
安

閑

状

態

」
、

そ

う

し

た

「
状

態

」

に

自

分

を

置

い
た

た

め

に

「
実

質

へ
の
近

づ
き

」

を

失

い
、

「
そ

し

て
そ

れ

だ

け

に

風

態

は

意

識

し

て

整

え
ら

れ

た
」

結

果

、

「
物

」

「
そ

の
も

の
」

は

、

本

来

的

な

「
そ

の
も

の
」

の

姿

に

お

い
て

と
ら

え

ら

れ

ず

ま
た

歌

わ

れ

な

か

っ
た

。

こ

の

こ
と
が

「
赤

ま
ま

の
花

や

と
ん

ぼ

の
羽

根

」

等

と

、

「
ひ
よ

わ

な

も

の
」

「
う

そ
う

そ

と

し
た

も

の
」

等

と

の
関

係

に
お

い

て
も

同

様

に

み

ら

れ

る

の

で
は

な

か

ろ
う

か
。

「
ひ
よ

わ

な

も

の
」

「
う

そ

う

そ

と

し

た

も

の
」

「
物

憂

げ

な

も

の
」

コ
風
情

」

は
、

「
物

」

「
そ

の
も

の
」

の

「
実

質

」

と

し

て
本

源

的

に

あ

る

の
で

は
な

く

、

「
物

」

「
そ

の
も

の
」

の

「
実

質

」

に

対

す

る

詩

人

の
対

し
方

、

つ
ま

り
、

「
そ

の
方

向

根

底

を

強

剛

な

対

象

へ
の
肉

迫

に

置

い

て

い
」

な

い

こ
と

に
基

づ

い
て
生

じ

て
き

た

い
わ

ば

「
気

分

、

風

情

、

け

は

い
」

と

し

て

の
そ

れ

で

あ

る

と
言

う

こ

と
が

で
き

よ

う

。

言

い
換

え

れ

ば

、

中

野

が

こ

の
詩

に

お

い

て

四

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」

「う
そ
う
そ
と
し
た
も
の
」

「
物
憂
げ
な
も
の
」

「
風
情
」

と
し
た
も

の
の
実
体
が
、
彼
自
身
に
よ

っ
て
明
瞭
に
弁
別
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
、

し
た
が

っ
て

「も

っ
ぱ
ら
正
直

の
と
こ
ろ
」
以
下
の
も

の
の
実
体
、

「
実
質
」
に

つ
い
て
も
充
分
な
検
証
が
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ら
相
互
の
関
連
、

即
ち
、

「
ひ
よ
わ
な
も

の
」
そ

の
他
は
、

「も

っ
ぱ
ら
正
直
の
と
こ
ろ
」
の
も
の

「
胸
先
を
突
き
上
げ
て
く
る
ぎ
り
ぎ
り

の
と
こ
ろ
」
の
も
の
と
し
て
詩
に
歌
い
得

な
い
性
質

の
も

の
か
ど
う
か
と
い

っ
た
よ
う
な
問
題
、
更
に
は

「
赤
ま
ま
の
花
」

等
は

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」
等

の
象
徴
的
存
在
物
と
し
て

「
擯
斥
」
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
性
質
の
も

の
な

の
か
ど
う
か
と
い

っ
た
問
題
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
中
野

に
よ

っ
て
明
瞭
に
弁
別
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
弁
別
さ
れ
ぬ
ま

ま
に

「赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
」
等
は
、
た
だ
ち
に

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」

等

の
象
徴
な
い
し
代
弁
物
と
し
て
同
質
視
さ
れ
、
後
者
を
拒
否
す
る
作
者
の
意
志

に
基
づ
い
て
、
前
者

の

「実
質
」
に
つ
い
て
の
追
尋
そ
の
も
の
も
禁
止
さ
れ
る
こ

と
に
な

っ
た
。

「赤
ま
ま
の
花
」
等
を

「物
」

「
そ
の
も
の
と
し
て
」
充
分
に
明

ら
め
ず
、
そ
れ
ら
の

「実
質

へ
の
近
づ
き
」
も

「
強
剛
な
対
象

へ
の
肉
迫
」
も
放

棄
さ
れ
た
。

「赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ
の
羽
根
」
等
が
、
従
来
人
々
の

「神
経
末

稍
」
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ

っ
た
と
し
て
、
し
か
し
そ
う

で
あ
る
な
ら

ば
な
お
さ
ら
、
そ
れ
ら
を

「神
経
末
稍
」
か
ら
ゆ
す
ぎ
出
し
、

「
中
枢
」
に
お
い

て
と
ら
え
な
お
し
、

「
対
象
」
に
む
か

っ
て

「
強
剛
」
に

「肉
迫
」
し
て
い
く
べ

き
で
あ

っ
た
。

く
ど
く
言
え
ば
、

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」

「
う
そ
う
そ
と
し
た
も
の
」
等

の
打
破

は
、
そ
れ
ら
の
象
徴
と
し
て
の

「赤
ま
ま
の
花
」
そ
の
他
を
単
に

「
撥
き
去
」
り
、

「擯
斥
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
な
し
得
な
い
。

「
撥
き
去
」
り
、

「擯
斥
」
す



る
の
で
は
な
く
、
か
え

っ
て
そ
の
も

の
の
中

へ
降
り
て
行
き
、
そ

の

「
実
質
」
に

「
近
づ
き
」
、

「
実
質
」
そ

の
も

の
を

き
わ
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
な
し

得
る
に
ち
が
い
な

い
。
詩

「歌
」
に
お
け
る
中
野
は
、

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」
等
を

「神
経
末
稍
」
に
お

い
て
と
ら
え
、

「
か
え

っ
て
中
枢
に
お
け
る
安
閑
状
態
を
示

し
て
い
た
」
と
も
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
た
め

「赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
」
等
は
現
象

の
姿
に
お
い
て
し
か
と
ら
え

ら

れ

な

か

っ
た
。

「物
」

の

「実
質
」

の
複
雑
さ
、
物
と
物
、
物
と
人
と
の
問
の
輻
輳
し
た
内
的
関
係
を
切
り

捨
て
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
明
確
さ
、
単
純
さ
、
雄
々
し
さ
、
い
さ
ぎ
よ
さ
は
、
見

か
け
の
姿
ほ
ど
に
は
そ

の
内
実
は
明
解
で
も
単
純
で
も
な
い
。

し
た
が

っ
て
、

「
ひ
よ
わ
な
も
の
」
等
に
対
置
し
て
歌
わ
れ
て
い
る

「も

っ
ぱ

ら
正
直
の
と
こ
ろ
」
以
下
の
も
の
の
内
実
も
当
然
あ
い
ま
い
な
も
の
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
れ
ら
は

「
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
」
等

の
破
却
、
否
定

の

上
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
者

の
実
質
が
明
ら
め
ら
れ
て
い
な
い
為
に

漠
然
と
し
た
概
念
内
容
し
か
呈
示
さ
れ
て
い
な

い
。
そ

の
概
念
内
容
に
し
て
も
読

者

の
判
断
や
想
像
に
依
拠
し
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、
こ
の
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
る

詩
句
の
自
律
し
た
力
に
よ

っ
て
そ
の
具
体
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
詩

句

の
自
律
し
た
力
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

詩

の

「思
想
」
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
出
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
私
が

言
い
た
い
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

二
、
三
の
人
び
と
は
、
芸
術

の
機
能
と
し
て
感
情

の
組
織

の
ほ
か
に
さ
ら

に

「
思
想

の
組
織
」
を
も
加
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め

に
彼
ら
の
し
ば
し
ぼ
持
ち
だ
す
も

の
は
主
と
し
て
文
学
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

文
学
が
人
間

の
思
想
を
組
織
す
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

「歌
」
及
び

「歌
」
と
の
別
れ
の
件
O

文
学
の
持

つ
、
し
た
が

っ
て

一
般
に
芸
術
の
持

つ
機
能

の
副
次
的
な
現
わ
れ

で
あ
り
、
そ
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
感
情

の
組
織
過
程
の
な
か
に
抽
象
的
に

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
根
本
的
に
は
感
情

の
組
織

の
な
か
に
溶
け
こ
ま

さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

芸
術
の
規
定

の
な
か
に

「思

想

の
組

織
」
を
入
り
こ
ま
せ
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
(「芸
術
に
っ
い
て
」)

…
…
抒
清
詩
に
比
べ
て
い

っ
そ
う
客
観
的
な
散
文
小
説
に
お
い
て
さ
え
、
あ

る
人
が

「わ
れ
わ
れ
は
現
実
主
義
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
い
う

場

合
、

そ
れ
は
、
こ
の
現
実
主
義
が
そ
れ
だ
け
と
し
て
小
説
の
書
き
方
に
演
繹
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
演
繹
で
き
な
い
。
仮
り
に
演
繹
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
そ
れ
は
言
葉
で
あ

っ
て
、
所
詮
実
地
に
役

立

た

ぬ

も

の

で

あ

る
。
(
『
斎

藤

茂

吉

ノ
ー

ト
』

ー

「
ノ
ー

ト

九

短

歌
写

生

の
,,,,
J
)

そ
れ
ら
は

一
首
々
々
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
作
と
し
て
も
、
ま
た
そ

れ
を
総
体
と
し
て
含
む
歌
集
と
し
て
見
て
も
、
読
む
も

の
に
混
沌
を
暗
示
す

る
ほ
ど
に
は

コ
ス
モ
ス
を
与
え
な

い
。
作
品
と
し
て
与
え
ら
れ
る
限
り
、
そ

の
限
り
に
お
い
て
の
コ
ス
モ
ス
は
与
え
ら
れ
る
と
い
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
よ
り
多
く
混
沌
と
し
て
の
背
景
を
想
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
茂
吉
が

「
あ

あ
ら
た
ま

ら
た
ま
編
輯
手
記
」
に
引
い
た
鴎
外
の
言
葉
、

「
次
第
に

璞

か
ら
玉
が
出

来
る
や
う
に
、
記
憶
の
中
で
浄
め
ら
れ
て
.
周
囲
か
ら
浮
き
上
が

っ
て
、
光

の
強
い
力
の
大
き
い
も
の
に
な

っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
具
合
に
は
行

っ
て
い
ぬ

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
左
千
夫
の
い
っ
た

「思
想

の
為
に
言
葉
が
追

ひ
廻
さ
れ
て
ま
ご

つ
い
て
ゐ
る
趣
」
で
は
な

い
。

「言
語

の
為
に
思
想
が
緊

五



人

文

学

論

集

縛
さ
れ
て
居
る
L
の
で
は
な
い
が
、
い
わ
ば
言
葉
と
想
念
と
の
肉
感
的

・
声

調
的
統

一
を
作
者
が
途
中
で
断
念
し
て
い
る
よ
う
な

具
合
で
あ
る
。

(同
上

「
ノ
ー
ト
十
三

疑
問
的
疑
問

=

ご
)

つ
ま
り
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
中
野
自
身

の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、

「
芸

術
の
持

つ
機
能
の
副
次
的
な
現
わ
れ
」
と
し
て
、

「感
情

の
組
織

の
な
か
に
溶
け

こ
ま
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
、
ま
た
、
表
現
さ
れ
た
詩
句
の

「
周
囲
か
ら
浮
き
上

が

っ
て
、

光

の
強

い
力

の
大

き

い
も

の
に

な

っ
て
ゐ

る
」

も

の
と

し

て
ー

「
い

わ
ぼ
言
葉
と

想
念
と
の
肉
感
的

・
声
調
的
統

一
」
を
持

つ
も

の
と
し
て
概
念
内

容

・
思
想
が

(即
ち

「も
っ
ぱ
ら
正
直

の
と
こ
ろ
」
等
の
内
実
が
)
作
品
の
中
に
具
象

的
に
表
現
さ
れ
て
い
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は

「
読
む
も
の
に
混
沌
を
暗
示
す
る
ほ
ど

に
は
コ
ス
モ
ス
を
与
え
な
い
」
も
の
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば

「
も

っ
ぱ
ら
正
直
の
と
こ
ろ
」
以
下
の
あ
れ
ら
の

も

の
に

「言
葉
と
想
念
と
の
肉
感
的

・
声
調
的
統

一
」
が
与
え
ら
れ
て
い
た
な
ら

ば
、

「す

べ
て
の
ひ
よ
わ
な
も

の
」
等
も
、
し
た
が

っ
て

「
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん

ぼ

の
羽
根
」
等
も
、
詩
句
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
、

「
周
囲
か
ら
浮
き

上
が

っ
て
、
光

の
強

い
力

の
大
き
い
も

の
に
な

っ
て
ゐ
」
た
に
ち
が
い
な
い
と
言

え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
に
、

「問
題

の
と
ら
え
方
、
文

句
の
解
釈
が
、
解
釈
者
の
情
念
に
直
ち
に

つ
な
が
」
る

(『
わ
が
生
涯
と
文
学
』)
と

い
う
こ
と
が
稀
薄
に
な
り
、
こ
の
作
品
に
示
さ
れ
た
中
野
の
決
意

(い
わ
ば
詩
論
)

は
ポ

ェ
ジ
イ
を
置
き
ざ
り
に
し
て
観
念
と
し
て
単
独
に
高
揚
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
詩

「歌
」
は
、
当
時

の
中
野

の
詩
論

(詩
法
)
を
詩
の
形
式
を
借
り
て
開
陳

し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
よ
う

に
思
う
。

亠
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お
前
は
歌
う
な
。
お
前
は
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ
の
羽
根
を
歌
う
な
。
す
べ

て
の
ひ
よ
わ
な
も
の
、
す
べ
て
の
う
そ
う
そ
と
し
た
も
の
、
す
べ
て
の
物
憂

げ
な
も
の
を
撥
き
去
れ
。
す

べ
て
の
風
情
を
擯
斥
せ
よ
。
も

っ
ぱ
ら
正
直
の

と
こ
ろ
を
、
腹
の
足
し
に
な
る
と
こ
ろ
を
、
胸
先
き
を
突
き
上
げ
て
来
る
ぎ

り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
歌

へ
。
…
…

仮
り
に
こ
の
よ
う
に
書
き
く
だ
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
浮
き
上
が

っ
て

く
る
も
の
は
、
ポ

ェ
ジ
イ
で
あ
る
よ
り
は
詩
論
と
し
て
の
内
実
で
あ
り
、
新
し
く

書
か
れ
る
べ
き
詩
の
内
容
規
定
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
詩
論

(詩
法
)
は
、
「
い
わ
ば
幻
想
詩
派
と
も
称
す
べ
き
も
の
」
、
「
い

わ
ば
回
想
詩
派
と
も
称
す
べ
き
も
の
」、
「
い
わ
ば
叫
喚
詩
派
あ
る
い
は
騒
音
詩
派

と
も
称
す
べ
き
も
の
」
を

「
し
ば
し
ば
見
せ
ら
れ
て
」
い
た

(「詩
に
関
す
る
断
片
」
)

当
時

の
詩
壇

の
状
況
の
中
で
は
、
ま
た
、

「塵
労
鈔
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
短
歌

作
品
、
小
品

(と
り
わ
け

「
口
笛
の
話
」
「
ひ
と
り
言
」
「泊
り
」
な
ど
)、

あ

る

い

は

『
中
野
重
治
詩
集
』
収
録

の
初
期
詩
篇

(「浦
島
太
郎
」

「爪
は
ま
だ
あ
る
か
」
「眼
の

な
か
に
」
「
わ
か
れ
」

「私
は
月
を
な
が
め
」

「今
日
も
」

「夜
の
挨
拶
」
な
ど
)
の
世
界

の
中
に
住
ん
で
い
た
当
時
の
中
野
自
身
の
状
況
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
言
い
出
さ

れ
る
べ
き
必
然
性
が
あ

っ
た
。

つ
ま
り
こ
の
作
品
を
受
容
す
る
に
際
し
て
は
こ
れ

が
書
か
れ
る
に
至

っ
た

背
景
、
中
野
の
云
う

「
詞
書
」
(『茂
吉
ノ
ー
ト
』)
が
顧
慮

さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
考
え
る
時
、

単
独
に
高
揚
し
て
い
っ
た
中
野

の
詩
論

(詩
法
)
は
そ
れ
と
し
て
の
明
解
さ
、
雄

々

し
さ
、
純
粋
さ
、
新
鮮
さ
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
も
そ
こ
に
み
ら
れ

る

論

理

は



「
論
理
の
論
理
で
は
な
く

心
理
の
論
理
」
(亀
井
勝

一
郎

「中
野
重
治
」)
と
で
も
言

う

べ
き
性
質

の
も

の
で
あ

っ
た
。
言

い
換
え
れ
ぼ
、

「解
釈
者

の
情
念
」
に
訴
え

ヘ

へ

も

も

か
け
る
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、

「解
釈
者
」

の
感
情
な
い
し
情
緒
に

「
直
ち
に

つ

な
が
」
る
よ
う
な
性
質

の
も

の
で
あ

っ
た
。
人
は
か
え

っ
て
そ
の
点
に
感
動
し
た

の
で
あ
る
。

私

の
若
い
頃
の
友
人
だ

っ
た
、

一
詩
人
が
、
彼
自
身
も

っ
と
若
く
て
、
屯

っ
と
元
気
の
よ
か

っ
た
と
き
、

お
前
は
歌
ふ
な

お
前
は
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ
の
羽
根
を
歌
ふ
な

と
高
ら
か
に
歌

っ
た
。
そ
の
頃
、
私
は
そ
の

「
歌
」
と
題
せ
ら
れ
た
詩

の
冒

頭
の
二
行
に
妙
に
心
を
ひ
か
れ

て
ゐ
た
。
そ
れ
は
、
非
常
に
逞
ま
し
い
意
志

を
も
ち
、
し
か
も
そ
の
意
志
の
蔭
に
人

一
倍
に
繊
細
な
神
経
を
ひ
そ
め
て
ゐ

た
、
そ
の
独
自
の
詩
人
が
自
分

自
身
に
も
向

っ
て
の
彼

の

「
胸
先
き
を
突
き

上
げ
て
来
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
」
を
歌

っ
た
の
に
ち
が
い
な
か

っ
た
。
そ

の
勇
敢
な
人
生
の
闘
士
は
、
さ
ふ
い
ふ
路
傍
に
生
え
て
、
と
も
す
れ
ば
人
を

幼
年
時
代
の
幸
福
な
追
憶
に
誘
ひ
が
ち
な
、
そ
れ
ら
の
可
憐
な
小
さ
な
花
を

敢
え
て
踏
み
に
じ

っ
て
、
ま

つ
し
ぐ
ら
に
彼

の
め
ざ
す
厳
し
い
人
生
に
向

つ

て
歩

い
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
た
。

そ
の
素
朴
な
詩
句
は
、
し
か
し
な
が
ら
私

の
裡
に
、
云
ひ
し
れ
ず
複
雑
な

感
動
を
よ
び
起
し
た
。
私
は
そ

の
僅
か
な
二
行
の
裡
に
も
そ
の
詩
人
の
不
幸

な
宿
命
を
い
つ
か
見
出
し
て
ゐ
た
。
(堀
辰
雄

『幼
年
時
代
』)

「
歌
」

及
び

「
歌
」

と

の
別
れ

の
件
0

つ
ま
り
堀
辰
雄
は
、
こ
の
作
品
の
中
に
中
野
の

「
非
常
に
逞
ま
し
い
意
志
」
や

「自
分
自
身
に
も
向

つ
て
の
」
仮
借
な
き
態
度
、

「
ま

つ
し
ぐ
ら
に
彼

の
め
ざ
す

厳
し
い
人
生
に
向

つ
て
歩
い
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
」
る
ス
ト
イ

ヅ
ク
な
意
欲
、
そ

し
て
そ
の
た
め
に

「
と
も
す
れ
ば
人
を
幼
年
時
代
の
幸
福
な
追
憶
に
誘
ひ
が
ち
な
、

そ
れ
ら
の
可
憐
な
小
さ
な
花
を
敢
え
て
踏
み
に
じ
」
ろ
う
と
し
て
い
る
決
意
、
そ

し
て
そ
れ
に

伴
う

「
不
幸
な

宿
命
」
を
そ
こ
に

読
み
と
り
、

そ
し
て
そ
れ
ら
に

「
心
を
ひ
か
れ
」
、

「
云
ひ
し
れ
ず

複
雑
な

感
動
を
よ
び
起
」
こ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
は

つ
ま
り
、
作
品
が
湛
え
て
い
る
ポ

ェ
ジ
イ
に
感
動
し
て
い
る
と
い
う
よ

り
は
、
作
品
を
通
し
て
表
明
さ
れ
た
作
者

の
詩
論

(詩
法
)
に
、
そ
し
て
そ
の
底
に

う
か
が
わ
れ
る
意
志
や
決
意

の
明
解
さ
、
雄

々
し
さ
、
純
粋
さ
、
新
鮮
さ
に
感
動

し
て
い
る
の
だ
と
言

っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
窪
川
鶴
次
郎
が
ふ
れ

て

い
る
よ
う
な
事
情
も
潜
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

特
に
中
野
に
は
、

一
種
の

「
ロ
マ
ソ
チ
ッ
ク
」
な
、
同
化
作
用
的
な
感
染

力
が
不
思
議
に
あ

っ
た
、
た
と
え
ぼ

そ
の
煙
草
や
は
お
寺
の
と
な
り
に
あ
る

美
し
い
神
さ
ん
が
居
て

煙
草

の
差
し
出
し
方
が
大
そ
う
よ
い

と
い
う
ふ
う
に
中
野
に
話
し
か
け
ら
れ
る
と
、
誰
で
も
す

っ
か
り
そ
の
気
に

な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
中
野
が
自
分
の
関
係
し
て
い
る
領
域

で
っ
出
来

七



人

文

学

論

集

事
や
人
物
に
つ
い
て
、
ま
た
自
分
の
立
場
か
ら
見
た
社
会
や
政
治
に

つ
い
て

万
事
こ
う
い
う
調
子
で
語
る
と
き
、
私
た
ち
は
い
つ
の
ま
に
か
理
く

つ
な
し

に
彼

の
な
か
に
同
化
さ
れ
て

一
体
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
(「
『驢
馬
』

の
仲
間
た
ち
」)

こ
う
し
た
種
類

の
感
動
を
読
み
手

に
も
た
ら
す
こ
と
そ
の
こ
と
自
体
が
即
ち
そ

の
作
品
の
力
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
ま
ち
が
い
は
な

い
が
、
し
か
し
こ
の
種
の
感
動
は
、

そ
の
作
品
の
作
品
と
し
て
の
自
律
し
た
力
に

基
づ
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
は
性
質
を
ち
が
え
て
い
る
。
こ
の
種

の
感
動
が

成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
読
み
手
の
側

の
創
造
行
為
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ

に
言
う
創
造
行
為
は
、
作
品
は
読
者

の
再
創
造
行
為
に
よ

っ
て
完
成
す
る
と

一
般

に
言
わ
れ
る
そ
う
し
た
意
味
の
も
の
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。

一
般
に
言
わ
れ
る

再
創
造
行
為
は
、
あ
く
ま
で
も

「
再
」
創
造
行
為
で
あ

っ
て
、
読
者
に
よ

っ
て
営

ま
れ
る
そ
の
行
為
は
、
原
作
品
の
世
界
お
よ
び
表
現
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
、
本
質

的
に
そ
の
枠
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
原
作
品
の
世
界
に

忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
方
向
で
行
わ
れ
る
。
拡
大
で
あ
る
よ
り
は
限
定
で
あ
り
、

演
繹
的
で
あ
る
よ
り
も
帰
納
的
で
あ

る
と
い
う
性
格
を
持

つ
。

革
手
袋
を
裏
返
す
や
う
にむ

つ
る
り
と
皮
膚
を
ひ
ん
剥
か
れ

て
、

血
管
が
の
た
う
ち

神
経
が
裸
に
な

つ
た
掌
。
(金
子
光
晴

「赤
身
の
詩
」
第

一
連
)

八

こ
の
作
品
に
例
を
と

っ
て
言
え
ぼ
、
第

一
行
の

「革
手
袋
を
裏
返
す
や
う
に
」

を
い
う
詩
句
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
作
者
に
よ

っ
て
創
造

さ
れ
た
こ
の
詩
句
の
世
界
を
本
質
的
に
越
え
る
こ
と
は
な
い
。

「革
手
袋
」
と
い

う
言
葉
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
の
具
体
は
、
そ
の
大
き
さ
、
色

あ
い
、
感
触
そ
の
他
に
わ
た

っ
て
多
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
作
者
に
よ

っ
て
定
着

さ
れ
た
原
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の

「
革
手
袋
」
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
く
、
し
か

も
そ
の

「
革
手
袋
」
は
す
ぐ
下
の

「
裏
返
す
や
う
に
」
と
い
う
比
喩
表
現
の
働
き

を
受
け
て

一
層
限
定
さ
れ
具
体
化
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
定
着
し
た
こ
の

一
行
は
、

む

第
二
行

の

「
つ
る
り
と
皮
膚
を
ひ
ん
剥
か
れ
て
」
と
い
う
詩
句
の
イ
メ
ー
ジ
を
規

制
し
限
定
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
同
時
に
こ
の
第
二
行
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ

っ
て
第

一
行
の
イ
メ
ー
ジ
な

い
し
ポ

エ
ジ
ー
自
体
が
逆
に
規
制
さ
れ
、
よ
り
具
体
性
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
読
み
手

の
脳
裏
に
よ
み
が
え

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
、
語
と
語
、
行
と
行
、
連
と
連
と
の
問

の
有
機
的
な
相
互
作
用
を
重
ね
な
が
ら
、

作
品
の
ポ

エ
ジ
イ
は
鮮
明
に
形
象
化
さ
れ
て
い
く
。
し
た
が

っ
て
、
読
む
と
い
う

行
為
の
進
捗
に

つ
れ
て
読
み
手
の
内
部
で
営
ま
れ
る
再
創
造
行
為
は
、
そ
れ
が
開

始
さ
れ
た
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
、
原
イ
メ
ー
ジ
に
む
か

っ
て
凝
縮
し
、
凝
固
し

て
い
く
方
向
を
と
る
。
再
創
造
行
為
が
、
読
み
手
の
想
像
力
の
働
き
に
基
づ
い
て

一
見
拡
散
の
方
向
に
む
か
う
か
に
見
え
る
場
合
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
本
質
的
に

は
凝
縮
作
用
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
あ
た
か
も
拡
散

で
あ
る
か
の
よ
う
に

見
え
る
作
用
そ
れ
自
体
が
、
実
は
、
原
イ
メ
ー
ジ
に
む
か

っ
て
凝
縮
し
、
凝
固
す

る
方
向
を
基
底
に
持

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
拡
充
作
用

と
言

っ
た
方
が
適
当
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

こ
れ
を
原
作
品
の
側
か
ら
言
え
ば
、
読
者

の
想
像
に
基
づ
く
ほ
し
い
ま
ま
な
る
、



任
意

の
、

無
際
限
な
解
釈
を
許
さ
な

い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
『併

し
私
ら
は
恣
に
そ
れ
を
想
像
す
る
こ
と
も
亦
可
能

で
あ
る
。』
(斎
藤
茂
吉

『柿
本
人

麿
総
論
篇
』
中
の
言
葉
ー

筆
者
)
と
い
う
時
、

こ
の

『恣
に
』
が
制
限
を
伴

っ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
磨

の
発
育
史
そ
の
も

の
は
そ
の
記
述
を
持

っ
て

い
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
を
想
像
し
う

る
た
め
の
条
件
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
こ
そ

『
恣
に
』
と

い
う

こ
と
も
可
能
な

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
他

の
条
件
な
し
に
は

『
恣
に
』
そ
の
も

の
が
不
可
能
な

の
で
あ
り
、

『恣
に
』
は
そ

の
制
限
に
お
い
て
か
え

っ
て

『恣
に
』
な

の
で
あ
る
。
」

(中
野
重
治

『斎
藤
茂
吉
ノ

ー
ト
』
ー

「
ノ
ー
ト
四
・
二
つ
の
青
春
」
)
と

い
う

事

惰

が

、

今

の
場

合

に
も

そ

の
ま

ま
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
引
用
し
た
金
子
光
晴

の
詩
が
読
み
手
の
内
部
に
も
た

ら
す
イ
メ
ー
ジ
は
多
様
で
あ
ろ
う
け
れ

ど
も
、
そ

の

「多
様
」
は

「
条
件
な
し
」

の
多
様
で
は
な
い
。

原
作
品
の
具
象
的
な
表
現
に

「基
づ
い
て
」
、

「
そ
の
制
限

に
お
い
て
か
え

っ
て
」
多
様
な

の
で
あ

り
、
こ
の
作
品
が
読
み
手
に
与
え
る
感
動

の
源
泉
は
、

こ
と
ご
と
く
こ
の
作
品

の
具
体
的
な
表
現
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
詩

「
歌
」
が
も
た
ら
す
感
動
は
こ
れ
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品

の
場
合
、
感
動
が
成
立
す
る
た
め
の
諸
要
因

即
ち
感
動
の
源
泉
は
、
そ
の
こ
と
ご
と
く
が
こ
の
作
品
そ
の
も
の
の
中
に
あ
り
そ

れ
に
基
づ
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い

っ
た
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
読
み
手

の
側
が
原
作

品
の
表
現
を
手
が
か
り
に
し
て
、
現
前
す
る

原
作
品
に
は
な
い
も

の
ま
で
も
想
像

し
、
付
加
し
、
忖
度
し
、
そ
う
し
た
い
わ
ぼ

「恣
」
な
る

一
種
の
創
造
行
為
に
基
づ

い
て
作
品
が
理
解
さ
れ
享
受
さ
れ
る
、
と

い

っ
た
趣
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の

「
恣
に
」
は
、
原
作

品

の
表
現
の

「
制
限
に
お
い
て
か
え

っ
て

『
恣
に
』
な
の
で
」
は
な
く
、
む
し
ろ

「歌
」
及
び

「歌
」
と
の
別
れ
の
件
e

「制
限
」
を
踏
み
越
え
る
こ
と
に
よ

っ
て

「
恣
に
」
な
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
に

つ
い
て
は
読
み
手
の
側
に
だ
け
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
の
表
現
自

体
が
む
し
ろ
そ
れ
を
求
め
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
個
々
の
詩
句
は
お
お
よ
そ

の
概

念
は
規
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
詩
句
の
展
開
に

つ
れ
て
原
イ
メ
ー
ジ
、
原
ポ

エ

ジ
イ
に
む
か

っ
て
凝
縮
作
用
が
促
進
さ
れ
て
い
く
、
と
い
っ
た
性
質

の
も

の
と
し

て
は
定
着
さ
れ
て
い
な
い
。
詩
句
そ
の
も

の
に
イ
メ
1
ジ
上

の
あ
る
い
は
ポ
エ
ジ

イ
上
の

「
制
限
」
が
な
く
、
あ

っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
稀
薄
で
あ
り
、
む
し
ろ
無

限
定
な
も
の
と
し
て
あ
り
、
極
言
す
れ
ば
、
個

々
の
詩
句
が
表
現
し
よ
う
と
す
る

内
実
の
具
体
は
、
当
初
か
ら
読
み
手
の
側

の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
読
み
手
の
判
断
を
期
待
す
る
ー

言

い
換
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
表
現
自
体

が
、
そ
の
表
現

の
制
限
を
越
え
る
と
こ
ろ
の
判
断
を
読
者
に
む
か

っ
て
期
待
し
、

そ
れ
を
前
提
に
し
て
成
り
立
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
、

こ
の
作
品
に
関
す
る
読
み
手

の
側

の
理
解
、
判
断
も
多
様
に
な
る
。

つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
に
な
る
の
だ
が
、
そ

の

「
さ
ま
ざ
ま
」
は
、
個

々
の
詩
句
の
理
解
、
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
生
ず
る

「
さ
ま
ざ
ま
」
で
は
な
い
。
作
品

の
本
質
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
、
解
釈
を
可
能
に
す
る
、
そ
う

い
う
性
格

の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
作
品
の
理
解
を
め
ぐ

っ
て
、
全

く
対
立
す
る

(正
反
対
の
)
二
つ
の
考
え
方
さ
え
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
る
。

中
野
は
か
つ
て
書

い
た
。

お
前
は
歌
ふ
な

九
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お
前
は
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
を
歌
ふ
な

こ
の
一
行
が
ふ
し
ぎ
に
僕
ら

の
心
を
と
ら

へ
る
の
は
、
こ
の
中
で
彼
が
赤

ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
を
歌
ふ
こ
と
を
し
な
か
つ
た
か
ら
で
は
な
く
、

む
し
ろ
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
を
彼
ら
し
く
歌

つ
て
ゐ
る
か
ら
で
は

な
い
か
。
(堀
辰
雄

「中
野
重
治
」
)

…
…
こ
の
詩
は
表
面
は

「赤
ま
ま
の
花
を
歌
う
な
」

「
と
ん
ぼ
の
羽
根
を
歌

う
な
」
と
い
う
風
に
、
自
然

の
諸
形
態

の
美
を
讃
え
る
こ
と
の
拒
否
で
あ

っ

て
、
そ
れ
と
対
立
的
に

「も

っ
ぱ
ら
正
直
な
と
こ
ろ
を
」

「
腹

の
足
し
に
な

る
と
こ
ろ
」
を
歌
う
こ
と
の
必
要
が

云
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し

私
た
ち
は

こ
の
詩
を
読
ん
で
、

こ
れ
を
自
然
を
歌
う
こ
と
の
拒
否
と
受
け
と
る
だ
ろ
う

か
。」
(小
野
十
三
郎

『中
野
重
治
詩
集
』)

堀
も
小
野
も
共
に
、

「
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
を
歌
う
」
こ
と
の
拒
否

の
拒
否
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
理
解

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、
寺
田
透
は
、

「
も

っ
ぱ
ら
正
直
の
と
こ
ろ
を
」
以
下
の
詩
句
を
引
き
な

が
ら
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

こ
の
序
に
あ
た
る
部
分
で
、
歌

つ
て
は
な
ら
ぬ
と
み
つ
か
ら
考

へ
る
も

の

を
、
か
う
い
ふ
も

の
は
歌

つ
て
は
な
ら
ぬ
と
言
ふ
こ
と
で
歌
つ
た
で
は
な

い

か
、
と
い
ふ
反
論
な
ど
、
も
と
も
と
形
式
主
義
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
つ
た

の
だ
が
…
…
(寺
田
透

「中
野
重
治
の
詩
と
詩
思
想
」)

ま
た
北
川
透
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

一
〇

た
し
か
に
そ
こ
に
女
の
髪

の
毛
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
が
措
定
さ
れ
た
上
で
否

マ
マ

定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

《
そ
れ
ら
を
か
つ
て
歌
わ
れ
な
か

っ
た
仕
方
で

歌

っ
て
い
る
》
と
い
う
理
屈
も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

対
象
を
定
立
し
な
い
で
は
、
い
か
な
る
も
の
も
否
定
し
え
な
い
の
だ
か
ら
、

こ
の
理
屈
を
通
せ
ば
、
す
べ
て
の
否
定
形
は
否
定
を
通
し
て
肯
定
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
(北
川
透

『中
野
重
治
』)

寺
田
も
北
川
も
引
用
し
た
文
章
の
前
後
で
は
、
中
野
詩
に
対
す
る
柔
軟
な
理
解

を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
、
堀
説
、
小
野
説
に
対
立
す
る
も
の
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
寺
田
、
北
川
両
氏
の
意
見
は
、
小
山
書

房
版

『中
野
重
治
詩
集
』

「
あ
と
が
き
」
中
の
中
野
の
発
言
に
か
か
わ
り
を
持

っ

て
い
る
。

「あ
と
が
き
し

の
中
で
中
野
は
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
意

見
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
否
定
的
な
見
解
に
対
し
て
抗
弁
す
る
か
の
よ
う
に
し
て

書

い
て
い
る
。

…

…

ト

ロ

ツ
キ

ス
ト

の
非

難

に
た

い
し

て
は

、

こ

こ

で
は

つ
ぎ

の

こ
と

を

い

っ
て
お

く

に

と

ど

め

る
。

そ

れ

は
、

彼

ら

の
あ

る

も

の
が

、

私

の

「
歌

」

と

い
う

作

を
、

そ

こ
で
私

が

女

の
髪

の
毛

や

と

ん

ぼ

の
羽

根

を

う

た

う

こ
と

を

不

法

に
禁

止

し

た

と

い

っ
て
騒

い
で

い
る
が

、

そ

れ

は
彼

ら

が

目

く

ら

で
あ

っ
て
、
私

が

そ

こ

で
そ

れ

ら

を

か

つ
て
歌

わ

な

か

っ
た

仕

方

で
う

た

っ
て

い



る
の
を
見
ぬ
せ
い
だ
と
い
う
こ
と
に
彼
ら
自
身
気
が

つ
か
ぬ
こ
と
を
暴
露
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
歌

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
彼
ら
自
身
が

そ
れ
を
う
た
う
こ
と
の
禁
止
と
し
て
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

「女

の
髪

の
毛
や
と
ん
ぼ
の
羽
根
を

う
た
う

こ
と
を

不
法
に
禁
止
し
た
と
」

(「不
法
に
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
)
感
じ
る
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も

「
ト
ロ

ツ
キ
ス
ト
の
…
…
あ
る
も

の
」
た
ち

に
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。

作
品

そ
の
も

の
が

そ
う
い
う
見
方
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
見
方
を
す
る
者
は

「
目
く
ら
で
あ
」
る
と
は
云
え
な
い
の
で
あ

っ
て
、
窪
川
鶴
次
郎
の
云
う
、
中
野

が
持

っ
て
い
た

コ

種

の

『
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
』
な
同
化
作
用
的
な
感
染
力
L
に
染

ま
ら
ぬ
眼
で
、
成
心
な
く
こ
の
作
品
を
読
む
な
ら
ば
、

「
う
た
う
こ
と
を
…
…
禁

止
し
た
と
」
受
け
と
る
方
が
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

中
野

の
抗
弁
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
は
、
表
現
さ
れ
た
詩
句
の
具
体
に
即

し
て
み
る
限
り
、

「そ
こ
で
そ
れ
ら
を
か

つ
て
歌
わ
な
か

っ
た
仕
方
で
う
た

っ
て

い
る
」
も

の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ

る
。
中
野
の
主
観
の
範
囲
で
は
そ
う
云
え
る

と
し
て
も
、
客
観
的
に
は
通
用
し
な

い
。
そ
う
し
た

「
反
論
な
ど
、
も
と
も
と
形

式
主
義
的
な
も

の
に
す
ぎ
な
」
い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

詩
と
し
て

「
そ
れ
ら
を
か

つ
て
歌
わ
な
か

っ
た
仕
方

で
う
た
」
う
と
は
、

「
そ

れ
ら
を
か

つ
て
歌
わ
」
れ
た
も
の
と
は
異
質

の
発
想
、
見
方
を
も

っ
て
と
ら
え
、

異
質
の
イ
メ
ー
ジ
を
も

っ
て
形
象
し
、

以
て

「
か

つ
て
」

の
も

の
と
は
異
な
る
ま

っ
た
く
新
し
い
ポ

エ
ジ
イ
を
作
品
そ

の
も
の
の
中
に
具
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

完
成
さ
れ
た
作
晶
が
お
の
ず
か
ら
備
え
持

つ
屯

の
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
作
品
の
中

に
湛
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
ポ

エ
ジ
イ
は
作
者

の
主
観
あ
る
い
は

「歌
」
及
び

「歌
」
と
の
別
れ
の
件
e

自
作
解
説
か
ら
も
自
律
し
た
存
在
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「中
野
は
か
ふ
い
ふ
歌
ひ
方
で
赤
ま
ん
ま
の
花
や
と
ん
ぼ
の
翅
、
風
の
曝
き
や
女

の
髪
の
匂
ひ
を
歌

つ
た
の
だ
と
い
ふ
見
方
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
し
か
に
こ
れ
ら

の
も
の
が
心
の
中
に
な
け
れ
ぼ
こ
の
や
う
な
歌
ひ
方
の
で
き
る
わ
け
は
な
く
、
従

つ
て
そ
の
見
方
は
け
つ
し
て
間
違

つ
て
は
ゐ
な
い
と
言
え
る
に
し
て
も
」
(寺
田
透

「中
野
重
治
の
詩
と
詩
思
想
」)、

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、

つ
ま
り

「
こ
れ
ら

の
も

の
が
心
の
中
に
」
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
自
律
し
た
詩
作
品
を
構
築
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、

「
こ
れ
ら
の
も
の
が
心
の
中
に
」
あ

っ
た

と
し
て
、
そ
の
在
り
方
の
問
題
、

「赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
」
等
に
関
す

る
、
当
時
の
中
野
の
認
識
の
仕
方
、
見
方

の
問
題

で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
ら

の

も

へ

も

も
の
が
心
の
中
に
は
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
あ

っ
た
こ
れ
ら

の
も

の
は
、

「
か

つ
て
歌
わ
な
か

っ
た
仕
方

で
」
歌
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
し
て
、
あ

る
い
は
新
し
い
歌
い
方
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
更
に
言
え
ぼ
、
新
し
い
歌

い
方
を
も

っ
て
し
て
し
か
歌
い
得
な

い
性
質

の
も

の
と
し
て
、
中
野

の
心
の
中
に

あ

っ
た
の
か
ど
う
か
。
歌
う

こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
そ
れ
ら
と
は
全
く
質
を
異
に
す

る

「
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
」
等

の
姿
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
美
が
、
中

野
に
よ

っ
て
新
し
く
発
見
さ
れ
、
そ
こ
で
そ
れ
ら
を

「彼
ら
し
く
歌
」

っ
た

(堀

辰
雄
)

の
だ

っ
た
の
か
ど
う
か
。

禁
止
さ
れ
た

「
か

つ
て
」

の
そ
れ
ら
と
、
そ
れ
ら

の
禁
止
を
必
然
と
し
た
新
し

い
姿
を
持

つ
も
の
と
し
て
の

「赤
ま
ん
ま
の
花
や

と
ぼ

の
羽
根
」
、

こ
の
両
者
の

間
の
性
格
上
の
相
違
を
、
当
時

の
中
野
は

「心

の
中
」
で
ど
の
程
度
明
晰
に
弁
別

し
て
い
た
の
だ

っ
た
ろ
う
か
。

「お
前
は
歌
う
な
」

「
…
…
を
歌
う
な
」
と
い

っ

二
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て
そ
れ
ら
を
禁
じ
、
し
か
し
こ
こ
で
禁

じ
た
の
は
か
な
ら
ず
し
も

「
う
た
う
こ
と

を
不
法
に
禁
じ
た
」
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ

「そ
こ
で
そ
れ
ら
を
か

つ
て
歌
わ
な

か

っ
た
仕
方
で
う
た

っ
て
い
る
」

の
だ
と
主
張
す
る
以
上
、
両
者
の
弁
別
は
作
品

の
上
で
も
明
確
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ

の
弁
別
は
し
か
し
、
当

時

の
中
野
の

「
心
の
中
」
で
、
歌
う

こ
と
の
禁
止
に
お
も
む
い
た
彼
の
決
意
ほ
ど

に
は
明
確
に
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
前
は
歌
う
な

お
前
は
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
を
歌
う
な

風

の
さ
さ
や
き
や
女
の
髪
の
毛

の
匂
い
を
歌
う
な

こ
こ
で
こ
う
し
て
禁
じ
ら
れ
た

「
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
」

「風

の
さ

さ
や
き
や
女

の
髪
の
毛
の
匂
い
」
は
、
禁
じ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旧

来

の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
の
作
品
の
中
に
保

っ
て
い
る
。

「
そ
れ
ら
を
か
つ
て
歌
わ
な

か

っ
た
仕
方
で
う
た

っ
て
い
る
」
と

い
う
中
野
の
主
張
に
沿

っ
て
こ
の
作
品
を
考

え
る
と
し
て
も
、
そ

の
場
合
、

「
か

つ
て
歌
わ
な
か

っ
た
仕
方
」
で
歌

っ
た
と
さ

れ
る

「赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ
の
羽
根
」
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
、
こ
こ
で
歌

う

こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
当
の
も

の
、

つ
ま
り
、
従
来
そ
れ
ら
が
持

っ
て
い
た

イ
メ
ー
ジ
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
具
体
化
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
性
格

の
も
の
で
あ
る
点
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
旧
来
の
イ
メ
ー
ジ
に
依
拠
し

な
い
で
は
新
し
い
像
そ
の
も

の
が
生

ま
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
詳
し

く
言
え
ぼ
、

「
お
前
は
赤
ま
ま
の
花

や
と
ん
ぼ

の
羽
根
を
歌
う
な
」
と
歌
う
こ
と

に
よ

っ
て
、
旧
来

の
そ
れ
ら
を
否
定

し
、
そ

の
こ
と
を
通
じ
て

「赤
ま
ま
の
花
」

一
二

等
が

「
か
つ
て
歌
わ
な
か

っ
た
仕
方
で
」
新
し
く
歌
わ
れ
た
の
だ
と
し
て
も
、
新

し
い
装

い
の
も
と
に
歌
わ
れ
た
は
ず

の
そ
れ
ら

の
イ

メ
ー
ジ
の
中
に
、
禁
じ
ら
れ

否
定
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
残
像
と
し
て
揺
曳
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
歌
う
な
」
と
い
っ
て
禁
じ
た
あ
と
に
、
禁
じ
ら
れ
た
そ
れ
ら
に
代
る
ど
の
よ

う
な
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
、

こ
の
作
品
の
中
か
ら
浮
か
び
上

っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
禁
し
ら
れ
た
は
ず

の
旧
来

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
禁
止
と
い
う
行
為
を
通
し

て
か
え

っ
て
色
濃
く
よ
み
が
え
り
、
行
間
に
定
着
さ
れ
る
と
い

っ
た
奇
妙
な
結
果

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
禁
じ
ら

れ
た
当
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
の
助
け
を
借
り
ず
に
は
、
そ
れ
ら
を
禁
ず
る
と
い
う

行
為
そ
れ
自
体
が
成
り
た
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
禁
止
は
本
質

的
な
意
味
で
の
禁
止
と
は
な
り
得
ず
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、

「
か
つ
て
歌
わ
な
か

っ
た
仕
方
で
う
た

っ
て
い
る
」
と
云
う

こ
と
も

で
き
な

い
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が

「
か

つ
て
歌
わ
な
か

っ
た
仕
方

で
」
歌
わ
れ
て
い
る
と
理

解
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

「赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
」

等
が
、
す
べ
て
の

「
う
そ
う
そ
と
し
た
も
の
」

「物
憂
げ
な
も
の
」

「
風
情
」
等

の
象
徴
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
以
上
、

「
う
そ
う
そ
と
し
た
も
の
」
以

下
の
も

の
も
同
様
に
、

「
か
つ
て
歌
わ
な
か

っ
た
仕
方
で
う
た
わ
れ
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
こ
れ
ら
に
対
置
さ
れ
て
歌
わ
れ

て
い
る

「も

っ
ぱ
ら
正
直

の
と
こ
ろ
」

「腹
の
足
し
に
な
る
と
こ
ろ
」

「
胸
先
を

突
き
上
げ
て
来
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
」

の
屯
の
は
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
屯
の

と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ

の
羽
根
」

「女

の
髪

の
毛

の
匂
い
」
等
は
、
中
野
の

云
う
通
り
新
し
く
歌
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
新
し
く
歌
わ
れ
る
に
し
ろ
、



そ
れ
は

「
行
く
行
く
人
々
の
胸
廓
に
た
た
き
こ
」
ま
れ
る
よ
う
な
も

の
に
は
到
底

な
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
い

「
咽
喉
を
ふ
く
ら
ま
し
て
」
歌
わ
れ
、

「
恥
辱
の

底
か
ら
勇
気
を
く
み
来
る
歌
」
と
し
て
歌
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

の
際

そ

れ
は

「
た
た
き
こ
」
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
よ
り
は
、
も

っ
と
ひ
そ
や
か
に

「
人

々
の
胸

廓
に
」
沁
み
入
る
も

の
と
な
る
に
ち
が

い
な
い
。
詩
は
そ
う
い
う
毛
の
で
あ

っ
て

も

一
向
に
差
し
支
え
な

い
の
で
あ
る
。

(未
完
)

「
歌
」
及
び

「
歌
」
と

の
別
れ

の
件
0
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