
イ
ェ
イ
ツ
『
幻
想
録
』（
一
九
二
五
）
の
「
献
辞
」
に
つ
い
て

小
堀

隆
司

（
序
）

そ
れ
は
一
九
一
七
年
十
月
二
十
四
日
、
す
で
に
五
十
二
歳
に
達

し
て
い
た
イ
ェ
イ
ツ
が
当
時
三
十
一
歳
の
ジ
ョ
ー
ジ
ー
・
ハ
イ

ド

�リ
ー
ズ
と
結
婚
し
て
ほ
ど
な
く
の
こ
と
、
凡
そ
予
想
だ
に
も

し
な
い
事
態
が
起
こ
っ
た
。
巫
女
さ
な
が
ら
に
彼
女
が
霊
の
言
葉

を
伝
え
、
時
に
は
そ
の
言
葉
を
自
動
筆
記
す
る
に
及
ん
だ
の
で
あ

る
。
彼
女
を
介
し
て
発
せ
ら
れ
た
霊
の
言
葉
は
ま
た
イ
ェ
イ
ツ
が

書
き
留
め
た
り
も
し
た
が
、
そ
の
行
為
は
一
九
二
〇
年
ま
で
つ
づ

き
、
記
録
さ
れ
た
ノ
ー
ト
は
実
に
膨
大
な
量
と
な
っ
た
。
そ
う
し

て
そ
の
ノ
ー
ト
を
纏
め
あ
げ
、
つ
い
に
一
九
二
五
年
十
二
月
『
幻

想
録
』
と
い
う
宿
願
の
書
が
六
百
部
の
限
定
版
と
し
て
誕
生
す
る

に
至
っ
た
。
結
婚
し
て
一
週
間
た
ら
ず
の
う
ち
に
起
こ
っ
た
そ
の

出
来
事
は
ま
さ
に
イ
ェ
イ
ツ
に
と
っ
て
思
い
も
寄
ら
ぬ
大
事
件
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
慮
外
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
し
て
世
に
出

さ
れ
た
『
幻
想
録
』
は
、
さ
ら
に
十
二
年
余
り
の
歳
月
を
経
た
一

九
三
七
年
に
は
改
訂
さ
れ
版
を
改
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
二
十

年
も
の
永
き
に
亘
っ
て
様
々
に
思
索
を
重
ね
て
創
り
出
さ
れ
た
極

め
て
難
解
で
時
に
は
奇
異
な
、
し
か
し
重
要
な
作
品
と
し
て
そ
れ

は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

初
版
と
改
訂
版
が
存
在
す
る
こ
と
に
鑑
み
て
両
者
の
異
同
を
照

ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
本
論
に
限
っ
て
み
て
も
そ
の
異
同
が
幾

つ
か
見
受
け
ら
れ
る
の
は
当
然
な
が
ら
、
「
序
論
」
に
お
い
て
は
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完
全
に
入
換
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。
初
版
が
設
え
た
「
序
論
」
は

架
空
の
物
語
を
配
し
な
が
ら
本
書
成
立
の
経
緯
に
触
れ
て
い
る
が
、

執
筆
の
動
機
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
三
十
七
年

版
の
同
じ
く
物
語
形
式
を
採
っ
て
い
る
「
序
論
」
で
は
、
執
筆
の

動
機
に
関
し
て
は
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
詳
し
く
そ
の
説
明
が
施

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
経
緯
へ
の
言
及
は
見
当
た
ら
な
い （
２
）。

「
序
論
」
に
あ
っ
て
三
十
七
年
版
が
二
十
五
年
版
と
決
定
的
に
異

な
る
点
は
ど
こ
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
『
幻
想
録
』
執
筆
の
直
接

の
き
っ
か
け
を
妻
の
自
動
筆
記
に
負
っ
て
い
る
箇
所
に
あ
る
と
す

ぐ
さ
ま
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
二
十
五

年
版
で
は
そ
う
し
た
具
体
的
な
動
機
は
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
版
に
お
い
て
前
者
は
成
立
の
経
緯

を
語
り
、
後
者
は
執
筆
の
動
機
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
決
定

版
で
述
べ
ら
れ
た
そ
の
動
機
は
何
よ
り
も
具
体
的
で
現
実
味
を
帯

び
て
い
て
信
憑
性
が
高
い
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。
総
じ
て
『
幻
想

録
』
に
お
け
る
執
筆
の
動
機
が
俎
上
に
の
ぼ
る
と
き
、
何
に
も
ま

し
て
そ
れ
は
妻
ジ
ョ
ー
ジ
ー
の
自
動
筆
記
に
よ
る
と
さ
れ
る
の
が

大
方
の
見
解
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
具
体
性
を
帯
び
た

現
実
味
と
言
え
ば
、
二
十
五
年
版
の
み
「
序
論
」
の
前
に
附
さ
れ

た
「
献
辞
」
の
な
か
で
、
執
筆
の
き
っ
か
け
こ
そ
直
接
に
触
れ
て

は
い
な
い
も
の
の
、
『
幻
想
録
』
執
筆
へ
の
契
機
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
過
去
に
お
け
る
実
際
の
活
動
を
回
想
し
て
い
る
場
面
が
想
い

起
こ
さ
れ
る （
３
）。
そ
の
実
際
の
活
動
と
は
、
イ
ェ
イ
ツ
自
身
一
八
九

三
年
に
入
団
し
た
カ
バ
ラ
の
教
団
「
黄
金
の
夜
明
け （
４
）」
で
の
魔
術

や
心
霊
研
究
の
そ
れ
を
指
し
て
お
り
、
ま
た
回
想
す
る
そ
の
対
象

と
は
そ
う
し
た
活
動
を
と
も
に
し
て
い
た
当
時
の
親
し
か
っ
た
教

団
員
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
魔
術
や
心
霊
研
究
の
活

動
が
そ
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
何
気
な
く
語
る

イ
ェ
イ
ツ
は
、
ど
う
し
て
明
言
を
避
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
察
す

る
に
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
執
筆
の
動
機
を
ぼ
や
か
し
て
お
く
こ

と
で
、
そ
こ
に
秘
か
な
あ
る
狙
い
を
見
据
え
て
い
る
か
ら
な
の
だ

ろ
う
か
。

一
九
二
五
年
に
完
成
し
た
『
幻
想
録
』
が
実
際
に
出
版
さ
れ
た

の
は
翌
年
の
一
月
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
十
二
年
ほ
ど
経
て
そ
の

改
訂
版
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
か
ね
て
よ
り
初
版
に
対
し
て
誠
に
忸
怩
た
る
思
い
を
抱
い
て

い
た
の
で
改
訂
を
試
み
た
の
だ
と
語
る （
５
）三
十
七
年
版
は
、
そ
の
よ

う
に
告
白
す
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
当
然
そ
れ
相
当
の
深
化
が
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期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
果
た
し
て
版
を
改

め
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
初
版
の
発
展
型
と
見
な
し
て
然
る
べ

き
な
の
だ
ろ
う
か
。
改
訂
ま
で
の
年
月
を
考
慮
し
て
み
て
も
、
そ

う
捉
え
る
の
が
穏
当
な
見
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
し
か

し
必
ず
し
も
そ
う
し
た
見
方
が
絶
対
的
に
正
し
い
わ
け
で
は
あ
る

ま
い
。
そ
れ
相
当
の
深
化
を
認
め
こ
そ
す
れ
、
実
際
の
と
こ
ろ
両

者
に
は
そ
れ
固
有
の
特
色
が
備
わ
っ
て
い
て
そ
こ
に
醸
し
出
さ
れ

る
そ
れ
ぞ
れ
独
特
な
空
間
は
、
も
は
や
優
劣
を
測
る
次
元
か
ら
は

遠
く
離
れ
て
い
る
。
前
者
は
後
者
に
な
い
も
の
を
多
分
に
抱
え
て

も
い
る
し
、
ま
た
後
者
は
前
者
で
は
考
え
及
ば
な
か
っ
た
も
の
に

辿
り
着
い
て
も
い
よ
う
。
な
ら
ば
優
劣
の
問
題
は
不
問
に
附
し
、

敢
え
て
二
つ
の
『
幻
想
録
』
を
相
補
的
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
一
個

の
作
品
に
統
合
し
て
み
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
よ
り
広
範
な
空
間

の
展
開
さ
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

と
き
、
イ
ェ
イ
ツ
の
隠
さ
れ
た
真
に
重
要
な
意
図
が
垣
間
見
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
「
献
辞
」
を
読
み
始
め
る
と
、
そ
の
書
き
出
し
あ
た
り
で

イ
ェ
イ
ツ
は
、
四
十
年
ほ
ど
前
に
「
黄
金
の
夜
明
け
」
教
団
の
若

き
仲
間
た
ち
と
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
で
会
っ
て
は
神
秘
学
に
つ
い
て

論
じ
た
こ
と
が
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
朧
げ
に
述

懐
す
る
が
、
そ
の
仲
間
た
ち
も
多
く
が
他
界
し
た
り
疎
遠
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
い
ま
、
な
お
も
健
在
で
あ
る
人
物
モ
イ
ナ
（
マ
グ
レ

ガ
ー
・
メ
イ
ザ
ー
ズ
の
妻
）
に
こ
そ
こ
の
書
物
の
献
辞
を
捧
げ
た

い
と
語
っ
て
い
る （
６
）。
彼
女
の
培
っ
た
そ
の
学
識
、
そ
の
神
秘
的
な

才
能
、
仲
間
た
ち
か
ら
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
て
い
た
そ
の
人
柄
、
そ

う
し
た
こ
と
に
思
い
を
致
せ
ば
彼
女
へ
の
献
辞
は
当
然
な
さ
れ
る

べ
き
も
の
だ
と
イ
ェ
イ
ツ
は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
語
る
限
り
で

は
、
従
来
の
献
辞
の
ス
タ
イ
ル
と
変
わ
り
は
な
い
が
、
し
か
し
イ
ェ

イ
ツ
の
「
献
辞
」
は
そ
れ
よ
り
僅
か
数
行
前
の
ま
さ
に
冒
頭
か
ら

そ
の
書
き
方
に
奇
異
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
章
立
て
に
関
し
て
も

奇
異
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
四
章
か
ら
成
る
「
献
辞
」

は
な
ぜ
か
第
一
章
に
相
当
す
る
箇
所
に
は
「
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ギ
ア
に
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
第
一
章
で
あ
る
こ
と

を
示
す
番
号
が
振
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
段
落
が
全
く
設
け
ら

れ
て
い
な
い
。
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献
辞
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
モ
イ
ナ
を
は
じ
め
、
教
団
員
た
ち
へ

の
回
想
か
ら
始
ま
る
こ
の
「
献
辞
」
は
、
彼
女
に
敬
意
を
払
い
つ

つ
縷
々
述
べ
ら
れ
て
い
く
も
の
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ

が
、
実
際
に
は
そ
う
し
た
運
び
と
は
な
ら
な
い
。
イ
ェ
イ
ツ
の

「
献
辞
」
に
至
っ
て
は
、
他
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
実
に
独
特
な
形

を
採
っ
て
い
て
そ
れ
が
奇
異
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
当
人
に
捧

げ
る
言
葉
も
程
々
に
自
身
の
思
い
つ
く
が
ま
ま
に
話
が
拡
散
し
て

い
き
、
し
か
も
、
明
ら
か
に
話
の
流
れ
に
一
貫
性
を
欠
く
そ
の
語

り
に
は
前
言
を
覆
す
矛
盾
が
散
見
さ
れ
、
さ
ら
に
は
取
り
留
め
の

な
い
飛
躍
が
幾
度
と
な
く
起
こ
る
。
ま
る
で
文
脈
に
は
頓
着
も
し

な
い
か
の
よ
う
に
飛
躍
す
る
イ
ェ
イ
ツ
の
文
章
は
、
奇
異
で
あ
る

だ
け
で
な
く
文
意
を
辿
る
の
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
点
に

お
い
て
厳
し
く
難
じ
ら
れ
て
も
致
し
方
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
果
た
し
て
イ
ェ
イ
ツ
の
綴
る
「
献
辞
」
は
そ

の
よ
う
に
論
難
さ
れ
る
べ
き
文
章
を
本
当
に
構
成
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
イ
ェ
イ
ツ
の
文
章
は
そ
の
話
題
が
前
後
の

脈
絡
な
ぞ
考
慮
し
な
い
か
の
よ
う
に
突
如
と
し
て
変
わ
っ
て
し
ま

い
、
読
む
者
を
戸
惑
わ
せ
て
し
ま
う
の
は
否
め
ぬ
事
実
で
あ
る
。

何
の
脈
絡
も
な
く
度
々
変
わ
る
話
題
は
そ
の
都
度
そ
れ
ぞ
れ
に
表

層
的
な
状
況
を
呈
示
す
る
が
、
様
々
な
話
題
に
よ
っ
て
映
し
出
さ

れ
た
様
々
な
場
面
（
状
況
）
に
そ
の
関
連
性
の
な
さ
を
看
て
取
っ

て
読
み
手
は
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
関
連
性
の
な
い
様
々

な
場
面
は
全
体
と
し
て
一
貫
性
を
欠
い
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の

一
つ
一
つ
の
場
面
に
限
っ
て
み
れ
ば
理
解
し
難
い
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
。
そ
こ
で
視
点
を
ず
ら
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
そ
れ
ら
状

況
の
奥
深
く
に
は
そ
れ
ぞ
れ
表
層
的
な
話
題
と
は
異
な
る
（
あ
る

い
は
関
連
す
る
）
何
か
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
な
予
感
が
し
な
い
で

も
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
あ
る
一
貫
性
が
底
流
と
し
て
潜
ん

で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
取
り
留
め
の
な
い
飛
躍
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
あ
れ
こ
れ
と
話
題
を
巡
っ
て
思
索
し
て
い
く
道
行

き
に
は
思
索
の
一
貫
し
て
変
わ
ら
ぬ
流
れ
が
そ
の
奥
底
に
貫
か
れ

て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
ど
こ
が
一
貫
し
た
思
索
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
ひ
た
す
ら
に
〈
あ
る
一
点
〉
を
見
据
え
て
思
索
が
展

開
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
思
索
の
射
程
遥
か
に
見
据
え
る
そ

の
〈
あ
る
一
点
〉
は
、
決
し
て
イ
ェ
イ
ツ
の
文
章
の
奥
処
か
ら
表

層
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
完
全
に
埋
没
し
て

し
ま
う
こ
と
も
な
い
。
た
と
え
ば
〈
あ
る
一
点
〉
と
は
、
彼
の
抱
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く
観
念
や
概
念
も
し
く
は
理
念
を
媒
介
に
し
て
表
象
化
さ
れ
、
い

ず
れ
も
そ
れ
ら
は
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
文
章
の
所
々
に
鏤
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
話
題
が
変
わ
っ
て
キ
ー
ワ
ー
ド
も
変
わ
る
と

き
、
し
か
し
そ
の
と
き
、
た
と
え
変
わ
っ
た
と
し
て
も
イ
ェ
イ
ツ

の
思
索
す
る
〈
あ
る
一
点
〉
そ
れ
自
体
に
は
何
ら
変
化
は
起
こ
ら

な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、〈
あ
る
一
点
〉
が
観
念
や
概
念
と
し
て
、

た
と
え
言
葉
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
ら

キ
ー
ワ
ー
ド
は
〈
あ
る
一
点
〉
そ
の
も
の
と
完
全
に
重
な
る
こ
と

は
決
し
て
あ
り
得
な
い
。

�あ
る
一
点
〉
を
遥
か
に
表
象
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
献
辞
」

に
求
め
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
第
一
章
に
当
た
る
「
ヴ
ェ
ス
テ
ィ

ギ
ア
に
」
で
は
「
真
実
」、「
信
念
」、「
空
想
力
」、「
瞑
想
」、「
カ

メ
レ
オ
ン
の
道
」
と
い
う
言
葉
が
連
な
っ
て
い
る
。
第
二
章
で
は

「
思
想
体
系
」
と
「
想
像
力
」
及
び
「
ガ
イ
ヤ
ー
」
が
、
つ
づ
く

第
三
章
で
は
「
至
福
の
幻
想
」
と
「
単
純
性
」
が
、
そ
し
て
最
後

の
第
四
章
で
は
「
新
た
な
強
烈
さ
」
と
い
う
言
葉
が
連
な
っ
て
い

る
。
〈
あ
る
一
点
〉
を
表
象
す
る
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
イ
ェ

イ
ツ
が
そ
の
思
索
を
巡
ら
し
て
紡
い
だ
文
章
に
お
い
て
数
珠
つ
な

ぎ
の
ご
と
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
言
葉
で
あ
る
が
、
一
見
す
る

と
思
い
つ
き
で
浮
上
し
て
き
て
そ
の
た
め
全
体
の
文
脈
に
曖
昧
性

を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
が
、
そ
う
し
た
文
脈
の
辿

り
に
く
い
数
珠
つ
な
ぎ
に
も
一
貫
性
が
脈
打
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

あ
の
取
り
留
め
の
な
い
飛
躍
と
同
様
で
あ
る
。
僅
か
数
頁
た
ら
ず

の
「
献
辞
」
に
見
ら
れ
る
そ
の
自
在
に
変
幻
す
る
筆
遣
い
は
、
実

を
言
え
ば
イ
ェ
イ
ツ
の
思
考
様
式
の
独
特
な
ス
タ
イ
ル
に
支
え
ら

れ
て
い
る
。
独
特
な
思
考
様
式
と
は
、
た
と
え
ば
生
と
死
、
我
と

汝
と
い
っ
た
両
極
的
な
も
の
が
自
由
に
交
錯
で
き
る
地
平
に
あ
っ

て
、
視
点
を
定
め
ず
曖
昧
な
ま
ま
に
絶
え
ず
思
考
が
両
極
を
自
在

に
移
動
し
な
が
ら
語
り
を
推
し
進
め
る
と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
を
採
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
総
じ
て
言
え
ば
、
〈
あ
る
一
点
〉
を
遥
か
前
景

に
見
据
え
つ
つ
思
索
（
も
し
く
は
思
考
）
を
巡
ら
す
と
き
、
そ
の

思
索
は
両
極
的
な
も
の
を
そ
の
射
程
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
時
に

は
自
在
に
横
断
し
た
り
ま
た
時
に
は
一
途

リ
ニ
アに
巡
ら
さ
れ
る
の
で
あ

る
。（

一
）

イ
ェ
イ
ツ
の
「
献
辞
」
は
冒
頭
か
ら
奇
異
を
感
じ
さ
せ
る
と
す
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で
に
述
べ
た
が
、
で
は
彼
は
そ
の
「
献
辞
」
を
ど
の
よ
う
に
書
き

出
し
て
い
る
の
か
。
い
わ
ゆ
る
〈
献
辞
〉
な
る
も
の
か
ら
は
凡
そ

ほ
ど
遠
く
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

私
た
ち
が
い
ま
こ
の
よ
う
な
場
で
書
く
も
の
と
言
え
ば
、

青
春
の
頃
の
友
人
た
ち
を
褒
め
た
り
諭
し
た
り
す
る
の
は
よ

く
あ
る
ケ
ー
ス
だ
が
、
さ
ら
に
こ
う
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

彼
ら
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
、
た
と
え
私
た
ち
が
彼
ら

よ
り
長
生
き
を
し
た
に
し
て
も
、
二
十
五
年
前
に
交
わ
し
た

会
話
を
な
お
も
つ
づ
け
て
い
っ
て
時
に
は
語
り
足
り
な
か
っ

た
と
こ
ろ
を
語
り
、
そ
れ
を
書
き
記
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ

こ
そ
、
か
ね
て
よ
り
の
私
の
揺
る
ぎ
な
い
思
い
に
ほ
か
な
ら

な
い （
７
）。

こ
の
よ
う
に
書
き
出
し
か
ら
奇
異
な
点
が
幾
つ
か
見
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
筆
を
進
め
る
主
体
が
ど
う
し
て
「
私
た
ち
」
で
あ
っ
て

「
私
」
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
「
私
た
ち
」
と
は
、
筆
を
執
っ
て

い
る
「
私
」
イ
ェ
イ
ツ
本
人
と
、
そ
し
て
誰
な
の
か
。
ま
た
そ
の

誰
と
は
複
数
な
の
か
、
そ
れ
と
も
一
人
な
の
か
。
「
献
辞
」
を
綴

る
主
体
が
「
私
」
の
ほ
か
に
誰
か
を
含
め
た
「
私
た
ち
」
で
あ
る

と
は
、
実
に
奇
妙
な
切
り
口
だ
が
、
奇
妙
に
感
ず
る
の
は
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
特
に
「
二
十
五
年
前
に
交
わ
し
た
会
話
」
に
及
ん

で
は
、
そ
れ
を
回
想
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
い
ま
も
な
お

進
行
し
て
い
る
と
い
っ
た
現
在
の
時
制
の
も
と
に
展
開
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
。
過
去
に
交
わ
さ
れ
た
「
会
話
」
を
現
在
も
な
お

「
つ
づ
け
て
」
い
っ
て
必
要
と
あ
れ
ば
「
修
正
」
も
し
て
い
く
と

い
う
、
単
に
会
話
と
も
回
想
と
も
呼
べ
な
い
行
為
を
可
能
に
さ
せ

る
よ
う
な
奇
異
に
し
て
独
特
な
思
考
様
式
は
、
過
去
・
現
在
・
未

来
を
自
由
に
跨
ぎ
超
し
て
時
間
と
空
間
に
思
い
を
浮
遊
さ
せ
る
。

し
か
も
そ
の
自
在
な
思
い
は
詩
人
の
も
の
だ
け
で
な
く
故
人
も
ま

た
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
過
去
の
「
会
話
」
が
さ

ら
に
現
在
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
、
故
人
は
再
び
現
在
に
舞
い

戻
っ
て
き
て
「
会
話
」
を
始
め
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
ま
さ

に
故
人
の
自
在
な
思
い
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て

交
わ
し
た
「
会
話
」
の
回
想
、
そ
し
て
そ
の
回
想
を
交
え
た
新
た

な
「
会
話
」
は
従
来
の
時
間
と
空
間
を
生
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を

逸
脱
し
て
別
次
元
の
時
間
・
空
間
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、

全
体
と
し
て
そ
の
独
特
な
「
会
話
」
な
る
も
の
は
矛
盾
し
た
特
異
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な
領
域
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
ェ
イ
ツ
は

冒
頭
か
ら
死
者
と
の
語
ら
い
を
予
告
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
な
が

ら
、
し
か
し
実
際
に
は
そ
の
語
ら
い
の
場
が
設
定
さ
れ
る
わ
け
で

も
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
献
辞
」
の
書
き
出
し
は
回
想
と
語

ら
い
が
交
錯
し
て
奇
異
で
複
雑
な
時
間
と
空
間
を
披
露
す
る
の
で

あ
る
。
ま
ず
は
故
人
に
「
称
讃
」
と
「
訓
諭
」
の
言
葉
を
注
い
で

彼
ら
の
過
去
に
向
け
ら
れ
る
回
想
は
、
ほ
ど
な
く
し
て
、
い
ま
は

亡
き
そ
の
友
人
た
ち
と
交
わ
し
た
「
会
話
」
へ
と
向
け
ら
れ
て
い

く
。
そ
う
し
て
、
か
つ
て
の
「
会
話
」
に
向
け
ら
れ
た
回
想
は
次

に
は
思
い
も
寄
ら
ぬ
飛
躍
を
遂
げ
る
。
つ
ま
り
、
す
で
に
終
わ
っ

た
は
ず
の
「
会
話
」
が
現
在
の
相
の
も
と
に
再
び
推
し
進
め
ら
れ

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
イ
ェ
イ
ツ
は
い
ま
は
亡
き
親
し
か
っ
た
友
人
を
名
指

し
て
い
よ
い
よ
回
想
に
耽
っ
て
い
く
。
ま
ず
は
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・

フ
ァ
ー
・
エ
ミ
リ
ー
が
想
い
起
こ
さ
れ
る （
８
）。
五
十
歳
に
達
し
よ
う

か
と
す
る
頃
、
自
身
の
移
ろ
い
ゆ
く
美
し
さ
と
迫
り
来
る
老
い
を

怖
れ
て
彼
女
は
、
か
ね
が
ね
暖
め
て
い
た
憧
れ
を
現
実
の
も
の
に

し
た
。
つ
ま
り
東
洋
の
思
想
を
学
ぼ
う
と
セ
イ
ロ
ン
に
渡
り
英
語

教
師
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
仏
教
徒
と
な
っ
た
ア
ラ
ン
・

ベ
ネ
ッ
ト
が
想
い
浮
か
ん
で
く
る （
９
）。
詩
人
の
知
り
合
い
が
十
年
ほ

ど
前
に
ビ
ル
マ
の
修
道
院
で
彼
を
見
か
け
た
と
か
。
そ
う
し
て
次

に
は
、
測
り
難
い
ま
で
に
現
実
離
れ
し
た
生
の
冒
険
に
自
身
の
人

生
を
賭
し
た
人
物
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ト
マ
ス
・
ホ
ー
ト
ン
が
回
想

に
浮
か
ぶ （

�）。
齢
五
十
に
差
し
か
か
っ
た
と
き
、
彼
は
非
現
実
的
な

行
動
の
な
か
で
も
極
め
て
風
変
わ
り
な
冒
険
、
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト

ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
に
残
り
の
生
涯
を
生
き
よ
う
と
決
め
た
の
で
あ
る
。

ホ
ー
ト
ン
と
自
分
は
「
黄
金
の
夜
明
け
」
に
あ
っ
て
は
他
の
教
団

員
た
ち
と
そ
の
哲
学
や
宗
教
に
お
い
て
一
線
を
画
し
て
い
た
と
語
っ

て
さ
ら
に
イ
ェ
イ
ツ
は
、
自
分
た
ち
は
「
真
実
と
は
発
見
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
顕
わ
に
し
て
く
る
も
の
だ （

�）」
と
固
く
信

じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
回
想
す
る
。
そ
し
て
そ
の
「
信
念
」

を
失
う
こ
と
な
く
事
に
あ
た
れ
ば
「
真
実
の
顕
現
は
然
る
べ
き
と

き
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う （

�）」
と
確
信
し
て
も
い
た
。
こ
の
よ
う
に
語

る
詩
人
の
「
信
念
」
は
多
分
に
逆
説
を
孕
ん
で
い
る
。
「
信
念
」

に
こ
め
ら
れ
た
逆
説
と
は
、
そ
れ
を
別
様
に
言
う
な
ら
ば
、
「
真

実
」
を
「
発
見
」
す
べ
く
暗
き
闇
の
な
か
を
虚
し
く
も
ひ
た
す
ら

に
探
し
索
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
必
ず
や
「
発
見
」
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
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「
真
実
」
の
存
在
を
何
ら
疑
う
こ
と
な
く
肯
定
的
に
前
提
す
る
の

で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
真
実
」
の
絶
対
的
な
非
在
を
認
識

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
非
在
と
し
て
の
「
真
実
」

を
虚
し
く
も
ひ
た
す
ら
「
発
見
」
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

と
き
翻
っ
て
「
発
見
さ
れ
る
」
で
あ
ろ
う
客
体
と
し
て
の
「
真
実
」

は
客
体
か
ら
主
体
に
変
容
し
て
「
顕
現
」
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
主
体
は
、
い
わ
ゆ
る
主
客
関
係
に
あ
る
そ
れ
を
指
す
の
で
は

な
く
、
純
粋
に
〈
主
体
〉
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
。
自
ず
と

出
来

し
ゅ
っ
た
い

す
る
と
信
じ
て
や
ま
な
い
「
真
実
」
が
そ
の
よ
う
に
「
顕

現
」
し
て
く
る
の
は
、
も
と
よ
り
不
可
能
と
知
り
つ
つ
も
、
自
ら

が
虚
し
く
「
発
見
」
し
よ
う
と
す
る
行
為
を
ひ
た
す
ら
つ
づ
け
て

い
く
そ
の
途
上
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ェ
イ
ツ
の
こ
う

し
た
「
信
念
」
は
飽
く
ま
で
も
可
能
性
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
逆
説
的
な
「
信
念
」
こ
そ
、
い
ま

二
人
が
交
わ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
「
会
話
」
か
ら
生
ま
れ
出
て
き

た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
昔
の
友
人
を
ひ
と
り
ず
つ
回
想
す
る
場
面
は
詩

「
万
霊
節
の
夜
」
の
初
め
の
部
分
と
か
な
り
重
な
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
の
回
想
は
故
人
を
過
去
か
ら
現
在
へ
と
召
喚
す
る
機
縁
、

い
わ
ば
一
種
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
し
て
い
た （

�）。

「
真
実
の
顕
現
」
を
肯
定
す
る
詩
人
の
「
信
念
」
に
お
い
て
も
、

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
回
想
が
故
人
を
呼
び
出
し
て
か
つ
て
の
「
信

念
」
を
現
在
と
い
う
場
に
連
れ
出
し
て
く
る
機
縁
と
な
っ
て
い
る
。

親
し
か
っ
た
友
人
へ
の
回
想
を
巡
ら
す
な
か
で
ふ
と
、
あ
る
「
信

念
」
に
想
到
し
た
詩
人
は
、
過
去
に
生
き
た
具
体
的
な
人
物
か
ら

「
真
実
の
顕
現
」
と
い
う
抽
象
化
へ
と
そ
の
思
い
を
現
在
に
飛
躍

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
回
想
は
さ
ら
に
抽
象
的
な
内
面
へ
と

向
か
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
回
想
は
「
空
想
力
」
と
い
う
言
葉
を
そ

の
思
索
す
る
現
在
に
召
喚
す
る
。
か
つ
て
何
世
代
に
も
亘
っ
て

「
空
想
力
」
の
伝
え
ら
れ
て
い
た
頃
を
回
想
す
る
詩
人
は
、
そ
の

よ
う
な
「
空
想
力
」
が
い
ま
で
は
田
舎
の
民
話
を
解
釈
し
た
り
敷

衍
し
た
り
し
て
い
る
が
、
最
先
端
を
走
る
私
た
ち
の
「
知
性
」
に

対
し
て
は
そ
の
知
的
な
世
界
の
解
釈
な
ど
施
し
て
は
く
れ
な
か
っ

た
。
換
言
す
れ
ば
、
極
め
て
近
代
的
な
「
知
性
」
に
依
拠
す
る
人

間
に
と
っ
て
、
「
空
想
力
」
の
創
り
出
す
世
界
の
在
様
は
理
解
の

範
囲
を
超
え
て
い
た （

�）。

こ
う
し
て
イ
ェ
イ
ツ
は
か
つ
て
機
能
し
て
い
た
「
空
想
力
」
の

本
来
の
姿
を
想
起
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
第
一
章
を
終
え
る
。
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空
想
力
は
忘
れ
去
ら
れ
た
瞑
想
の
方
法
を
、
つ
ま
り
精
神
が

自
在
に
浮
遊
す
る
（
霊
的
な
も
の
を
伝
え
る
媒
体
と
な
る
）

た
め
に
意
志
を
宙
吊
り
の
ま
ま
に
し
て
お
く
方
法
を
喚
び
醒

し
て
く
れ
た
。
そ
う
し
て
空
想
力
は
「
カ
メ
レ
オ
ン
の
道
」

と
呼
ば
れ
る
地
平
に
私
た
ち
を
運
ん
で
く
れ
た
の
で
あ
る （

�）。

こ
こ
で
の
「
意
志
」
と
は
論
理
客
観
主
義
に
基
づ
く
「
知
性
」
に

支
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
凡
そ
論
理
一
般
を
超
越
す
る
「
空
想

力
」
と
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
客
観
的
な
論
理

性
に
左
右
さ
れ
な
い
こ
の
「
空
想
力
」
と
は
二
つ
の
点
に
お
い
て

破
格
な
能
力
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
超
論
理
的
な
自
在
な
る

「
精
神
」
の
運
動
（
「
瞑
想
の
方
法
」
）
を
可
能
な
ら
し
め
、
と
同

時
に
人
間
を
変
幻
自
在
な
「
カ
メ
レ
オ
ン
の
道
」
と
い
う
地
平
に

誘
う
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
の
破
格
な
能
力
を
有
し
た
「
空
想
力
」

は
い
ず
れ
の
面
に
お
い
て
も
共
通
し
て
思
考
様
式
の
自
在
性
を
そ

の
特
徴
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
思
考
様
式
の
自
在
性
を
可
能

に
す
る
「
空
想
力
」
を
語
っ
た
詩
人
は
、
さ
ら
に
新
た
な
思
考
・

思
想
の
構
築
に
向
け
て
思
い
を
巡
ら
し
て
い
く
。

（
二
）

つ
づ
く
第
二
章
で
イ
ェ
イ
ツ
は
従
来
と
は
異
な
る
思
考
様
式
が

構
築
す
る
体
系
を
か
ね
が
ね
目
指
し
て
い
た
こ
と
を
明
か
す
。
魔

術
へ
の
挺
身
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
「
精
神
的
な
幸
福
」

や
「
未
知
な
る
力
」
を
求
め
て
い
た
教
団
員
た
ち
と
は
厳
し
く
袂

を
分
か
つ
自
分
に
は
、
そ
う
し
た
「
幸
福
」
や
「
力
」
と
は
無
縁

に
し
て
よ
り
「
現
実
に
根
を
張
っ
た
対
象
」
の
あ
っ
た
こ
と
を
述

懐
す
る （

�）。
そ
れ
が
ま
さ
に
イ
ェ
イ
ツ
の
求
め
て
や
ま
ぬ
も
の
に
ほ

か
な
ら
ず
、
敢
え
て
言
え
ば
『
幻
想
録
』
の
重
要
な
根
幹
を
な
す

も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
自
在
な
る
思
考
様
式
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
る
べ
き
体
系
を
求
め
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
シ
ス

テ
ム
の
一
端
を
開
陳
し
て
イ
ェ
イ
ツ
は
こ
う
述
べ
る
。

私
が
待
望
し
て
い
た
の
は
、
想
像
力
を
自
由
自
在
に
飛
翔
さ

せ
て
思
う
が
ま
ま
に
創
造
し
、
そ
し
て
想
像
力
が
創
造
し
た

も
の
、
あ
る
い
は
創
造
し
得
た
も
の
を
唯
一
の
歴
史
、
し
か

も
魂
の
歴
史
へ
と
仕
立
て
上
げ
る
よ
う
な
思
想
体
系
で
あ
っ
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た （

�）。

「
想
像
力
が
創
造
し
た
も
の
」
と
は
具
体
的
に
何
か
と
問
う
て
み

て
も
明
確
な
答
え
は
得
ら
れ
な
い
が
、
生
の
営
み
全
般
を
指
す
も

の
と
し
て
、
あ
る
い
は
文
化
や
芸
術
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
人
間
の
営
み
を
「
歴
史
」
と
見
な
し
て

構
成
し
て
い
く
「
思
想
体
系
」
を
イ
ェ
イ
ツ
は
目
指
し
て
い
る
。

イ
ェ
イ
ツ
の
考
え
て
い
る
「
歴
史
」
と
は
、
過
去
の
出
来
事
の
記

述
・
解
釈
に
終
始
す
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
現
在
を
起
点
に

し
て
過
去
ば
か
り
で
な
く
未
来
を
も
射
程
に
入
れ
て
構
成
さ
れ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
現
在
の
思
い
を
、
つ
ま
り
現
在
に
お
け
る
過
去

へ
の
思
い
を
未
来
へ
と
架
橋
し
て
そ
こ
に
唯
一
独
自
の
歴
史
を
構

想
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
が
、

ま
さ
に
「
想
像
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
想
像
力
」
と
は
「
空

想
力
」
と
同
様
に
自
在
な
る
思
考
様
式
を
そ
の
内
に
蔵
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ェ
イ
ツ
の
「
思
想
体
系
」
を
新
し
い
独
自
な
も

の
と
し
て
論
じ
た
が
、
し
か
し
イ
ェ
イ
ツ
に
よ
れ
ば
実
際
に
は
ギ

リ
シ
ャ
人
や
ダ
ン
テ
が
す
で
に
そ
れ
を
構
築
し
て
お
り
、
決
し
て

そ
の
「
思
想
体
系
」
は
独
自
な
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ

う
な
新
た
な
独
自
性
を
否
定
す
る
イ
ェ
イ
ツ
の
言
説
は
果
た
し
て

字
義
通
り
に
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も

「
献
辞
」
に
お
け
る
彼
の
筆
遣
い
は
、
そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
を
挙

げ
る
な
ら
ば
、
意
識
的
に
曖
昧
化
を
是
し
と
し
て
推
め
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
、
曖
昧
化
を
重
ね
て
い
る
。
現
に
こ
の
箇

所
に
お
い
て
も
そ
れ
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
イ
ェ
イ
ツ
が
引
き
合

い
に
出
す
ギ
リ
シ
ャ
人
と
は
、
た
ぶ
ん
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者

を
指
す
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
い
つ
の
時
代
の
誰
で
あ
る
の

か
特
定
し
て
お
ら
ず
曖
昧
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
曖
昧
に
し
て

い
る
そ
の
一
方
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
も
窺
え
る
。
つ
ま
り
ダ

ン
テ
と
い
う
固
有
名
を
持
ち
出
し
て
は
っ
き
り
と
特
定
し
て
も
い

る
。
曖
昧
化
を
試
み
る
イ
ェ
イ
ツ
に
あ
っ
て
、
そ
の
一
方
で
は
明

晰
化
に
も
ま
た
意
識
的
な
の
で
あ
る （

�）。
さ
ら
に
イ
ェ
イ
ツ
は
『
幻

想
録
』
の
内
容
に
関
し
て
も
そ
の
独
自
性
を
否
定
す
る
一
方
で
、

ま
た
も
や
逆
の
こ
と
を
明
言
し
て
も
い
る
。
そ
れ
は
想
像
の
域
を

出
る
も
の
で
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
イ
ェ
イ
ツ
の
思

索
は
往
々
に
し
て
対
照
的
も
し
く
は
対
立
的
な
も
の
が
必
ず
や
対

を
な
す
領
野
に
巡
ら
さ
れ
る
。
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そ
の
望
み
は
捨
て
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
す
で
に
積
極
的
な

探
求
を
中
断
し
て
い
た
と
き
、
こ
の
書
物
の
基
礎
と
な
る
資

料
が
私
の
手
元
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
遅
き
に

失
し
た
よ
う
だ
が
、
必
要
な
も
の
は
手
に
入
れ
た
。
私
が
見

出
し
た
の
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

私
は
ほ
ど
な
く
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
も
ブ
レ
イ
ク
も
、
そ
し
て
そ
れ
以
前

の
人
物
た
ち
も
み
な
、
万
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ガ
イ
ヤ
ー
を

有
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
図
像
的

に
解
説
し
て
い
た
の
だ
。
も
っ
と
も
私
は
聖
書
や
神
話
に
登

場
す
る
人
物
た
ち
の
代
わ
り
に
歴
史
の
暮
れ
方
と
現
実
の
男

と
女
を
描
い
た
最
初
の
人
間
で
あ
る
が （

�）。

「
積
極
的
な
探
求
」
の
そ
の
具
体
的
対
象
と
は
、『
幻
想
録
』
の
根

幹
を
な
す
べ
き
「
資
料
」
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
イ
ェ
イ
ツ
は
そ
れ

を
入
手
し
た
と
語
る
。
そ
の
「
資
料
」
が
決
し
て
「
新
し
い
も
の
」

で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
は
「
ガ
イ
ヤ
ー
」
に
関

す
る
説
明
が
あ
っ
て
、
す
で
に
「
ガ
イ
ヤ
ー
」
に
つ
い
て
は
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
ボ
ル
グ
や
ブ
レ
イ
ク
が
宇
宙
原
理
の
説
明
の
際
に
用
い
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
新
し
さ
」
に
及
ん
で
は
、
そ
の
直

後
に
前
言
を
覆
す
か
の
よ
う
に
、
自
分
は
彼
ら
と
ち
が
っ
て
「
歴

史
の
暮
れ
方
と
現
実
の
男
と
女
」
を
最
初
に
描
い
た
の
だ
と
述
べ

て
い
る
。
イ
ェ
イ
ツ
の
こ
の
言
説
に
は
矛
盾
が
あ
る
よ
う
な
、
な

い
よ
う
な
一
貫
し
な
い
文
脈
を
辿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
も
視
点
を
変
え
敢
え
て
単
純
に
見
て
み

れ
ば
、
な
ん
ら
矛
盾
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
「
ガ
イ
ヤ
ー
」

の
使
用
は
新
し
く
は
な
い
が
、
そ
れ
を
「
歴
史
の
暮
れ
方
と
現
実

の
男
と
女
」
の
生
を
描
い
て
説
明
し
た
点
に
は
、
「
新
し
さ
」
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
全
体
の
文
脈
に
一
貫
し
て
流
れ
る
関
連
性

に
は
あ
ま
り
拘
泥
せ
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
に
一
回
限
り
の
視

線
（
理
解
）
を
注
い
で
お
く
だ
け
で
事
（
読
み
）
は
済
む
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
イ
ェ
イ
ツ
の
紡
ぎ
出
す
話
し
の
流
れ
が

一
般
に
理
解
さ
れ
る
文
脈
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
常
に
急
転
回
を
し
て

推
し
進
め
ら
れ
る
の
は
否
め
な
い
。
翻
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
も
自

在
な
る
思
考
様
式
の
な
せ
る
業
で
あ
っ
て
、
決
し
て
矛
盾
を
来
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
は
「
資
料
」
の
入
手
が
「
あ
ま
り
に
も
遅
き
に
失
し
た

よ
う
だ
」
と
述
べ
る
件 く
だ
り

に
も
、
従
来
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
矛
盾
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を
感
じ
さ
せ
る
点
が
あ
る
よ
う
だ
。
彼
自
身
、
言
及
す
る
よ
う
に

そ
の
「
資
料
」
が
「
『
幻
想
録
』
の
基
礎
と
な
る
」
の
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
近
く
世
に
出
さ
れ
る
は
ず
の
『
幻
想
録
』
は
そ
の
基
礎

づ
け
を
「
資
料
」
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
充
実
し
た
作
品
に
仕

立
て
あ
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
し
た
が
っ
て
「
遅
き
に
失

し
た
よ
う
だ
」
と
見
な
す
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
て
然
る
べ
き
で

は
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
『
幻
想
録
』
に
組
み
入
れ
る
べ
き
重
要

な
「
資
料
」
は
入
手
さ
れ
た
だ
け
で
、
出
版
を
目
前
に
控
え
た

『
幻
想
録
』
の
根
幹
と
し
て
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
り
に
後
者
の
判
断
を
採
り
入
れ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
『
幻
想
録
』
そ
れ
自
体
が
完
成
に
至
っ
て
い
な
い

こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
矛
盾
と
思
し
き
点
に
関

し
て
は
次
の
章
で
事
の
真
相
が
幾
ら
か
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

（
三
）

第
三
章
は
大
き
く
一
変
し
て
個
人
的
な
感
懐
を
踏
ま
え
な
が
ら

作
品
の
完
成
に
つ
い
て
言
い
及
ん
で
い
る
。
『
幻
想
録
』
が
出
版

さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
高
揚
し
た
気
分
に
浴
す
る
と
同
時

に
不
安
な
気
持
ち
に
襲
わ
れ
て
も
い
る
自
身
の
状
況
を
述
べ
た
後
、

つ
い
に
イ
ェ
イ
ツ
は
そ
の
不
安
な
気
持
ち
を
率
直
に
こ
う
吐
露
す

る
。

私
の
詩
に
、
し
か
も
そ
れ
に
し
か
関
心
を
示
さ
な
い
読
者
が

こ
の
作
品
を
読
ん
だ
な
ら
、
失
望
さ
せ
は
し
ま
い
か
と
か
な

り
気
が
か
り
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
私
は
「
大
車
輪
」
と
呼
ば

れ
る
箇
所
お
よ
び
本
論
「
第
二
部
」
全
体
か
ら
読
む
よ
う
読

者
に
奨
め
た
い
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
鏤
め
ら
れ
た
詩
を
深
く

味
わ
っ
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
生
と
歴
史
に
関
す
る
私
の
見
解

を
深
く
読
み
込
ん
で
も
ら
い
た
い
、
そ
う
願
う
ば
か
り
で
あ

る （

�）。

理
解
す
る
に
は
難
儀
を
強
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
『
幻
想
録
』
を
実

際
に
読
者
が
読
み
始
め
た
な
ら
ば
、
唖
然
と
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
と
危
惧
し
て
詩
人
は
、
こ
の
よ
う
に
せ
め
て
も
の
理
解
を

と
願
っ
て
そ
の
路
を
指
南
す
る
。「
大
車
輪
」
お
よ
び
「
第
二
部
」

が
比
較
的
理
解
し
や
す
い
の
で
そ
の
箇
所
か
ら
読
む
こ
と
を
促
す

が
、
し
か
し
、
詩
人
の
こ
め
る
真
の
願
い
は
そ
こ
に
な
く
、
む
し

イェイツ『幻想録』（一九二五）の「献辞」について（110） 11



ろ
『
幻
想
録
』
に
「
鏤
め
ら
れ
た
詩
」
を
味
読
し
「
生
と
歴
史
に

関
す
る
私
の
見
解
」
を
よ
く
吟
味
し
て
み
て
も
ら
う
処
に
こ
そ
あ

る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
読
者
を
気
遣
う
配
慮
は
す

ぐ
さ
ま
転
じ
て
、
作
品
に
刻
み
込
ま
れ
た
詩
人
の
真
意
を
理
解
し

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
自
身
の
希
望
へ
と
変
容
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
イ
ェ
イ
ツ
の
味
読
を
願
う
そ
の
「
詩
」
と
は
何
か
。

各
章
の
初
め
に
、
そ
し
て
『
幻
想
録
』
の
最
後
に
エ
ピ
ロ
ー
グ
と

し
て
詩
作
品
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
詩
群
を
指
し
て

い
る
の
で
な
い
こ
と
は
改
め
る
ま
で
も
な
い
。
な
ら
ば
『
幻
想
録
』

の
文
章
に
「
鏤
め
ら
れ
た
詩
」
と
は
、
実
際
の
詩
作
品
で
は
な
く
、

敢
え
て
名
付
け
る
と
す
る
な
ら
ば
〈
隠
さ
れ
た
詩
〉
あ
る
い
は

�詩
的
な
る
も
の
〉
と
し
て
散
文
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
散
文
そ
れ
自
体
が
「
詩
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
だ
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
話
し
は
、
読
者
へ
の
配
慮
か
ら
一
転
し
て
自
身
の
真
意
を

伝
え
た
か
と
思
え
ば
、
さ
ら
に
ま
た
転
じ
て
昔
の
仲
間
た
ち
が
信

奉
し
て
い
た
科
学
的
客
観
主
義
に
対
す
る
非
難
へ
と
向
か
っ
て
い

く
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
非
難
も
す
ぐ
さ
ま
転
じ
て
次
に
は
そ
の

非
難
さ
れ
た
科
学
的
客
観
主
義
に
残
さ
れ
て
あ
る
活
路
を
提
示
す

る
の
で
あ
る
。
両
極
端
を
大
き
く
揺
れ
動
い
て
イ
ェ
イ
ツ
は
、
非

難
を
こ
め
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
の
活
路
を
こ
う
語
っ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
私
の
昔
の
仲
間
た
ち
は
す
ぐ
れ
て
技
術
的
な
も

の
や
理
論
的
説
明
的
な
も
の
に
固
執
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

思
想
は
行
動
が
伴
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
の
に
。
だ
が
、

も
し
も
彼
ら
が
極
め
て
抽
象
的
な
も
の
を
す
っ
か
り
体
得
し

て
そ
れ
を
彼
ら
の
幻
想
の
根
幹
に
仕
立
て
あ
げ
た
な
ら
ば
、

新
し
い
劇
の
幕
が
上
が
る
で
あ
ろ
う （

�）。

「
抽
象
的
な
も
の
」
と
は
、
専
ら
「
理
論
的
説
明
的
な
」
特
質
を

帯
び
て
い
て
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
「
行
動
」
を
伴
わ
な
い
無
意
味

な
「
思
想
」
に
似
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
方
だ
け
に
肩
入
れ
し

た
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、
イ
ェ
イ
ツ
は
「
抽
象
的
な
も
の
」

を
「
幻
想
」
化
し
よ
う
と
試
み
る
。
「
抽
象
」
と
「
幻
想
」
と
い

う
両
極
的
な
も
の
が
重
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
真
に
新
し
い
何

か
が
起
こ
る
の
だ
と
イ
ェ
イ
ツ
は
信
じ
て
や
ま
な
い
。

自
身
の
抱
く
理
想
を
開
陳
す
る
思
索
は
さ
ら
に
そ
れ
を
深
め
て

い
く
で
あ
ろ
う
、
と
そ
う
予
測
す
る
の
は
ご
く
自
然
な
流
れ
だ
が
、
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し
か
し
実
際
に
は
そ
う
し
た
展
開
と
は
な
ら
な
い
。
先
ほ
ど
イ
ェ

イ
ツ
が
述
べ
た
「
資
料
」
と
『
幻
想
録
』
の
完
成
度
の
問
題
、
及

び
「
鏤
め
ら
れ
た
詩
」
へ
と
思
索
は
い
っ
た
ん
戻
さ
れ
、
そ
こ
か

ら
思
索
の
触
手
が
一
挙
に
拡
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
ず
は

『
幻
想
録
』
の
出
来
栄
え
に
関
し
て
イ
ェ
イ
ツ
は
自
身
の
思
う
と

こ
ろ
を
実
直
に
吐
露
す
る
。
「
も
う
一
年
手
元
に
暖
め
て
お
い
た

な
ら
ば
そ
の
本
は
も
っ
と
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う （

�）」

と
語
っ
て
『
幻
想
録
』
が
納
得
の
い
く
形
に
は
完
成
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
打
ち
明
け
る
。
具
体
的
に
は
テ
ー
マ
の
全
体
的
な
統
一
、

最
も
重
要
な
も
の
、
つ
ま
り
「
至
福
の
幻
想
」
に
つ
い
て
全
く
述

べ
て
い
な
い
し
、
「
性
的
な
愛
」
に
つ
い
て
も
殆
ん
ど
触
れ
て
い

な
い
。
そ
の
よ
う
な
欠
如
を
『
幻
想
録
』
の
欠
点
で
あ
る
と
詩
人

は
自
ら
を
指
弾
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
改
訂
版
の
可
能
性
が

生
じ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
事
実
を
前
に
し
て
イ
ェ
イ
ツ
は
果

た
し
て
何
を
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ェ
イ
ツ
の
思
索
は
さ
ら

に
思
い
も
寄
ら
ぬ
飛
躍
を
遂
げ
る
。

『
幻
想
録
』
が
可
能
に
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
詩
を
書

く
た
め
に
、
私
は
こ
の
書
物
を
手
の
届
か
な
い
処
に
置
い
て

お
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
私
に
情
熱
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
虚
し
く
も
追
い
求
め
て
き
た
単
純
性
を
見
出
せ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
月
の
諸
相
」
や
「
我
は
汝
の
主

な
り
」
と
い
っ
た
よ
う
な
詩
を
書
く
必
要
も
な
く
な
る
だ
ろ

う
し
、
私
の
構
想
し
て
い
た
劇
の
代
わ
り
を
す
る
抽
象
的
な

も
の
と
格
闘
し
て
不
毛
な
歳
月
を
費
や
す
こ
と
、
三
度
四
度

と
あ
っ
た
が
、
も
は
や
そ
う
し
た
こ
と
も
な
く
な
る
だ
ろ
う （

�）。

「『
幻
想
録
』
が
可
能
に
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
詩
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
種
類
の
詩
を
指
す
の
か
。
読
者
に
味
読
す
る
よ
う
に

促
し
た
あ
の
『
幻
想
録
』
に
「
鏤
め
ら
れ
た
詩
」
と
同
様
の
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
こ
れ
ま
で
虚
し
く
も
追
い
求
め
て
き
た
単

純
性
」
と
は
何
か
。
「
月
の
諸
相
」
の
最
後
の
箇
所
で
ア
ハ
ー
ン

が
語
る
件
「
難
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
こ
れ
ほ
ど
単
純
で
あ
る

の
か
と
思
っ
て
笑
っ
た （

�）。
」
に
見
ら
れ
る
そ
の
「
単
純
」
と
性
格

を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
は
同
根

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
詩
人
の
書
こ
う
と
す
る
「
詩
」
と
は
、

実
際
の
作
品
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
詩
な
ら
ぬ
あ
の

「
鏤
め
ら
れ
た
詩
」
と
も
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
「
鏤
め
ら
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れ
た
詩
」
は
根
源
と
窮
極
そ
の
も
の
で
あ
る
「
単
純
性
」
を
帯
び

た
詩
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

「
月
の
諸
相
」
や
「
我
は
汝
の
主
な
り
」
の
よ
う
な
『
幻
想
録
』

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
詩
と
は
異
質
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
あ
り

得
ま
い
。
「
単
純
性
」
を
見
出
せ
ば
、
こ
う
し
た
類
い
の
詩
を
も

は
や
「
書
く
必
要
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
は
、
そ
の
難
解
で
複

雑
に
入
り
組
ん
だ
そ
の
形
式
を
採
り
入
れ
る
必
要
が
な
く
な
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
内
容
に
関
し
て

は
、
そ
れ
を
破
棄
す
る
こ
と
ま
で
に
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
幻
想
録
』
の
真
に
訴
え
か
け
て
い
る
そ
の
隠
さ
れ
た
内
容
を
詩

に
歌
う
こ
と
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
凡
そ
散
文
で
は
言
い
尽

く
せ
な
い
生
と
歴
史
の
真
実
を
詩
に
歌
う
こ
と
、
イ
ェ
イ
ツ
は
詩

人
と
し
て
そ
れ
を
や
り
遂
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
四
）

然
る
べ
き
「
詩
」
を
書
き
、
あ
わ
よ
く
ば
「
単
純
性
」
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
期
待
し
つ
つ
『
幻
想
録
』

を
し
ば
し
「
手
の
届
か
な
い
処
に
置
い
て
」
お
こ
う
と
す
る
イ
ェ

イ
ツ
は
、
こ
う
し
て
最
後
の
第
四
章
に
入
る
と
、
い
き
な
り
「
自

分
の
始
め
た
こ
と
」
を
い
つ
の
日
か
や
り
遂
げ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
述
べ
る
。
果
た
し
て
「
自
分
の
始
め
た
こ
と
」
と
は
何
か
。

『
幻
想
録
』
の
執
筆
で
あ
る
の
か
。
い
や
『
幻
想
録
』
が
出
版
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん
そ
の
書
物
の
な
か
で

試
み
か
け
て
未
だ
完
成
し
て
い
な
い
何
か
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

だ
と
す
れ
ば
、
未
完
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
そ
れ
と
は
何
か
。
改

訂
版
に
よ
っ
て
必
ず
や
未
完
な
る
も
の
が
完
了
す
る
で
あ
ろ
う
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
「
献
辞
」
を
書
い
て
い
る

時
点
で
イ
ェ
イ
ツ
は
、
よ
り
納
得
の
い
く
形
の
『
幻
想
録
』
を
改

め
て
構
想
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
イ
ェ
イ
ツ
は
、
い
っ
そ
う
充
実
し
た
内
容
を
盛
り
込
ん
だ

『
幻
想
録
』
を
い
つ
し
か
真
に
完
成
さ
せ
た
い
と
遠
く
期
待
し
つ

つ
も
、
つ
い
に
そ
れ
を
「
手
の
届
か
な
い
処
に
置
い
て
」
さ
ら
に

新
た
な
空
間
へ
と
自
身
の
思
い
を
巡
ら
せ
る
。
そ
の
新
た
な
空
間

と
は
、
こ
れ
ま
で
の
故
人
へ
の
回
想
と
も
『
幻
想
録
』
の
出
来
栄

え
と
も
全
く
ち
が
う
趣
き
を
呈
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
ポ
ウ
ィ
ー
・

メ
イ
ザ
ー
ズ
編
の
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
で
あ
る
。
そ
の

『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
に
思
索
を
巡
ら
す
際
に
彼
は
「
東
方
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の
叡
智
」
を
忘
れ
て
作
品
に
見
ら
れ
る
「
粗
野
な
点
と
ロ
マ
ン
ス
」

を
想
い
出
し
て
い
た
い
と
述
べ
る （

�）。
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か

と
言
え
ば
、
「
知
性
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
に
向
か
う
の

で
は
な
く
、
「
想
像
力
」
や
「
空
想
力
」
に
よ
っ
て
解
き
放
た
れ

た
自
在
な
る
世
界
に
詩
人
は
自
分
の
思
い
を
巡
ら
そ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
し
ば
し
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
の
世
界

を
巡
っ
た
詩
人
の
思
索
は
、
つ
い
に
こ
れ
を
限
り
と
し
て
、
も
う

一
つ
の
新
た
な
空
間
へ
と
向
か
う
。
数
珠
つ
な
ぎ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

を
里
程
標
の
ご
と
く
幾
つ
か
通
り
過
ぎ
て
は
取
り
留
め
の
な
い
飛

躍
を
重
ね
て
き
て
、
よ
う
や
く
こ
こ
に
、
そ
の
変
幻
自
在
に
浮
遊

す
る
詩
人
の
思
索
が
最
後
の
飛
躍
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
は
奈
辺

に
お
い
て
で
あ
る
の
か
。
詩
人
が
唐
突
に
も
飛
躍
し
て
こ
れ
を
限

り
に
そ
の
思
い
を
巡
ら
す
も
う
一
つ
の
空
間
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

海
辺
で
あ
る
。
そ
の
海
辺
の
自
然
に
最
後
と
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド

「
新
た
な
強
烈
さ
」
が
感
受
さ
れ
る
の
だ
が
、
で
は
、
そ
う
し
た

瞬
間
は
ど
の
よ
う
な
場
面
に
訪
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
穏
や
か
に

陽
を
浴
び
て
思
う
ま
ま
に
海
辺
を
散
策
し
て
い
る
と
き
、
詩
人
は

自
然
の
佇
ま
い
に
突
如
「
新
た
な
強
烈
さ
」
を
一
種
の
驚
異
と
し

て
感
受
す
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
と
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
の
さ
ま
よ
っ
た
崖

の
辺
り
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
、
私
は
こ
う
思
い
知
る
の
で

あ
る
。
眼
に
す
る
も
の
と
い
い
、
身
体
で
感
ず
る
も
の
と
い

い
、
鋭
く
そ
こ
に
張
り
つ
い
て
在
る
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
と

は
ち
が
っ
た
こ
の
強
烈
な
る
も
の
と
は
、
あ
の
叡
智
に
感
応

し
て
現
れ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
独
り
そ
こ
に
在
る
と
い
う

存
在
そ
れ
自
体
の
顕
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
、
と
。
き
の

う
、
さ
ざ
波
も
立
た
ぬ
凪
の
海
の
ま
さ
に
端
に
涸
れ
て
葉
も

つ
け
ぬ
葡
萄
畑
を
眺
め
た
り
、
壁
面
の
殆
ん
ど
近
づ
け
ぬ
処

か
ら
褐
色
の
幹
が
上
空
に
伸
び
て
い
る
の
を
眺
め
て
い
た
と

き
、
あ
る
い
は
そ
の
場
所
の
外
れ
に
佇
つ
実
も
た
わ
わ
に
付

け
た
オ
レ
ン
ジ
や
レ
モ
ン
の
樹
、
深
紅
に
染
っ
た
サ
ボ
テ
ン

の
花
に
逢
着
し
た
り
、
蒼
い
空
と
蒼
い
海
の
狭
間
に
降
り
注

ぐ
暖
か
な
陽
の
光
を
感
じ
て
い
た
と
き
、
こ
れ
ま
で
も
幾
度

と
な
く
あ
っ
た
よ
う
に
、
私
は
そ
の
時
こ
う
呟
い
た
。
「
い

つ
も
私
は
そ
れ
の
一
部
だ
っ
た
。
草
の
根
に
棲
む
生
き
物
と

同
じ
よ
う
に
生
を
忘
却
し
て
は
生
を
繰
り
返
し
て
、
そ
う
、

た
ぶ
ん
私
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
」
。
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だ
が
気
が
つ
く
と
、
そ
れ
が
、
何
の
怖
れ
も
な
く
殆
ん
ど
高

揚
し
た
気
分
の
う
ち
に
、
呟
い
て
い
た
の
だ
っ
た （

�）。

海
辺
に
拡
が
る
自
然
の
佇
ま
い
を
眺
め
た
り
感
じ
た
り
し
た

「
私
」
は
「
新
た
な
強
烈
さ
」
す
な
わ
ち
「
鋭
く
そ
こ
に
張
り
つ

い
て
在
る
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
と
は
ち
が
っ
た
こ
の
強
烈
な
る
も

の
」
を
直
感
的
に
感
受
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
視
た
も
の
は
「
た

だ
独
り
そ
こ
に
在
る
と
い
う
存
在
そ
れ
自
体
の
顕
現
」
と
し
て

「
私
」
は
直
感
す
る
。
さ
ら
に
自
身
も
自
然
を
生
き
る
存
在
で
あ

る
こ
と
を
い
つ
も
な
が
ら
に
「
呟
い
た
」
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
「
新
た
な
強
烈
さ
」
を
感
じ
取
っ
た
よ
う
に
、

そ
の
「
呟
き
」
も
新
た
な
「
呟
き
」
に
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
体

感
す
る
に
至
る
。

呟
く
「
私
」
が
い
て
、
さ
ら
に
「
私
」
の
ほ
か
に
誰
か
呟
く
者

（
あ
る
い
は
呟
く
何
物
か
）
が
い
る
。「
私
」
で
な
い
と
す
れ
ば
そ

の
「
呟
き
」
の
主
は
誰
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
何
で
あ
る
の
か
。

ほ
か
な
ら
ぬ
声
の
主
は
「
そ
れ
」
で
あ
る
。
穏
や
か
な
海
辺
を
散

策
す
る
な
か
、
お
も
む
ろ
に
『
い
つ
も
私
は
そ
れ
の
一
部
だ
っ
た
。

草
の
根
に
…
』
と
自
身
の
感
懐
を
言
葉
に
洩
ら
し
た
「
私
」
は
、

殆
ん
ど
同
時
に
、
前
言
を
翻
し
て
「
そ
れ
が
、
…
呟
い
て
い
た
の

だ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
果
た
し
て
「
そ
れ
」
は
実

在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
呟
い
た
」
の
は
こ
の
「
私
」
で

あ
っ
て
そ
れ
以
外
に
誰
が
何
が
「
呟
い
て
い
た
」
と
言
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
し
イ
ェ
イ
ツ
は
矛
盾
を
承
知
で
「
そ
れ
が
呟
い
て

い
た
」
と
「
私
」
に
明
言
さ
せ
る
。
そ
の
明
言
を
受
け
容
れ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
呟
き
の
な
か
で
そ
の
主
体
を
『
私
』
と
発
語
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
「
そ
れ
」
と
は
単
に
抽
象
的
な
無
生
物
で
は
な

い
こ
と
が
判
明
す
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
「
そ
れ
」
は
む
し
ろ
、
限

り
な
く
「
私
」
に
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
そ
の

反
面
、
別
の
視
点
か
ら
次
の
よ
う
な
考
え
も
当
然
な
が
ら
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
詩
人
は
「
こ
の
強

烈
な
る
も
の
」
を
幻
視
し
た
よ
う
に
「
そ
れ
」
の
呟
く
声
を
た
だ

幻
聴
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
「
呟
い
て
い
た
」
の
は
確
か
に
「
私
」

で
あ
る
の
だ
、
と
。
し
か
し
、
そ
う
結
論
づ
け
る
の
は
早
計
に
過

ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
そ
れ
が
、
…
呟
い
て
い
た
」
と
い
う
「
そ
れ
」
の
「
呟
き
」

は
、
幻
聴
で
あ
る
の
か
事
実
で
あ
る
の
か
と
問
う
ま
え
に
、
紛
れ

も
な
く
ひ
と
つ
の
現
象
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ

イェイツ『幻想録』（一九二五）の「献辞」について （115）6



ろ
う
か
。
こ
こ
で
言
う
現
象
と
は
、
潜
勢
的
な
も
の
が
顕
勢
的
に

な
ろ
う
と
す
る
過
渡
的
な
状
況
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
呟
き
の
主
で
あ
る
「
そ
れ
」
と
は
詩
人
の
極
度
に
研
ぎ

澄
ま
さ
れ
た
意
識
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
従
っ
て
「
そ
れ
」
と
「
私
」

は
重
畳
し
て
い
て
「
私
」
は
「
そ
れ
」
と
な
り
、
か
つ
「
そ
れ
」

は
「
私
」
と
な
る
可
能
性
を
こ
の
場
面
（
現
象
）
は
孕
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
意
識
は
、
ま
た
イ
ェ
イ
ツ
の
言
葉
に
置
き
換
え

る
な
ら
ば
、
常
に
自
身
と
対
峙
し
つ
づ
け
る
反
対
的
な
る
も
の
、

つ
ま
り
「
反
自
我
」
あ
る
い
は
「
ダ
イ
モ
ン
」
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。

と
こ
ろ
で
「
私
」
が
眼
に
し
た
り
逢
着
し
た
り
感
じ
た
り
し
た

自
然
と
は
、
す
で
に
住
み
分
け
の
な
さ
れ
た
人
間
と
自
然
（
主
体

と
客
体
）
の
一
致
・
統
合
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
分
節
化
さ
れ
た
自
然
と
人

間
（
の
内
面
）
の
調
和
的
な
統
一
が
そ
の
風
景
に
描
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
自
然
と
人
間
に
分
節
さ
れ
る
以
前
の

状
態
に
立
ち
至
っ
て
い
る
瞬
間
が
ま
さ
に
イ
ェ
イ
ツ
の
描
く
風
景

そ
の
も
の
と
な
っ
て
顕
れ
て
い
る
。
詩
人
が
眺
め
た
り
逢
着
し
た

り
感
じ
た
り
す
る
自
然
は
、
詩
人
と
距
離
を
隔
て
て
単
に
感
受
さ

れ
る
外
部
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
詩
人
の
む
き

出
し
の
内
面
（
意
識
）
へ
と
秘
か
に
語
り
か
け
つ
つ
迫
り
寄
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
風
景
と
は
、
こ
う
し
た
自
然
の
顕
現
す
る
瞬
間

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
う
考
え
た
な
ら
ば
「
そ
れ
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
形

で
顕
現
し
て
き
た
自
然
か
ら
詩
人
の
も
と
に
贈
り
届
け
ら
れ
た
呟

き
に
な
ら
ぬ
「
呟
き
」
、
声
と
な
ら
ぬ
声
で
あ
る
。
そ
の
囁
く
声

な
ら
ぬ
声
は
ま
た
詩
人
の
極
度
に
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
意
識
で
も
あ

る
。
し
か
し
こ
の
「
そ
れ
」
な
る
も
の
は
、
「
呟
き
」
を
も
ら
し

た
り
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
ま
え
に
、
別
の
在
様
を
呈
し
て
い
た
。

つ
ま
り
「
そ
れ
」
が
『
い
つ
も
私
は
そ
れ
の
一
部
で
あ
っ
た
…
』

と
囁
い
て
告
白
す
る
と
き
、
告
白
す
る
「
そ
れ
」
は
元
を
た
だ
せ

ば
『
そ
れ
の
一
部
』
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
『
そ
れ
』
と
は
果

た
し
て
何
を
指
す
の
か
。
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
し
た
こ
と
の
な

い
あ
の
「
新
た
な
強
烈
さ
」
こ
そ
『
そ
れ
』
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る
。詩
人
は
海
辺
の
何
気
な
い
穏
や
か
な
自
然
に
こ
う
し
た
風
景
を

経
験
し
、
そ
こ
に
自
身
の
内
面
を
見
出
し
た
。
か
く
し
て
見
出
さ

れ
た
内
面
は
〈
あ
る
一
点
〉
を
、
つ
ま
り
「
存
在
」
を
見
据
え
て
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い
る
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
幻
視
と
幻
聴
と
リ
ア
ル
な
知
覚
、
そ

し
て
呟
く
「
私
」
と
囁
く
「
そ
れ
」
と
が
混
然
と
し
て
一
体
と
な
っ

た
瞬
間
を
こ
の
風
景
は
「
存
在
」
の
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
と
し
て
海
辺

の
詩
人
に
贈
り
与
え
て
い
る
。

注

（

1）
G
eo
rg
e
M
ills
H
a
rp
er
a
n
d
W
a
lter
K
e
lly
H
o
o
d（
ed
.）
;

A
C
ritica

l
E
d
ition

of
Y
ea
ts・s

A
V
ision

（
1925）,

（
L
o
n
d
o
n
,
M
a
cm
illa
n
,
1978）.

（

2）
二
十
五
年
版
の
序
論
と
し
て
「
献
辞
」
と
「
序
文
」
が
配
さ
れ

て
お
り
、
「
献
辞
」
に
は
V
estig

ia
と
い
う
名
の
人
物
に
捧
げ
ら

れ
、
「
序
文
」
は
架
空
の
人
物
オ
ウ
エ
ン
・
ア
ハ
ー
ン
が
書
い
た

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
文
末
に
は
執
筆
者
と
そ
の
場
所
・

日
時
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
W
.B
.Y
.
カ
プ
リ

一
九
二
五
年
、
二

月
」
、
「
O
.A

ロ
ン
ド
ン

一
九
二
五
年
、
五
月
」
と
記
さ
れ
て

あ
る
。
一
方
、
三
十
七
年
版
の
序
論
に
は
、
「
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン

ド
へ
の
一
包
み
」
と
題
し
て
三
つ
の
エ
ッ
セ
イ
「
ラ
パ
ッ
ロ
」
、

「『
幻
想
録
』
序
文
」
そ
し
て
「
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
へ
」
が
配
置

さ
れ
、
さ
ら
に
短
編
小
説
の
体
裁
を
採
る
「
マ
イ
ケ
ル
・
ロ
バ
ー

ツ
と
そ
の
友
人
た
ち
の
物
語

弟
子
た
ち
の
記
録
抜
粋
」
が
加

え
ら
れ
て
い
る
。

（

3）
A

C
ritica

l
E
d
ition

of
Y
ea
ts・s

A
V
ision（

1925）,
p
.ix
.

（

4）
イ
ェ
イ
ツ
は
、
文
学
活
動
の
傍
ら
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
に
も
心
血

を
注
い
で
い
た
。
一
八
八
七
年
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
ー
夫
人
の
主
宰
す

る
「
神
智
学
協
会
」
が
ロ
ン
ド
ン
に
支
部
を
設
立
し
た
際
、
そ
の

協
会
に
入
会
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
遡
っ
て
一
八
八
五
年
に
ジ
ョ

ン
・
エ
グ
リ
ン
ト
ン
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
ら
と
と
も

に
「
ダ
ブ
リ
ン
・
ヘ
ル
メ
ス
協
会
」
を
創
設
し
、
も
っ
ぱ
ら
心
霊

現
象
や
幻
視
現
象
の
実
験
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
た
。
や
が
て
一

八
九
〇
年
に
「
神
智
学
協
会
」
か
ら
身
を
退
い
た
イ
ェ
イ
ツ
は
マ

グ
レ
ガ
ー
・
メ
イ
ザ
ー
ズ
ら
が
組
織
す
る
魔
術
教
団
「
黄
金
の
夜

明
け
」
に
入
団
す
る
に
至
る
。

（

5）
W
.B
.Y
ea
ts;

A
V
ision

,（
L
o
n
d
o
n
,
M
a
cm
illa
n
,
1978）,

p
.1
9.

（

6）
そ
の
原
文
は
「
献
辞
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
る
。

美
し
さ
と
学
識
と
神
秘
の
才
に
恵
ま
れ
た
あ
な
た
は
、
誰
か

ら
も
愛
情
を
注
が
れ
て
い
た
。
こ
の
献
辞
の
最
初
の
草
稿
が

書
か
れ
た
と
き
、
あ
な
た
と
は
三
十
年
以
上
も
会
っ
て
お
ら

ず
何
処
に
い
て
何
を
し
て
い
る
の
か
知
る
術
も
な
か
っ
た
が
、

ま
た
ベ
ブ
ラ
イ
文
字
で
七
十
二
を
数
え
る
神
の
名
が
記
さ
れ

た
一
覧
表
・Jew

ish
S
ch
em
a
h
a
m
p
h
o
ra
sch
・
を
書
き

写
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
様
々
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
が
、
私

の
こ
の
書
を
あ
な
た
に
捧
げ
る
べ
き
な
の
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

か
つ
て
は
友
人
だ
っ
た
り
友
人
の
ま
た
友
人
で
あ
っ
た
教
団

員
は
す
べ
て
他
界
し
た
か
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
（
九

頁
）

因
み
に
・V
estig

ia
・
と
は
「
黄
金
の
夜
明
け
」
で
の
彼

女
の

教
団
名
で
あ
る
。
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（

7）
A

C
ritica

l
E
d
ition

of
Y
ea
ts・s

A
V
ision（

1925）,
p
.ix

.

（

8）
女
優
に
し
て
作
家
で
も
あ
っ
た
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
フ
ァ
ー
・
エ

ミ
リ
ー
（
一
八
六
〇
―
一
九
一
七
）
は
、
初
め
は
教
師
を
志
望
し

て
い
た
。
一
八
九
〇
年
、
ジ
ョ
ン
・
ト
ド
ハ
ン
タ
ー
の
『
シ
シ
リ

ア
の
田
園
物
語
』
に
出
演
し
た
が
、
イ
ェ
イ
ツ
は
彼
女
の
演
技
の

美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
る
。
そ
の
年
、
彼
女
は
「
黄
金
の
夜
明
け
」

に
入
団
し
、
さ
ら
に
一
九
〇
二
年
に
は
「
神
智
学
協
会
」
に
も
入

会
す
る
。
一
八
九
四
年
ロ
ン
ド
ン
の
ア
ベ
ニ
ュ
ー
・
シ
ア
タ
ー
で

初
演
さ
れ
た
『
心
願
の
国
』
で
は
メ
ア
リ
ー
・
ブ
ル
ー
イ
ン
の
役

を
、
ま
た
一
八
九
九
年
に
は
『
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
伯
爵
夫
人
』
で
ア

リ
ー
ル
の
役
を
演
じ
て
イ
ェ
イ
ツ
か
ら
絶
賛
を
受
け
た
。
さ
ら
に

一
九
〇
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
『
影
深
き
海
』
を
演
出
し
て
自
ら
も

デ
ク
ト
ラ
を
演
じ
て
い
る
。
や
が
て
彼
女
は
女
優
と
し
て
の
限
界

を
感
じ
て
つ
い
に
一
九
一
二
年
ロ
ン
ド
ン
を
後
に
し
女
子
神
学
校

ラ
マ
ナ
サ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
の
校
長
と
し
て
セ
イ
ロ
ン
に
渡
っ
た
。

そ
の
地
は
彼
女
の
終
の
棲
家
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
女
優
の
か
た

わ
ら
、
彼
女
は
短
編
小
説
『
舞
踏
す
る
フ
ァ
ウ
ヌ
ス
』
を
執
筆
し
、

ま
た
秘
教
に
関
す
る
論
文
『
エ
ジ
プ
ト
魔
術
』
を
書
い
て
も
い
る
。

（

9）
ア
ラ
ン
・
ベ
ネ
ッ
ト
（
一
八
七
二
―
一
九
二
三
）
は
一
八
九
四

年
「
黄
金
の
夜
明
け
」
に
入
団
す
る
が
、
後
に
仏
教
徒
と
な
り

「
英
国
仏
教
協
会
」
を
創
設
す
る
。
一
九
〇
二
年
に
は
ビ
ル
マ
に

移
り
住
み
仏
教
の
修
行
を
積
む
。
ま
た
魔
術
に
関
し
て
ア
レ
イ
ス

タ
ー
・
ク
ロ
ウ
リ
ー
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

（

10）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ト
マ
ス
・
ホ
ー
ト
ン
（
一
八
六
四
―
一
九
一
九
）

は
ブ
レ
イ
ク
や
ビ
ア
ズ
リ
ー
の
手
法
に
倣
っ
て
オ
カ
ル
ト
を
テ
ー

マ
に
し
た
絵
を
描
い
た
画
家
で
初
め
は
建
築
家
を
目
ざ
し
た
が
、

結
婚
し
て
後
に
画
家
と
し
て
身
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て

彼
の
作
品
は
『
サ
ヴ
ォ
イ
』
や
『
ド
ー
ム
』
な
ど
の
雑
誌
に
載
る

よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
一
四
年
に
離
婚
し
た
の
を
契
機
に
彼
の
人

生
は
一
変
す
る
。
ほ
ど
な
く
し
て
彼
は
小
説
家
ア
ミ
ー
・
オ
ー
ド

レ
イ
・
ロ
ッ
ク
と
出
会
い
、
そ
し
て
彼
女
が
死
ぬ
ま
で
の
二
年
間

に
亙
っ
て
同
棲
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
ふ
た
り
は
肉
体
の
交

わ
り
を
持
た
な
い
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
愛
を
貫
き
通
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
八
九
六
年
三
月
に
入
会
し
た
「
黄
金

の
夜
明
け
」
を
わ
ず
か
数
ヶ
月
で
辞
め
た
ホ
ー
ト
ン
が
プ
ラ
ト
ニ
ッ

ク
な
愛
を
持
ち
つ
づ
け
た
と
い
う
事
実
を
考
え
る
と
、
い
か
に
彼

が
一
途
な
思
い
を
頑
な
に
も
貫
き
通
し
た
か
が
窺
え
る
。「
献
辞
」

に
お
い
て
イ
ェ
イ
ツ
は
、
直
接
彼
の
名
前
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、

ホ
ー
ト
ン
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
に
つ
い
て
こ
う
言
及
し
て
い

る
。

あ
の
奇
妙
な
体
験
を
し
た
三
番
目
の
人
物
（
ホ
ー
ト
ン
＝
括

弧
筆
者
）
は
、
た
ぶ
ん
あ
ら
ゆ
る
珍
事
の
な
か
で
最
も
奇
妙

な
体
験

プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ブ
を
体
験
し
た
。
子
供
の

頃
、

乳
母
が
こ
う

言
っ
た
、
「
き
の
う
の
夜
、

天
使
さ
ま
が

お
ま
え
の
ベ
ッ
ド
に
か
が
み

込
ん
で

覗
い
て
た
よ
」
。
そ
し

て
一
七
歳
の
あ
る
日
の
こ
と
、
目
を
覚
ま
す
と
彼
は
美
し
い

女
性
が
ベ
ッ
ド
の
脇
に
い
る
の
を
眼
に
し
た
。
ほ
ど
な
く
し

て
彼
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
恋
沙
汰
に
溺
れ
、
た
ぶ
ん
五
十
歳

の
と
き
だ
っ
た
か
と
思
う
が
、
ま
だ
体
力
も
あ
っ
た
頃
に
こ

ん
な
ふ
う
に
思
っ
た
の
で
あ
る
、
「

私
に

必
要
な
の
は
女
で

な
く
神
で
あ
る
」
と
。
そ
れ
か
ら
彼
と
品
性
に
充
ち
た
魅
力
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的
な
あ
る
若
い
女
性
は
互
い
に
恋
に
落
ち
た
。
彼
は
自
分
と

厳
し
く
闘
い
な
が
ら
、
辛
う
じ
て
欲
情
を
抑
え
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
彼
ら
は
と
も
に
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
に
生
き
た
の
で
あ
っ

た
。
邪
念
を
捨
て
て
こ
の
よ
う
に
生
き
お
お
せ
た
の
は
、
思

う
に
、
生
命
の
甘
い
果
実
を
虚
し
く
も
踏
み
潰
し
て
し
ま
う

よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
何
か
を
純
粋
に
理
解
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。（
十
頁
）

（

11）
A

C
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l
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d
ition
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A
V
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1925）,
p
.x

.

（
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Ib
id
.,
p
.x

.

（

13）
「
万
霊
節
の
夜
」
の
第
一
連
は
霊
の
召
喚
を
す
る
と
い
っ
た
、

さ
な
が
ら
魔
術
の
儀
式
を
執
り
行
う
か
の
よ
う
な
仕
掛
け
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。

夜
も
更
け
た
頃
、
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
の
大
き
な
鐘
が

多
く
の
小
さ
な
鐘
が
部
屋
中
に
鳴
り
響
い
て
く
る
。

今
宵
は
万
霊
節
の
夜
、

マ
ス
カ
テ
ル
酒
を
な
み
な
み
と
注
い
だ
長
い
グ
ラ
ス
が
二
つ

テ
ー
ブ
ル
の
う
え
で
泡
立
つ
。
亡
霊
が
現
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
。

死
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て

霊
の
要
素
は
繊
細
を
極
め
る
、

我
々
の
鈍
い
舌
は
ワ
イ
ン
だ
け
を
飲
む
が

ワ
イ
ン
の
香
り
を
飲
む
の
は

霊
の
特
権
で
あ
る
。

（
一
―
十
行
）

（

14）
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C
ritica

l
E
d
ition
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Y
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A
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ision（
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p
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i.
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id
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p
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i.

（

16）
Ib
id
.,
p
.x

i.

（

17）
Ib
id
.,
p
.x

i.

（

18）
こ
う
し
た
曖
昧
化
と
明
晰
化
は
「
献
辞
」
の
次
の
件
り
に
窺
え

る
。

確
か
に
ギ
リ
シ
ャ
人
は
そ
う
し
た
思
想
体
系
を
持
っ
て
い
た

し
、
ダ
ン
テ
も
ま
た
持
っ
て
い
て
（
ボ
ッ
カ
チ
オ
は
ダ
ン
テ

を
苦
渋
を
嘗
め
た
愛
国
者
と
見
な
し
た
、
つ
ま
り
そ
れ
は
彼

が
近
代
的
な
抽
象
的
人
間
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
）
、

思
う
に
そ
れ
以
降
は
誰
ひ
と
り
と
し
て
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

（
十
一
頁
）
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19）
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A
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p
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id
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（

24）
W

.B
.Y

ea
ts;

T
h
e

C
ollected

P
oem

s
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W
.B

.Y
ea
ts,

（
L
o
n
d
o
n
,
M
a
cm

illa
n
,
1982）,

p
.188.

（
25）

Ib
id
.,
p
.x

iii.

（

26）
Ib
id
.,
p
.x

iii.
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