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蒲
原
有
明
『
有
明
集
』「
豹
の
血
（
小
曲
八
篇
）」
を
読
む

―
―
新
体
詩
の
到
達
点
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
―

 

新
　
田
　
直
　
子

は
じ
め
に
―
―
新
体
詩
運
動
の
中
の
有
明

　

新
体
詩
運
動
で
は
、
明
治
三
十
年
代
に
入
っ
て
上
田
敏
や
森
鷗
外
ら
に
よ
っ

て
西
洋
の
思
潮
で
あ
る
象
徴
主
義
が
紹
介
さ
れ
る
と
象
徴
詩
を
志
向
す
る
動
き

が
表
れ
た
。
そ
れ
は
感
情
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
抒
情
詩
と
は
異
な
り
、

暗
示
に
よ
っ
て
微
妙
な
心
理
や
不
可
視
の
事
物
を
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
活
躍
し
た
蒲
原
有
明
は
、
第
三
詩
集
『
春
鳥
集
』

（
三
十
八
年
七
月
）「
自
序
」
で
象
徴
主
義
宣
言
と
も
呼
べ
る
自
論
を
公
に
し
、
次

い
で
の
ち
に
「
文
語
定
型
詩
の
最
高
水
準
を
示
す
名
詩
集
で
あ
り
、
近
代
詩
史

上
の
一
大
記
念
碑（１
）」

と
称
せ
ら
れ
た
第
四
詩
集
『
有
明
集
』（
四
十
一
年
一
月
）

を
刊
行
し
て
い
る
。

　

一
方
、
当
時
の
詩
界
で
は
早
稲
田
詩
社
の
若
い
詩
人
た
ち
を
中
心
に
根
本
的

な
変
革
を
求
め
る
動
き
も
盛
ん
に
な
り
、
四
十
年
に
初
め
て
口
語
詩
が
発
表
さ

れ
る
と
、
一
気
に
口
語
詩
、
続
い
て
口
語
自
由
詩
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。
そ
の

結
果
、
新
体
詩
が
維
持
し
て
き
た
文
語
定
型
は
崩
壊
し
、
新
体
詩
は
こ
の
象
徴

詩
時
代
を
最
後
に
消
滅
し
た
。『
有
明
集
』
は
そ
の
意
味
で
最
後
の
新
体
詩
集

と
も
言
え
、
有
明
は
口
語
自
由
詩
の
誕
生
後
は
次
第
に
詩
作
か
ら
遠
ざ
か
っ
て

い
る
。

　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
彼
自
身
は
、『
有
明
集
』
が
自
然
主
義
派
の
若
手
詩
人

た
ち
か
ら
意
想
外
の
攻
撃
の
的
に
さ
れ
た
こ
と
を
主
因
に
挙
げ
て
い
る
。『
文

庫
』
の
「『
有
明
集
』
合
評
」
で
は
「
一
種
の
古
典
的
象
徴
詩
で
あ
る
。
自
然

主
義
上
の
象
徴
詩
で
は
な
い
」（
松
原
至
文
）「
氏
の
詩
に
欠
く
る
処
は
パ
ワ
ー

フ
ル
ネ
ス
で
あ
る
、
ヴ
イ
ヴ
イ
ツ
ド
ネ
ス
で
あ
る
、
デ
プ
ス
で
あ
る
更
〔
マ
マ
〕ら

に
論

を
進
め
れ
ば
フ
レ
ツ
シ
ユ
で
な
い
こ
と
で
あ
る
」（
福
田
夕
咲
）
な
ど
の
発
言
が

あ
り
（
２
）、
ま
た
相
馬
御
風
は
「
吾
人
が
『
有
明
集
』
を
読
ん
で
感
じ
た
所
は
、
有

明
氏
が
所
謂
新
体
詩
の
最
後
の
勝
利
者
で
あ
る
事
と
、
更
に
全
く
新
し
い
詩
の

起
る
べ
き
時
期
に
至
つ
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
（
３
）」
と
断
じ
た
。
若
い
詩
人
た
ち
の

変
革
要
求
の
矛
先
が
『
有
明
集
』
一
冊
に
向
け
ら
れ
た
格
好
で
あ
る
が
、
有
明

が
受
け
た
傷
は
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
後
年
の
「「
有
明
集
」
前
後（４
）」

の
中
で
、
当
時
の
心
境
を
以
下
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

わ
た
く
し
に
し
て
も
素
よ
り
因
習
に
反
発
し
て
起
つ
た
も
の
で
あ
る
。
然

る
に
わ
た
く
し
は
図
ら
ず
も
邪
魔
者
扱
ひ
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
謂
は
ば

秀
才
達
の
面
白
半
分
の
血
祭
に
挙
げ
ら
れ
た
と
い
つ
て
よ
い
。
意
外
な
目

に
遭
つ
て
、
後
に
事
が
よ
く
判
つ
て
見
て
も
、
わ
た
く
し
は
詩
に
対
し
て
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再
び
笑
顔
は
作
れ
な
く
な
つ
た
。
殊
に
詩
人
が
嫌
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
有
明
は
ま
だ
三
十
歳
代
前
半
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
よ
り
よ
ほ
ど
安
定
し

た
詩
人
と
し
て
の
地
位
を
築
い
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、『
有
明
集
』
が
批

判
さ
れ
た
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
彼
が
詩
を
離
れ
た
と

結
論
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
で
は
、
後
続
の
北
原
白
秋
や
三
木
露

風
の
よ
う
に
象
徴
詩
風
の
作
品
を
作
り
続
け
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
先
掲
し
た
御
風
の
「
新
体
詩
の
最
後
の
勝
利

者
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
あ
る
い
は
有
明
が
詩
に
求
め
て
い
た
の
は
、
新
体

詩
の
世
界
で
は
実
現
で
き
て
も
、
口
語
自
由
詩
に
よ
っ
て
は
実
現
不
可
能
な
も

の
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
有
明
詩
の
集
大
成
で
あ
る

『
有
明
集
』
か
ら
、
特
に
「
豹
の
血
（
小
曲
八
篇
）」
と
題
さ
れ
る
一
群
の
詩
篇

を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
小
品
集
は
「
有
明
の
象
徴
詩
の
到
達
点
を
示
す

も
の
と
し
て
、
極
め
て
高
い
完
成
度
を
備
え
て
（
５
）」
お
り
、
彼
の
詩
業
の
成
果
が

凝
縮
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
詩
篇
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
明
の
、

ま
た
新
体
詩
の
到
達
点
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
極
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
に
口
語
自
由
詩
へ
の
移
行
を
断

念
さ
せ
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
に
も
つ
な
が

る
と
考
え
る
。一　

内
面
の
表
現
―
―「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」

智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て

智ち

慧ゑ

の
相さ
う

者じ
ゃ

は
我わ
れ

を
見み

て
今け

日ふ

し
語か
た

ら
く
、

汝な

が
眉ま

目み

ぞ
こ
は
兆さ
が

悪あ

し
く
日ひ
な

曇ぐ
も

る
、

心こ
ゝ
ろ

弱よ
は

く
も
人ひ
と

を
恋こ

ふ
お
も
ひ
の
空そ
ら

の

雲く
も

、
疾は
や
ち風
、
襲お
そ

は
ぬ
さ
き
に
遁の
が

れ
よ
と
。

噫あ
ゝ

遁の
が

れ
よ
と
、
嫋た
を

や
げ
る
君き
み

が
ほ
と
り
を
、

緑み
ど
り

牧ま
き

、
草く
さ

野の

の
原は
ら

の
う
ね
り
よ
り

な
ほ
柔や
は
らか
き
黒く
ろ

髪か
み

の
綰わ
が
ねの
波な
み

を
、
―
―

こ
を
如い

何か

に
君き
み

は
聞き

き
判わ

き
た
ま
ふ
ら
む
。

眼め

を
し
閉と
づ

れ
ば
打う
ち

続つ
ゞ

く
沙い
さ
ごの
は
て
を

黄た
そ

昏が
れ

に
頚う
な

垂だ

れ
て
ゆ
く
も
の
の
か
げ
、

飢う

ゑ
て
さ
ま
よ
ふ
獣け
も
のか
と
と
が
め
た
ま
は
め
、

こ
の
影か
げ

ぞ
君き
み

を
遁の
が

れ
て
ゆ
け
る
身み

の

乾か
は

け
る
旅た
び

に
一ひ
と

色い
ろ

の
物も
の

憂う

き
姿す
が
た、
―
―

よ
し
さ
ら
ば
、
香に
ほ
ひの
渦う
づ

輪わ

、
彩あ
や

の
嵐あ
ら
し

に
。
（
６
）

　
「
智
慧
」
は
仏
教
語
で
物
事
の
道
理
を
悟
り
是
非
・
善
悪
を
わ
き
ま
え
る
心

の
は
た
ら
き
で
あ
り
、「
智
慧
の
相
者
」
は
同
じ
く
仏
教
語
に
言
う
仏
の
智
慧

を
表
わ
す
姿
の
「
智
慧
相
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
（
７
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
智
慧

の
相
者
」
と
は
智
慧
に
よ
る
導
き
手
と
観
相
占
い
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
備
え

た
存
在
だ
と
理
解
さ
れ
る
。

　
「
智
慧
」
を
備
え
た
観
相
占
い
が
「
我
」
の
目
の
奥
底
が
凶
兆
に
曇
っ
て
い

る
の
を
見
て
、
心
の
弱
さ
か
ら
恋
に
囚
わ
れ
る
前
に
遁
れ
る
よ
う
に
と
警
告
す
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る
と
こ
ろ
か
ら
一
篇
は
始
ま
る
。
そ
こ
で
「
我
」
が
〈
煩
悩
〉
に
囚
わ
れ
て
い

る
と
い
う
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

し
か
し
、
煩
悩
に
囚
わ
れ
て
い
る
「
我
」
は
、「
嫋
や
げ
る
君
」
か
ら
「
遁

れ
よ
」
と
い
う
相
者
の
言
葉
に
従
え
な
い
。
第
二
連
の
「
君
」
の
黒
髪
が
「
緑

牧
、
草
野
の
原
の
う
ね
り
よ
り
な
ほ
柔
か
」
く
う
ね
っ
て
波
う
つ
さ
ま
は
、

「
君
」
の
魅
力
が
「
智
慧
」
を
以
て
し
て
も
遁
れ
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
「
我
」
を

魅
了
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
こ
を
如
何
に
君
は
聞
き
判
き
た

ま
ふ
ら
む
」
と
い
う
言
葉
は
「
我
」
か
ら
「
君
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
相
者
の
勧
め
を
聞
き
容
れ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
自
分
自
身
へ
の
問
い
と

な
っ
て
は
ね
返
っ
て
く
る
も
の
で
も
あ
り
、
次
連
で
「
我
」
が
自
身
の
想
像
を

す
る
内
容
が
導
き
出
さ
れ
る
。

　

そ
れ
は
「
黄
昏
」
の
暗
い
空
の
下
、
波
打
ち
際
の
「
は
て
」
を
「
頚
垂
れ
て

ゆ
く
」
影
で
あ
り
、「
飢
ゑ
て
さ
ま
よ
ふ
獣
」
と
見
紛
う
よ
う
な
惨
憺
た
る
姿

で
あ
る
。
煩
悩
に
打
ち
克
つ
こ
と
の
で
き
な
い
「
心
弱
」
さ
が
、
む
し
ろ
逆
に

警
告
を
否
定
す
る
開
き
直
り
と
も
取
れ
る
強
さ
を
持
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
想
像

を
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
第
四
連
で
再
度
、「
君
を
遁
れ
」
た
自
分
が
辿
る
乾
い

た
彩
り
の
な
い
人
生
の
行
路
が
想
像
さ
れ
る
と
、
俄
か
に
「
我
」
は
「
智
慧
」

の
導
き
の
声
を
拒
絶
し
、
恋
の
「
渦
」
や
「
嵐
」
に
身
を
投
じ
る
こ
と
を
決
意

し
て
終
わ
る
。

　

本
作
は
初
め
『
文
章
世
界
』
第
二
巻
第
七
号
（
明
治
四
十
年
六
月
）
に
掲
載
さ

れ
た
。『
有
明
集
』
の
初
出
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
藤
伸
宏
「『
有
明
集
』
初

出
考
」
に
異
同
の
報
告
と
分
析
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
（
８
）。
佐
藤
氏
は
「
全
体
に

わ
た
っ
て
初
出
本
文
の
ひ
ら
が
な
表
記
が
詩
集
に
於
て
漢
字
に
改
め
ら
れ
て
い

る
」
点
に
つ
い
て
「
こ
の
作
品
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
緊
張
感
を
視
覚
的
に
強

化
」
す
る
も
の
と
い
う
見
解
を
示
す
と
と
も
に
、
詩
集
収
録
に
当
た
っ
て
十
三

行
目
か
ら
十
四
行
目
に
か
け
て
「
も
の
う
き
姿
、
／
よ
し
さ
ら
ば
香
の
渦
輪
、

彩
の
嵐
に
。」
か
ら
「
物
憂
き
姿
、
―
―
／
よ
し
さ
ら
ば
、
香
の
渦
輪
、
彩
の

嵐
に
。」
と
改
変
し
た
点
に
つ
い
て
は
、「
最
終
行
に
於
け
る
こ
の
詩
の
一
大
転

調
を
準
備
し
」「
こ
の
詩
の
備
え
る
劇
的
な
展
開
」
を
「
一
層
強
調
」
し
た
、

と
評
価
し
て
い
る
。

　

し
か
し
有
明
詩
の
特
徴
を
考
え
る
上
で
は
、
ほ
か
に
三
行
目
の
「
祥さ
が

な
く
も

う
ち
曇
る
」
を
「
兆
悪
し
く
日
曇
る
」
に
改
め
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

「
日
曇
る
」
は
枕
詞
「
日
曇
り
」
を
応
用
し
た
造
語
と
思
わ
れ
る
が
、
相
者
が

な
ぞ
ら
え
る
天
候
に
関
す
る
一
連
の
「
空
」「
雲
」「
疾
風
」
の
語
に
さ
ら
に
加

わ
る
こ
と
で
、
詩
句
間
の
緊
密
度
を
よ
り
高
め
る
効
果
を
得
て
い
る
。
定
め
ら

れ
た
音
数
の
中
に
、
よ
り
多
く
の
語
が
嵌
め
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
濃
密
さ
で
あ
る
。
ま
た
「
兆
悪
し
く
」
へ
の
改
変
も
、「
祥
な
く
も
」

よ
り
凶
兆
の
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
と
同
時
に
、
よ
り
凝
縮
さ
れ
た
密
度
の
濃

い
詩
句
と
な
っ
て
お
り
、
有
明
の
こ
う
し
た
詩
句
の
造
形
が
作
品
の
質
量
感
を

深
め
て
い
る
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
吉
田
精
一
は
第
四
連
の
最
終
行
に
関
し
て
、「
香
の
渦
輪
」
と

「
彩
の
嵐
」
と
い
う
表
現
が
「
い
づ
れ
も
前
三
連
と
や
ゝ
か
け
離
れ
た
表
現
で
、

突
飛
な
感
を
免
れ
な
い
」
点
を
難
じ
、「
説
明
に
す
ぎ
て
、
著
し
く
劣
る
効
果

し
か
挙
げ
て
ゐ
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
（
９
）。「
香
の
渦
輪
」「
彩
の
嵐
」
は
、
自

ら
進
ん
で
身
を
投
じ
よ
う
と
す
る
恋
の
世
界
を
嗅
覚
と
視
覚
を
通
し
て
形
象
化

し
た
語
句
だ
が
、
た
し
か
に
そ
れ
ま
で
の
内
容
か
ら
一
足
飛
び
に
話
が
転
じ
、
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突
然
持
ち
出
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
後
に
ア
ル
ス
版
『
有
明
詩
集
』
で

末
尾
の
一
行
が
「
湍た
ぎ

ち
湧わ

く
恋
の
渦う
づ

輪わ

に
禊み
そ

ぎ
し
て
ま
し
。」
と
変
え
ら
れ
、

「
よ
し
さ
ら
ば
」
が
「
い
ま
は
惑ま
ど

は
ず
、」
と
変
え
て
前
行
に
移
さ
れ
て
い
る
の

は
、
そ
の
突
飛
さ
を
避
け
る
た
め
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
唐
突
感
は

減
じ
る
一
方
、「
香
」
と
「
彩
」
の
語
が
抹
消
さ
れ
た
た
め
に
、
感
覚
的
な
広

が
り
が
失
な
わ
れ
、
さ
ら
に
説
明
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
）
10
（

。

　

さ
て
、
前
出
の
佐
藤
氏
は
、
本
作
の
主
題
に
関
し
て
「
恋
愛
に
傾
斜
す
る
情

念
の
動
き
と
そ
れ
を
誡
め
る
理
性
の
動
き
と
の
内
面
の
葛
藤
の
構
図
が
こ
こ
に

は
示
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
イ
メ
ー
ジ
が
存
分
に
描
き
込
ま
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
知
と
情
念
と
の
矛
盾
、
葛
藤
の
心
的
状
態
か
ら
恋
の
激

情
に
身
を
投
ず
る
決
意
へ
と
至
る
内
面
の
動
き
そ
の
も
の
が
、
躊
躇
い
と
揺
ら

ぎ
の
裡
に
見
事
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
そ
う
し
た

二
元
的
相
克
の
中
か
ら
官
能
と
情
動
の
世
界
へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
く
内
面
の
劇
と

し
て
の
主
題
論
的
枠
組
み
」
を
持
つ
作
品
で
あ
り
、
そ
の
主
題
に
つ
い
て
も

「
葛
藤
の
帰
趨
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
矛
盾
対
立
し
相
克
す
る
内
面
の

様
態
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
）
11
（

。

　

た
し
か
に
氏
の
指
摘
に
あ
る
通
り
、
作
者
で
あ
る
有
明
の
視
線
が
向
け
ら
れ

て
い
る
の
は
「
我
」
の
内
面
の
様
態
に
は
相
違
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
内
面
の

様
態
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
潜
在
的
な
意
識
の
流
れ
を
そ
の
ま
ま
描
出
す
る

方
法
を
と
っ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
第
三
連
以
下
で
「
我
」
は
自
分
自
身

の
未
来
を
想
像
す
る
が
、
幻
の
映
像
を
作
り
出
し
て
「
我
」
を
「
香
の
渦
輪
」

「
彩
の
嵐
」
へ
引
寄
せ
て
い
く
の
は
「
我
」
の
内
奥
に
あ
る
潜
在
意
識
で
あ
る
。

有
明
は
人
間
の
心
内
に
あ
る
潜
在
意
識
と
い
う
も
の
の
理
性
を
超
え
た
不
可
思

議
な
働
き
を
、「
我
」
を
視
座
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
有

明
が
多
大
な
影
響
を
受
け
た
と
い
う
『
象
徴
主
義
の
文
学
運
動
』
中
で
著
者
シ

モ
ン
ズ
が
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
作
品
に
対
し
て
「
潜
在
意
識
的
な
自
我
）
12
（

」
を
認
め

て
い
る
の
と
同
様
の
人
間
の
内
奥
へ
分
け
入
る
試
み
で
あ
り
、
彼
な
り
に
人
間

の
内
面
認
識
を
潜
在
意
識
層
に
ま
で
深
め
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
深
い
地
点
に
あ
る
自
我
の
本
質
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
点
に
、
有

明
が
近
代
人
た
る
認
識
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
有
明
が
そ
の
種
の
深
い
内
面
表
現
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
仮

定
の
も
と
で
「
豹
の
血
」
を
見
る
と
、
女
性
を
め
ぐ
る
恋
の
苦
悩
を
通
じ
て
煩

悩
に
囚
わ
れ
た
人
間
の
心
の
状
態
を
表
現
す
る
際
、
複
数
の
作
品
で
共
通
の
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見

て
」
で
用
い
ら
れ
た
「
か
げ
」「
は
て
」
は
、「
月
し
ろ
」「
蠱
の
露
」「
寂
静
」

で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
黄
昏
」
は
「
月
し
ろ
」
で
も
使
用
さ
れ
て
い

る
上
、「
宵
」
と
「
夜
」
の
二
語
を
含
め
る
と
八
篇
中
五
篇
に
見
ら
れ
、
多
く

の
詩
篇
に
夕
刻
か
ら
夜
に
か
け
て
の
時
間
帯
が
謳
い
込
ま
れ
て
い
る
。「
か
げ
」

に
つ
い
て
言
え
ば
、
表
記
の
異
な
る
「
影
」「
陰
」「
か
げ
」
お
よ
び
、
そ
れ
と

対
照
を
な
す
「
光
」
に
類
す
る
語
ま
で
含
め
れ
ば
八
篇
中
六
篇
で
使
わ
れ
て
い

る
。「
豹
の
血
」
の
各
篇
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
水
の
イ
メ
ー
ジ
」「
限
定
さ
れ
、

閉
ざ
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
）
13
（

が
、
作
品
を
構
成
す
る
こ

れ
ら
の
語
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
か
げ
」
と
「
光
」
に
関
係
す
る
イ
メ
ー

ジ
、「
夜
」
に
総
括
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
も
加
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ

ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
有
明
に
と
っ
て
は
、
内
面
の
奥
深
く
潜
在
意
識
の
層
に
ま

で
沈
潜
し
た
世
界
を
表
現
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
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さ
ら
に
加
え
れ
ば
、
八
篇
中
六
篇
で
、「
夢
」
が
何
ら
か
の
形
で
謳
い
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
象
徴
詩
に
お
い
て
「
夢
」
は
常
套

的
な
表
現
だ
が
、
有
明
は
、
人
間
が
睡
眠
中
に
見
る
夢
と
は
異
な
る
「
水
の

夢
」「
夢
の
夢
」「
真
珠
の
夢
」
な
ど
の
特
徴
あ
る
表
現
を
用
い
、「
夢
」
と
い

う
言
葉
自
体
が
持
つ
神
秘
と
不
思
議
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
広
範
に
活
用
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
を
繰
り
返
し
謳
い
込
む
こ
と
に
よ
り
、
各
作
品
は
そ

れ
ぞ
れ
の
語
が
意
味
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
さ
ら
に
は
、
他
の
作
品
と
共
鳴

し
て
響
き
合
う
効
果
が
生
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

二　

不
思
議
の
力
―
―「
月
し
ろ
」　

　

有
明
が
採
用
し
た
こ
れ
ら
の
特
徴
的
な
語
句
が
、
効
果
的
に
イ
メ
ー
ジ
を
紡

ぎ
上
げ
て
い
る
例
と
し
て
、
次
に
「
月
し
ろ
」
を
見
て
い
き
た
い
。

淀よ
ど

み
流な
が

れ
ぬ
わ
が
胸む
ね

に
憂う
れ

ひ
悩な
や

み
の

浮う
き

藻も

こ
そ
ひ
ろ
ご
り
わ
た
れ
黝く
ろ

ず
み
て
、

い
つ
も
い
ぶ
せ
き
黄た
そ

昏が
れ

の
影か
げ

を
や
ど
せ
る

池い
け

水み
づ

に
映う

つ

る
は
暗く

ら

き
古ふ

る

宮み
や

か
。　
　
　
　
　
　
　

 

（
第
一
連
）

石い
し

の
階

き
ざ
は
し

頽く
づ

れ
落お

ち
、
水み

際ぎ
は

に
寂さ

び
ぬ
、

沈し
づ

み
た
る
快け

楽ら
く

を
誰た
れ

か
ま
た
讃ほ

め
む
、

か
つ
て
た
ど
り
し
佳よ
き

人ひ
と

の
足あ

の
音と

の
歌う
た

を

そ
の
石い
し

に
な
ほ
慕し
た

ひ
寄よ

る
水み
づ

の
夢ゆ
め

。　
　
　
　
　

 

（
第
二
連
）

　
「
浮
藻
」
が
広
が
っ
て
黒
ず
む
「
池
水
」
は
、「
わ
が
胸
」
の
「
憂
ひ
悩
み
」

を
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
常
に
黄
昏
の
よ
う
な
暗
い
影
を
や
ど
し
て

い
る
。
水
面
に
姿
を
映
す
「
暗
き
古
宮
」
は
、
第
二
連
冒
頭
に
よ
っ
て
廃
墟
で

あ
る
と
知
れ
る
。
現
実
と
幻
想
、
現
在
と
過
去
が
交
差
す
る
廃
墟
と
し
て
の

「
古
宮
」
は
、
恋
人
と
過
ご
し
た
時
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
今
、
石
段
が
池

の
縁
ま
で
崩
れ
落
ち
、
人
影
も
な
く
孤
寂
そ
の
も
の
で
あ
る
。
石
造
り
で
あ
る

こ
と
が
西
洋
的
な
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
そ
の
廃
墟
に
は
、
恋
の
「
快

楽
」
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
池
の
底
に
沈
ん
だ
今
も
、
昔
を
慕
っ
て
水
が
寄

せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
擬
人
化
さ
れ
た
「
水
」
が
、「
足
の
音
の
歌
」
の
記
憶

を
夢
と
慕
っ
て
、
石
の
階
段
に
さ
ざ
波
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

松
村
緑
は
「
こ
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
は
ま
こ
と
に
美
し
く
、
さ
な
が
ら
一
幅
の

絵
で
あ
る
）
14
（

」
と
い
う
賞
賛
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

重
ね
た
結
果
と
し
て
の
絵
画
的
な
情
景
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
む
し
ろ

「
佳
人
の
足
の
音
の
歌
」「
水
の
夢
」
な
ど
視
覚
に
よ
ら
な
い
微
妙
な
感
覚
的
語

句
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
一
種
の
雰
囲
気
が
、
本
作
に
独
特
の
美
的
効
果
を

加
え
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
他
作
品
と
同
様
、
定
型
音
数
の
中
に
新
た
な
イ

メ
ー
ジ
を
生
む
語
が
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
次
々
に
嵌
め
込
ま
れ
、
意
味
上
も
切

れ
目
な
く
連
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
が
切
れ
目
な
く
流
れ
る
音
楽
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
点
も
効
果
と
し
て
大
き
い
。
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
て
作
品

を
底
辺
か
ら
支
え
、
情
調
的
な
美
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

花は
な

の
思お
も

ひ
を
さ
な
が
ら
の
祷い
の
りの
言こ
と

葉ば

、

額ぬ
か

づ
き
し
面お
も

わ
の
か
げ
の
滅き

え
が
て
に
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こ
の
世よ

な
ら
ざ
る
縁え
に
しこ
そ
不ふ

し

ぎ
思
議
の
ち
か
ら
、　　
（
第
三
連
）

　

こ
こ
で
は
、
か
つ
て
の
恋
人
が
額
ず
い
て
祷
り
を
捧
げ
る
姿
で
心
の
池
水
に

現
わ
れ
る
。「
花
の
思
ひ
を
さ
な
が
ら
」
に
祷
る
姿
は
、
有
明
が
終
生
愛
し
た

Ｄ
・
Ｇ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
描
く
女
性
の
肖
像
画
を
想
わ
せ
る
が
、
恋
が
過
去
の

も
の
と
な
っ
て
も
、
彼
女
の
面
影
は
「
不
思
議
の
ち
か
ら
」
の
た
め
に
「
わ
が

胸
」
か
ら
消
え
難
い
。

追お
も

憶ひ
で

の
遠と
お

き
昔む
か
しの
み
空そ
ら

よ
り

池い
け

の
こ
こ
ろ
に
懐な
つ

か
し
き
名な

残ご
り

の
光ひ
か
り、

月つ
き

し
ろ
ぞ
今い
ま

も
を
り
を
り
浮う
か

び
た
だ
よ
ふ
。　
　
 

（
第
四
連
）

　
「
月
し
ろ
」
と
は
本
来
、
月
が
昇
ろ
う
と
す
る
時
に
空
が
白
む
こ
と
を
言
う
）
15
（

。

末
尾
の
「
浮
び
た
だ
よ
ふ
」
は
、
ほ
の
白
い
月
の
形
が
、
か
す
か
な
水
面
の
揺

れ
に
姿
を
た
だ
よ
わ
せ
な
が
ら
映
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
有
明
は
、

「
月
し
ろ
」
の
白
々
と
明
る
い
月
の
光
、
そ
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
ほ
の
白
く
明

る
ん
だ
空
気
に
、
過
去
の
恋
が
忽
然
と
蘇
る
不
思
議
さ
と
驚
き
を
象
徴
さ
せ
て

い
る
。「
月
し
ろ
」
は
、
己
の
意
識
と
は
独
立
し
て
働
く
不
思
議
な
力
に
よ
っ

て
、
か
つ
て
の
恋
を
追
憶
と
し
て
今
も
折
々
心
の
池
水
に
映
し
出
し
、
白
々
と

照
ら
す
。「
こ
の
世
な
ら
ざ
る
縁
」
は
理
性
で
は
解
明
で
き
な
い
か
ら
こ
そ

「
不
思
議
」
で
あ
り
、
そ
の
「
力
」
は
人
間
の
顕
在
意
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
で

働
い
て
い
る
。
そ
の
「
月
し
ろ
」
が
憂
愁
に
黒
ず
ん
で
淀
む
心
の
「
池
水
」
を

ほ
の
明
る
く
照
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
語
り
手
は
憂
悶
か
ら
解
放
さ
れ
、
し
ば
し

の
陶
酔
と
安
ら
ぎ
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。

　

芭
蕉
に
「
名
月
や
池
を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら
」
の
句
が
あ
る
が
、
こ
の
俳

句
と
本
作
を
並
べ
る
と
、
皓
々
と
池
を
照
ら
し
出
す
「
名
月
」
と
、
辺
り
を
ほ

の
白
く
明
る
ま
せ
、
池
の
水
面
に
そ
の
姿
を
ゆ
ら
め
き
な
が
ら
映
す
「
月
し

ろ
」
の
相
違
に
は
決
定
的
な
も
の
が
あ
る
。
本
作
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、

実
景
と
し
て
の
美
し
い
月
夜
で
は
な
い
。
月
の
光
が
照
ら
し
出
す
の
は
、
憂
愁

に
閉
ざ
さ
れ
た
暗
い
池
水
に
時
折
浮
か
び
上
が
る
過
去
の
恋
で
あ
る
。
追
憶
と

い
う
衝
動
が
無
意
識
の
う
ち
に
心
内
に
生
じ
、
人
間
に
幻
想
を
見
せ
る
。
そ
の

神
秘
を
有
明
は
描
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

有
明
が
人
間
の
内
面
に
神
秘
を
見
出
し
、
そ
こ
で
感
じ
た
驚
き
を
作
品
化
し

た
こ
と
に
は
、
北
村
透
谷
や
国
木
田
独
歩
に
連
な
る
一
種
の
驚
異
思
想
を
看
取

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
明
が
「
明
治
の
真
の
詩
人
は
、
透
谷
と
独
歩
の

二
人
き
り
だ
」
と
話
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
啄
木
の
日
記
に
残
さ
れ
て
い

る
）
16
（

が
、
第
三
詩
集
の
『
春
鳥
集
』「
自
序
」
に
は
、「
自
然
」
を
生
命
全
般
を
指

す
も
の
と
し
、
か
つ
絶
え
ず
変
化
し
て
ゆ
く
流
動
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
汎

神
論
的
自
然
観
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
透
谷
が
持
っ
て
い
た
自
然
観
を
引
き
継

い
だ
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
人
間
の
内
面
に
潜
む
理
性
と

は
異
質
の
も
の
の
存
在
と
動
き
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
点
に
は
、
と
も
に
竜
土

会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
独
歩
の
影
響
が
あ
る
と
見
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三　
「
茉
莉
花
」
に
見
る
表
現
世
界

　
「
有
明
の
最
名
作
の
一
で
あ
り
、
彼
の
代
表
作
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
の

象
徴
詩
の
頂
点
を
示
す
作
の
一
つ
）
17
（

」
と
評
さ
れ
た
「
茉
莉
花
」
は
、「
豹
の
血
」



― 120 ―

で
は
六
篇
目
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
。『
新
思
潮
』
創
刊
号
（
明
治
四
十
年
十

月
）
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
大
き
な
異
同
が
な
い
形
で
『
有
明
集
』
に
収
録
さ
れ

た
。

茉
莉
花

咽む
せ

び
嘆な
げ

か
ふ
わ
が
胸む
ね

の
曇く
も

り
物も
の

憂う

き

紗し
や

の
帳と
ば
りし
な
め
き
か
か
げ
、
か
が
や
か
に
、

或あ
る

日ひ

は
映う
つ

る
君き
み

が
面お
も

、
媚こ
び

の
野の

に
さ
く

阿あ

芙ふ

蓉よ
う

の
萎ぬ

え
嬌な
ま

め
け
る
そ
の
匂に
ほ

ひ
。

魂た
ま

を
も
蕩た

ら
す
私さ
ゝ

語め
き

に
誘さ
そ

は
れ
つ
つ
も
、

わ
れ
は
ま
た
君き
み

を
擁い

だ

き
て
泣な

く
な
め
り
、

極ご
く

秘ひ

の
愁う
れ
ひ、
夢ゆ
め

の
わ
な
、
―
―
君き
み

が
腕か
ひ
なに
、

痛い
た

ま
し
き
わ
が
た
だ
む
き
は
と
ら
は
れ
ぬ
。

ま
た
或あ
る

宵よ
ひ

は
君き
み

見み

え
ず
、
生す
ゞ
し絹
の
衣き
ぬ

の

衣き
ぬ

ず
れ
の
音お

と

の
さ
や
さ
や
す
ず
ろ
か
に

た
だ
伝つ
た

ふ
の
み
、
わ
が
心こ
ゝ
ろこ
の
時と
き

裂さ

け
つ
、

茉ま
つ

莉り

花く
わ

の
夜よ
る

の
一ひ
と

室ま

の
香か

の
か
げ
に

ま
じ
れ
る
君き
み

が
微ほ
ゝ

笑ゑ〔
み
〕は
わ
が
身み

の
痍き
づ

を

も
と
め
来き

て
泌し

み
て
薫か
を

り
ぬ
、
貴あ
て

に
し
み
ら
に
。

　
「
智
慧
の
相
者
は
我
を
見
て
」
や
「
月
し
ろ
」
と
同
様
、「
わ
れ
」
の
胸
は
こ

こ
で
も
「
物
憂
」
さ
で
塞
が
れ
て
い
る
。「
豹
の
血
」
全
体
を
覆
う
主
調
と
し

て
「
憂
愁
」
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

冒
頭
「
わ
れ
」
の
心
は
「
君
」
を
思
っ
て
「
咽
び
嘆
」
く
ほ
ど
の
憂
愁
に

「
曇
」
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
心
に
か
か
る
「
紗
の
帳
」
を
し

な
を
作
っ
て
た
く
し
上
げ
、「
君
」
が
あ
で
や
か
に
現
出
す
る
。
そ
の
美
し
さ

は
「
媚
」
と
い
う
「
野
」
に
咲
く
罌
粟
が
萎
え
か
か
っ
て
い
る
の
に
た
と
え
ら

れ
る
艶
め
か
し
さ
で
あ
る
。
続
く
第
二
連
で
は
、「
君
」
の
魅
惑
的
な
愛
の
さ

さ
や
き
に
誘
わ
れ
な
が
ら
も
、「
わ
れ
」
は
「
君
」
を
「
擁
」
い
て
ま
た
泣
く

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
、
と
悲
観
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
秘
め
事
で
あ

り
、
夢
の
よ
う
に
甘
い
罠
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
、
痛
ま
し
く
も
魅
了
さ
れ
囚
わ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
連
で
語
ら
れ
る
場
面
が
想
像
か
現
実
に
起
き
た
こ
と
か
で
解
釈
が
分
か

れ
る
）
18
（

の
は
、「
泣
く
な
め
り
」
と
「
夢
の
わ
な
」
の
二
句
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
む
し
ろ
想
像
と
も
現
実
と
も
つ
か
な
い
あ
や
う
さ
が
、
感
覚
に
よ
っ

て
雰
囲
気
を
味
わ
わ
せ
る
も
の
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
「
わ
れ
は
ま
た
君
を
擁
き
て
泣
く
な
め
り
」
に
つ
い
て
、

「
私
は
ま
た
も
貴
女
を
抱
擁
し
て
、
ど
う
し
て
も
愛
欲
の
誘
惑
に
う
ち
か
て
な

い
自
分
の
悲
し
い
性
を
嘆
い
て
泣
く
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
解
し
、
誘
惑
に
勝
て

な
い
己
の
弱
さ
を
嘆
い
て
泣
く
と
す
る
見
方
）
19
（

、
ま
た
、「
苦
い
覚
醒
の
意
識
」

を
認
め
、「
わ
れ
」
の
内
面
に
「
陶
酔
」
と
「
覚
醒
」
の
対
立
が
あ
り
、
そ
の

た
め
に
生
じ
る
「
苦
悩
」
と
「
痛
み
」
が
「
わ
れ
」
を
苦
し
め
る
と
い
う
見
方

を
示
し
た
も
の
が
あ
る
）
20
（

。
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し
か
し
「
わ
れ
」
が
「
君
を
擁
き
」
な
が
ら
も
「
泣
く
」
こ
と
に
な
る
の
は
、

寺
田
透
が
座
談
会
）
21
（

の
中
で
「
あ
ん
な
に
き
れ
い
に
仕
立
て
て
あ
る
け
ど
、
ど
こ

か
の
私
娼
窟
に
違
い
な
い
ん
だ
。
あ
あ
い
う
ふ
う
に
仕
立
て
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
相
手
の
女
性
が
娼
妓
で
あ
り
、

決
し
て
自
分
一
人
の
恋
人
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か

ろ
う
か
。「
媚
」
と
い
う
手
管
を
知
悉
し
、「
阿
芙
蓉
」
が
咲
き
き
っ
て
萎
え
か

か
っ
て
い
る
よ
う
な
艶
め
か
し
い
美
女
。
会
う
時
に
は
相
手
を
た
ら
し
込
む
よ

う
な
誘
惑
の
そ
ぶ
り
で
睦
言
を
さ
さ
や
く
が
、
そ
れ
も
密
室
で
の
束
の
間
の
逢

瀬
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
夢
の
よ
う
な
甘
さ
で
仕
組
ま
れ
る
虚
偽
の
睦
み
合
い

に
よ
っ
て
自
分
を
虜
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
罠
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分

は
そ
う
と
知
り
つ
つ
誘
惑
に
抵
抗
で
き
ず
、
女
性
の
魅
力
に
囚
わ
れ
き
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
咽
び
嘆
き
、
憂
愁
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
作
中
の
「
わ
れ
」
は
女
性
に
魅
了
さ
れ
き
っ
て
お
り
、
理
性

に
よ
る
「
覚
醒
」
の
な
い
状
態
で
あ
る
。「
わ
れ
」
は
、
こ
れ
だ
け
恋
い
慕
う

相
手
で
あ
る
の
に
自
分
は
客
の
一
人
で
し
か
な
い
と
い
う
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
ゆ

え
に
泣
い
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

女
性
の
素
性
を
さ
ら
に
は
っ
き
り
示
唆
し
て
い
る
の
が
第
三
連
で
あ
る
。
あ

る
晩
の
こ
と
、「
君
」
は
薄
絹
の
軽
や
か
な
衣
ず
れ
の
音
だ
け
を
聞
か
せ
て
姿

を
見
せ
な
い
。
そ
れ
は
、
別
の
客
の
相
手
を
し
て
い
る
か
ら
だ
と
推
断
で
き
る
。

寺
田
は
「
ど
こ
か
の
私
娼
窟
」
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
が
会
い
た
く
て

も
会
え
な
い
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
吉
原
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
彼
女
の
気
配
だ
け
を
感
じ
、
会
え
ず
に
終
わ
っ
た
時
、「
わ
が
心
」

は
つ
い
に
張
り
裂
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
第
三
連
の
末
尾
は
、
初
出
時
の
句
点
か
ら
『
有
明
集
』
収
録
時
に
読
点

に
変
更
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
第
三
連
か
ら
第
四
連
へ
の
移
行
は
、
は
っ
き
り
切

れ
て
い
た
形
か
ら
連
続
的
な
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
わ
が
心
」

が
「
裂
け
」
た
時
点
か
ら
間
を
置
か
ず
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
早
く
も
「
わ
れ
」

の
部
屋
に
か
ぐ
わ
し
い
茉
莉
花
の
香
が
充
ち
る
と
い
う
状
況
が
新
た
に
設
定
さ

れ
た
と
言
え
る
。
そ
の
濃
厚
な
香
の
か
げ
か
ら
「
君
」
の
幻
が
微
笑
と
と
も
に

浮
か
び
上
が
り
、「
わ
が
心
」
の
傷
を
求
め
て
、
あ
で
や
か
に
、
染
み
る
よ
う

に
薫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
手
ひ
ど
い
打
撃
を
受
け
て
も
依
然
と

し
て
女
性
の
悩
ま
し
い
面
影
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
濃
厚
な
香
に
侵
さ
れ
て

陶
酔
の
境
地
へ
誘
わ
れ
て
ゆ
く
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
作
は
娼
妓
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
が
、「
阿
芙
蓉
」

や
「
茉
莉
花
」
と
い
っ
た
語
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
醸
さ
れ
る
エ
キ
ゾ

チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
や
、「
匂
ひ
」「
香
」「
衣
ず
れ
の
音
」
な
ど
の
感
覚
に
訴
え

る
描
写
に
よ
っ
て
官
能
的
で
魅
力
的
な
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ー
ル
と
呼
べ
る
よ
う

な
普
遍
的
な
女
性
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
幻
想
と
も
現
実
と
も
つ
か
な

い
状
況
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
よ
り
感
覚
的
に
雰
囲
気
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
に

成
功
し
て
お
り
、
作
品
世
界
を
現
実
と
は
異
質
の
幻
惑
的
な
世
界
に
昇
華
さ
せ

て
い
る
。
こ
こ
に
は
、〈
あ
り
の
ま
ま
に
明
示
し
な
い
〉
有
明
の
詩
作
態
度
が

見
て
取
れ
る
。
そ
も
そ
も
象
徴
主
義
に
は
「
詩
想
の
明
ら
さ
ま
の
解
説
や
叙
述

を
避
け
、
こ
と
ば
の
影
に
漂
ふ
イ
メ
ー
ヂ
の
幻
想
と
、
極
め
て
旋
律
的
の
美
し

い
音
楽
と
に
よ
つ
て
、
詩
想
を
一
種
の
縹
渺
た
る
雰
囲
気
に
表
現
）
22
（

」
す
る
と
い

う
一
面
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
寺
田
透
の
「
あ
あ
い
う
ふ
う
に
仕
立
て
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
発
言
は
、
作
品
世
界
の
設
定
そ
の
も
の
を
変
え
て
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い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
一
室
の
部
屋
に
も
異
国
的
情
調
を
ふ

ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
で
別
の
空
間
に
仕
立
て
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
明
示
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
不
可
視
の
対
象
を
表
現
し
よ
う
と
し
た

た
め
に
、
夢
や
想
像
な
ど
そ
れ
自
体
が
非
現
実
的
な
空
間
を
設
定
す
る
必
要
が

あ
っ
た
と
い
う
事
情
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
詩
と
し
て
の
芸

術
性
を
付
加
す
る
た
め
に
現
実
を
超
え
た
美
的
な
空
間
へ
の
変
更
が
行
わ
れ
た

と
い
う
側
面
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
彼
が
芸
術
性
と
し
て
の
詩
美
を
重
視
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
有
明
と
い
う
人
間
が
資
質

と
し
て
持
っ
て
い
た
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
も
作
用
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

表
現
上
の
限
界
点
―
―「
蠱
の
露
」

　
「
豹
の
血
」
は
、
恋
愛
に
関
す
る
心
内
の
様
相
を
表
現
し
た
八
篇
を
、
大
き
く

見
れ
ば
時
間
的
な
流
れ
に
沿
っ
て
配
置
し
た
連
作
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ

て
五
篇
目
の
「
蠱
の
露
」
は
酒
を
直
接
の
題
材
に
取
っ
た
異
色
の
作
と
言
え
る
。

文あ
や

目め

も
わ
か
ぬ
夜よ
る

の
室む
ろ

に
濃こ

き
愁う
れ

ひ
も
て

醸か

み
に
た
る
酒さ

け

に
し
あ
れ
ば
、
唇

く
ち
び
る

に

そ
の
さ
さ
や
き
を
日ひ

も
す
が
ら
味あ
ぢ
はひ
知し

り
ぬ
、

わ
が
君き
み

よ
、
絶た

え

間ま

も
あ
ら
ぬ
誄し

ぬ
び

辞ご
と

。　
　
　
　
　
（
第
一
連
）

　

こ
の
作
品
で
も
描
出
さ
れ
る
の
は
心
内
の
変
化
で
あ
る
。
冒
頭
、
も
の
の
見

分
け
も
つ
か
な
い
よ
う
な
暗
い
部
屋
で
、「
濃
き
愁
ひ
」
に
よ
っ
て
醸
さ
れ
た

酒
を
語
り
手
が
口
に
し
て
い
る
様
子
が
示
さ
れ
る
。
酒
は
「
さ
さ
や
き
」
の
よ

う
に
語
り
手
を
誘
惑
す
る
が
、「
わ
が
君
よ
、
絶
間
も
あ
ら
ぬ
誄
辞
」
の
一
行

に
よ
っ
て
、
語
り
手
に
さ
さ
や
い
て
い
る
の
が
酒
な
の
か
恋
い
慕
う
相
手
で
あ

る
「
わ
が
君
」
の
幻
な
の
か
判
然
と
し
な
く
な
っ
て
い
く
様
子
が
語
ら
れ
る
。

そ
の
さ
さ
や
き
は
絶
え
間
な
い
「
誄
辞
」
と
な
っ
て
、
酒
の
誘
惑
と
「
君
」
の

誘
惑
と
が
錯
綜
す
る
よ
う
に
語
り
手
を
陶
酔
の
世
界
へ
誘
う
の
で
あ
る
。「
誄

辞
」
と
は
、
陶
酔
の
果
て
の
理
性
の
死
、
す
な
わ
ち
デ
カ
ダ
ン
の
心
境
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

何な
に

の
痛い
た

み
か
柔や
は
らか
き
こ
の
酔ゑ
ひ

に
し
も

ま
さ
ら
む
や
、
嘆な
げ

き
思お
も

ふ
は
何な
に

な
る
と

占う
ら

問ど

ひ
ま
す
な
、
夢ゆ
め

の
夢ゆ
め

、
君き
み

が
み
苑そ
の

に

あ
り
も
せ
ば
、
こ
は
蜉か
げ

蝣ろ
ふ

の
か
げ
の
か
げ
。 　
　
（
第
二
連
）

見み

お
こ
せ
た
ま
へ
盞
さ
か
づ
きを
、
げ
に
美う
る

は
し
き

お
ん
眼め

こ
そ
翅つ
ば
さう
る
め
る
乙つ
ば

鳥く
ら
め

、

透す
い

影か
げ

に
し
て
浮う
か

び
添そ

ひ
映う
つ

り
徹と
ほ

り
ぬ
、　　
　
　
　
（
第
三
連
）

　

語
り
手
に
は
酒
の
酔
い
に
ま
さ
る
痛
み
が
あ
る
の
だ
が
、
何
を
嘆
く
の
か
問

わ
な
い
で
く
れ
と
「
君
」
に
懇
願
す
る
。
そ
れ
は
自
ら
も
嘆
き
の
意
味
を
問
う

こ
と
を
止
め
、
酔
い
に
身
を
委
ね
る
意
志
の
表
明
で
あ
り
、「
夢
の
夢
」「
蜉
蝣

の
か
げ
の
か
げ
」
の
詩
句
に
表
現
さ
れ
る
夢
幻
の
境
地
に
没
入
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
第
三
連
で
は
、「
見
お
こ
せ
た
ま
へ
」
と
促
す
酒
盃
に
「
わ
が
君
」
の

美
し
い
黒
い
瞳
を
持
っ
た
面
影
が
透
か
す
よ
う
な
影
と
な
っ
て
「
浮
び
添
ひ
映
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り
徹
」
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
酔
い
な
が
ら
「
わ
が
君
」
の
幻
像
を
追

い
求
め
て
い
る
語
り
手
の
心
内
の
様
子
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

い
み
じ
さ
よ
、
濁に
ご

れ
る
酒さ
け

も
今い
ま

は
と
て

輝か
ゞ
や

き
出い

づ
れ
、
う
ら
う
へ
に
、
霊た
ま

の
欲ほ

り
す
る

蠱ま
じ

の
露つ
ゆ

。
―
―
い
ざ
諸も
ろ

共と
も

に
乾ほ

し
て
あ
ら
な
む
。 

（
第
四
連
）

　

驚
い
た
こ
と
に
、「
愁
ひ
」
の
濁
り
酒
が
今
で
は
逆
に
輝
き
出
す
美
酒
と

な
っ
て
い
る
。
も
と
は
「
濃
き
愁
ひ
」
か
ら
醸
さ
れ
た
酒
を
飲
ん
で
い
た
の
が
、

語
り
手
は
酔
い
と
と
も
に
憂
愁
か
ら
解
き
放
た
れ
、
酒
の
快
楽
を
心
ゆ
く
ま
で

堪
能
し
よ
う
と
い
う
境
地
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の

「
霊
」
が
欲
す
る
美
酒
を
、
さ
あ
一
緒
に
飲
み
干
そ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う

語
り
か
け
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　

本
作
は
初
出
時
の
『
早
稲
田
文
学
』（
明
治
四
十
年
七
月
）
か
ら
『
有
明
集
』

収
録
時
に
は
大
き
な
変
更
が
な
い
が
、『
有
明
詩
集
』
で
は
「
見
お
こ
せ
た
ま

へ
」
と
改
題
さ
れ
、
本
文
も
第
二
連
が
「
た
だ
悩
ま
し
く
や
は
ら
か
き
酔
の
い

た
み
は
、
／
わ
れ
と
わ
が
死
を
ば
誘
は
む
、
や
う
や
う
に
、
―
―
／
そ
の
嘆
か

ひ
の
も
と
す
ゑ
を
う
ら
問
ひ
ま
す
な
、
／
君
が
身
に
、
こ
は
蜉
蝣
の
か
げ
の
か

げ
。」、
第
三
連
が
「
見
お
こ
せ
た
ま
へ
、
た
だ
ひ
と
目
、
わ
が
盞
を
、
／
お
ん

眼
こ
そ
翅
う
る
ほ
ふ
つ
ば
く
ら
め
、
透
い
か
げ
に
し
て
つ
や
や
か
に
映
り
浮
び

ぬ
、
―
―
」
と
大
幅
に
改
変
さ
れ
た
）
23
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。
原
詩
に
は
な
か
っ
た
「
わ
が
死
」
と
い

う
言
葉
が
加
え
ら
れ
、
内
容
的
に
も
変
化
し
て
い
る
。
一
見
し
て
ひ
ら
が
な
の

割
合
が
増
え
て
い
る
が
、
表
現
そ
の
も
の
を
変
え
た
た
め
に
、
言
葉
を
選
び
抜

き
、
そ
れ
を
精
妙
に
嵌
め
込
ん
で
緊
密
に
作
品
を
構
築
し
て
い
く
有
明
の
特
色

か
ら
は
遠
の
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
た
と
え
ば
第
三
連
の
「
浮
び
添
ひ
映
り

徹
り
ぬ
」
が
「
つ
や
や
か
に
映
り
浮
び
ぬ
」
と
改
変
さ
れ
た
結
果
、
畳
み
か
け

ら
れ
る
よ
う
な
緊
張
感
は
減
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
後
年
の
改
作
と
比
較
す
る

と
、『
有
明
集
』
当
時
の
彼
の
詩
の
特
徴
は
、
決
め
ら
れ
た
音
数
中
に
語
を
多

く
嵌
め
込
む
こ
と
に
よ
る
凝
縮
さ
れ
た
緊
密
な
表
現
に
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て

確
認
さ
れ
る
。
題
名
が
変
更
さ
れ
た
の
も
難
解
語
を
避
け
る
意
識
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
が
、「
蠱
」
の
語
に
本
来
あ
る
「
虫
を
使
っ
た
占
い
」
の
意
や
、「
蠱

惑
」
の
意
が
活
用
さ
れ
な
い
分
、
作
品
の
題
名
と
し
て
は
含
意
が
弱
ま
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
作
の
「
わ
が
君
」
に
つ
い
て
は
、
友
人
と
す
る
説
（
石
丸
）、

恋
の
対
象
で
あ
る
女
性
と
す
る
説
（
渋
沢
）、
す
で
に
死
者
で
あ
る
女
性
と
い

う
説
（
佐
藤
）
と
、
三
者
三
様
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
「
誄
辞
」

を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
石
丸
は
「
誄
辞
」

を
「
ひ
そ
ひ
そ
と
誘
惑
す
る
よ
う
な
言
葉
）
24
（

」
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
有
明
が

「
し
ぬ
び
ご
と
」
に
「
誄
辞
」
の
字
を
充
て
た
意
味
が
判
然
と
し
な
い
。
一
方
、

渋
沢
は
「
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
醸
造
の
過
程
で
な
に
も
の
か
死
ん
で
い
っ

た
も
の
が
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
）
25
（

」
と
だ
け
述
べ
、
そ
れ
以
上
は
深
く
追
求

せ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
佐
藤
氏
は
「「
わ
が
君
よ
、
絶
間
も
あ

ら
ぬ
誄
辞
」
と
い
う
一
行
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
既
に
死
せ
る
「
君
」
を
悼
む

悲
痛
な
「
愁
ひ
」
を
宿
し
た
酒
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
」
と
し
、
し
た

が
っ
て
第
二
連
で
は
「
既
に
死
別
し
た
は
ず
の
「
君
」
と
共
に
在
る
「
み
苑
」

の
光
景
が
「
夢
の
夢
」
の
世
界
と
し
て
語
ら
れ
」「
夢
想
の
世
界
の
中
で
、「
愁
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ひ
」「
嘆
き
」
の
思
い
は
薄
れ
、
消
え
う
せ
て
ゆ
く
」
と
跡
付
け
て
い
る
）
26
（

。

　

し
か
し
、「
絶
間
も
あ
ら
ぬ
誄
辞
」
の
主
体
は
、「
君
」
と
考
え
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
誄
辞
」
は
「
君
」
か
ら
語
り
手
に
向
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。『
有
明
詩
集
』
に
お
け
る
改
変
「
わ
れ
と
わ
が
死
を
ば
誘
は
む
」

を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、〈
死
〉
へ
向
か
い
つ
つ
あ
る
の
が
語
り
手
で
あ
る
こ

と
は
一
層
明
ら
か
だ
が
、
本
作
で
も
「
わ
が
君
よ
」
と
い
う
語
り
か
け
と
「
絶

間
も
あ
ら
ぬ
誄
辞
」
を
主
体
と
そ
の
行
為
と
受
け
取
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

〈
死
〉
は
生
死
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
理
性
の
〈
死
〉
を
意
味
す
る
究

極
の
デ
カ
ダ
ン
の
状
態
を
表
現
す
る
語
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
わ
が
君
」

は
、
死
者
で
は
な
く
、「
茉
莉
花
」
と
同
様
に
語
り
手
が
恋
い
慕
う
女
性
と
考

え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
作
中
の
「
わ
が
君
」
は
実
際
に
は
終
始
不

在
で
あ
る
。
語
り
手
が
終
日
独
り
で
酒
を
味
わ
っ
て
い
る
う
ち
、
い
つ
し
か
幻

と
な
っ
て
現
わ
れ
、
理
性
の
〈
死
〉、
す
な
わ
ち
陶
酔
の
極
限
に
ま
で
達
す
る

よ
う
に
誘
惑
の
「
誄
辞
」
を
さ
さ
や
く
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
語
り
手
は
第

二
連
に
語
ら
れ
る
夢
想
の
世
界
に
導
か
れ
て
い
く
。
む
し
ろ
酔
う
対
象
が
酒
で

あ
る
の
か
恋
い
慕
う
女
性
で
あ
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
よ
う
な
境
地
こ
そ
が
、

作
者
有
明
が
描
こ
う
と
し
た
心
内
の
実
態
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
言
え
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
解
釈
を
許
す
有
明
の
表
現
に
は
や
は
り
問

題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
作
品
の
理
解
に
十
分
な
情
報
が
与
え
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
わ
が
君
よ
」
は
音
数
に
合
わ
せ
る
た
め
に
省
略
あ
る

い
は
要
約
を
経
た
語
句
で
は
な
か
ろ
う
か
。
省
略
や
要
約
が
過
度
に
施
さ
れ
れ

ば
、
理
解
の
困
難
な
表
現
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
有
明
は
『
春
鳥
集
』「
自
序
」

の
中
で
「
か
の
音
節
、
格
調
、
措
辞
、
造
語
の
新
意
に
適
は
む
こ
と
を
求
む
る

と
共
に
、
邦
語
の
制
約
を
寛
う
し
て
、
近
代
の
幽
致
を
寓
せ
易
か
ら
し
め
む
と

す
る
は
、
詢
に
已
み
難
き
こ
と
な
り
。
こ
れ
あ
る
が
為
の
故
に
晦
渋
の
譏
を
受

く
る
は
素
よ
り
わ
が
甘
ん
ず
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
本

作
の
場
合
は
七
五
七
・
五
七
五
交
互
調
ソ
ネ
ッ
ト
と
い
う
文
語
定
型
の
枠
組
が

「
新
意
に
適
」
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

有
明
の
詩
の
意
義
は
、
人
間
の
内
面
の
深
部
に
分
け
入
っ
た
奥
底
に
あ
る
も

の
の
描
出
で
あ
る
。
あ
る
感
情
を
そ
の
ま
ま
謳
っ
た
抒
情
詩
の
時
代
に
比
べ
、

動
揺
し
変
化
す
る
心
内
の
状
態
に
眼
を
向
け
、
そ
れ
を
表
現
し
た
点
に
は
明
ら

か
な
思
想
的
深
化
が
看
取
さ
れ
、
彼
は
す
で
に
近
代
詩
の
入
り
口
に
到
達
し
て

い
た
と
認
定
で
き
る
。
内
面
の
奥
底
に
あ
る
も
の
と
は
「
自
我
」
と
換
言
で
き
、

そ
の
意
味
で
は
、
彼
を
近
代
詩
人
の
先
蹤
と
見
て
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な

い
。
し
か
し
、
有
明
自
身
が
「「
自じ

我が

」
の
輪り

ん

郭く
わ
く

は
宇う

宙ち
う

の
輪り

ん

郭く
わ
く

と
共と

も

に
不ふ

定て
い

で
あ
る
。
動う
ご

い
て
ゐ
る
、
光ひ
か

つ
て
ゐ
る
、
朧お
ぼ

ろ
に
曇く
も

つ
て
ゐ
る
）
27
（

」
と
述
べ
て

い
る
、
そ
の
複
雑
微
妙
な
自
我
の
描
出
に
は
、
固
定
的
な
詩
型
と
い
う
制
約
の

下
で
は
困
難
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

し
か
し
一
方
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
如
く
、
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
言
葉
を
嵌

め
込
ん
だ
精
妙
な
詩
句
の
連
続
は
、
定
め
ら
れ
た
音
数
が
前
提
と
な
っ
て
い
た

か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
と
も
言
え
る
。
有
明
は
自
伝
的
小
説
『
夢
は
呼
び
交

わ
す　

黙
子
覚
書
』（
東
京
堂
出
版
）
の
中
で
「
詩
の
重
要
性
が
言
葉
の
修
練
に

あ
る
」
こ
と
に
気
づ
き
「
言
葉
の
修
練
を
積
む
に
従
っ
て
詩
の
天
地
が
開
闢
」

し
た
と
記
し
て
い
る
。「
豹
の
血
」
の
各
詩
篇
に
見
ら
れ
る
詩
句
が
緊
密
に
嵌

め
込
ま
れ
た
表
現
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
彼
の
「
言

葉
の
修
練
」
の
成
果
と
言
え
、
定
型
音
数
を
最
大
限
に
有
効
利
用
し
た
凝
縮
的
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表
現
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
豹
の
血
」
で
採
用
さ
れ
た
七
五

七
・
五
七
五
交
互
調
は
十
九
音
あ
る
い
は
十
七
音
と
音
数
が
多
く
、
詩
律
の
単

位
を
構
成
す
る
音
数
が
最
も
多
い
部
類
の
定
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
型
詩
律

と
し
て
ほ
ぼ
限
界
の
長
さ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
作
に
お
い

て
「
わ
が
君
」
に
対
す
る
見
解
が
分
か
れ
る
の
は
、
音
数
の
多
い
こ
の
詩
律
を

以
て
し
て
も
、
な
お
「
わ
が
君
」
に
関
す
る
情
報
を
提
示
す
る
に
は
不
足
が

あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

五　

ま
と
め

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
有
明
は
「
豹
の
血
」
の
詩
篇
に
お
い
て
、
人
間
の

内
面
、
そ
れ
も
理
性
の
力
の
及
ば
な
い
奥
底
に
潜
む
自
我
の
本
質
を
見
据
え
、

そ
の
動
揺
・
変
化
を
表
現
し
た
。
表
現
上
で
も
っ
と
も
特
徴
的
な
の
は
、
限
ら

れ
た
音
数
中
で
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
く
よ
う
に
詩
句
を
嵌
め
込
ん
で
い
る
点

で
あ
る
。
こ
れ
は
定
型
音
律
を
前
提
と
し
、
修
練
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
詩
作

態
度
が
あ
っ
て
結
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
す
で
に
詩
想
の
上
で
は
有
明
は
近
代
詩
の
臨
界
に
至
っ
て
お
り
、

作
品
中
に
時
間
的
な
推
移
に
伴
う
内
面
世
界
の
動
揺
や
変
化
を
表
現
す
る
た
め

に
は
、
予
め
音
数
が
決
め
ら
れ
た
定
型
詩
で
は
困
難
な
状
況
も
生
じ
た
と
思
わ

れ
る
。
定
型
に
収
め
る
た
め
に
省
略
や
要
約
な
ど
の
工
程
を
経
た
結
果
、
理
解

し
づ
ら
い
表
現
が
作
品
内
に
見
ら
れ
る
事
態
が
生
じ
た
。
確
か
に
、
複
雑
微
妙

な
詩
想
を
表
現
す
る
の
に
定
型
詩
が
適
さ
な
い
と
は
一
概
に
断
定
で
き
な
い
。

た
だ
し
『
有
明
集
』
に
採
用
さ
れ
た
七
五
七
・
五
七
五
交
互
調
は
、
伝
統
的
な

七
音
、
五
音
の
繰
返
し
と
は
い
え
、
音
数
量
的
に
は
限
界
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

「
蠱
の
露
」
に
複
数
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
も
、
定
型
の
制
約
の
た
め
に
「
わ

が
君
」
に
関
す
る
情
報
に
不
足
が
あ
っ
た
の
が
原
因
で
あ
り
、「
智
慧
の
相
者

は
我
を
見
て
」
の
第
四
連
に
見
ら
れ
た
唐
突
な
表
現
も
同
様
の
事
情
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、「
豹
の
血
」
で
は
精
妙
に
詩
句
が
組
み
込
ま
れ
緊
密
な
表
現
が
実
現

さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
定
型
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
成
立
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
有
明
が
定
型
音
律
を
捨
て
な
か
っ
た
の
は
、
詩
の
「
音
楽
性
」
の
保

持
の
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
彼
は
『
有
明
集
』
刊
行
の
十
ヵ
月
後
、

「
現
代
的
詩
歌
」
と
題
す
る
評
論
）
28
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の
中
で
「
ヴ
エ
ル
レ
イ
に
し
ろ
、
ウ
ヰ
ス
ラ

ア
に
し
ろ
、
そ
の
鋭え
い

感か
ん

な
製せ
い

作さ
く

の
音お
ん

楽が
く

的て
き

で
あ
る
こ
と
は
、
即や
が

て
近き
ん

代だ
い

芸げ
い

術じ
ゆ
つ
の

一
特と
く

色し
よ
く

で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
続
け

極き
は

め
て
捕ほ

捉そ
く

し
難が

た

き
精せ

い

神し
ん

的て
き

調て
う

子し

が
暗あ

ん

示じ

的て
き

に
表へ

う

現げ
ん

さ
れ
た
点て

ん

を
指さ

し
て

音お
ん

楽が
く

的て
き

と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
換く
わ
ん
げ
ん言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
鋭え
い

敏び
ん

な
神し
ん

経け
い

に

感か
ん

じ
ら
れ
た
幻げ
ん

想さ
う

の
諧か
い

調て
う

、
印い
ん

象し
や
う

と
象し
や
う

徴ち
や
う

の
共き
ょ
う

鳴め
い

で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
り
、
象
徴
詩
に
よ
る
表
現
を
音
楽
と
捉
え
て
い
る
。
音
楽
的
で
あ

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
の
が
看
取
さ
れ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
詩
の
音
楽
性
を

担
い
詩
言
語
を
支
え
る
も
の
と
は
、
定
型
音
律
に
よ
る
諧
調
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

　
『
有
明
集
』
が
若
手
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
口
語
自
由
詩
の
時
代

に
移
っ
て
か
ら
、
以
後
の
有
明
は
次
第
に
詩
作
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
。
し

か
し
彼
は
「
言
葉
の
修
練
」
を
積
む
こ
と
は
続
け
、
後
半
生
は
旧
作
の
改
変
の

作
業
に
専
心
し
た
。
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注
１ 　

松
村
緑
「『
有
明
集
』
前
後
」『
蒲
原
有
明
論
考
』
明
治
書
院
、
一
九
六
五
年
三
月
。

２　
『
文
庫
』
第
三
十
六
巻
第
三
号
、
明
治
四
十
一
年
二
月
一
日
。「『
有
明
集
』
合
評
」

出
席
者
は
、
福
田
夕
咲
、
松
原
至
文
の
ほ
か
人
見
東
明
、
藪
白
明
、
加
藤
介
春
。
い

ず
れ
も
早
稲
田
派
の
詩
人
た
ち
で
あ
る
。

３　

相
馬
御
風
「『
有
明
集
』
を
読
む
」『
早
稲
田
文
学
』
明
治
四
十
一
年
三
月
号
。

４　
『
随
筆　

飛
雲
抄
』（
書
物
展
望
社
、
一
九
三
八
年
十
二
月
）
所
収
。

５　

佐
藤
伸
宏
『
日
本
近
代
象
徴
詩
の
研
究
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
五
年
十
月
。

６　

以
下
、「
豹
の
血
」
の
引
用
は
す
べ
て
『
有
明
集
』（
易
風
社
、
明
治
四
十
一
年
一

月
）
の
復
刻
版
（
日
本
近
代
文
学
館
、
昭
和
四
十
九
年
十
月
）
に
よ
っ
た
。
有
明
は

頻
繁
に
自
作
の
改
作
を
行
っ
て
お
り
、「
豹
の
血
」
の
諸
作
品
に
つ
い
て
も
初
出
時
か

ら
『
有
明
集
』
収
録
時
、
ま
た
そ
の
後
の
各
詩
集
収
録
時
に
そ
れ
ぞ
れ
改
変
が
見
ら

れ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
、『
有
明
集
』
刊
行
時
の
表
現
を
基
点
に
、
有
明
詩
を
考
察

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

 

な
お
、
有
明
の
自
伝
的
小
説
『
夢
は
呼
び
交
わ
す
―
―
黙
子
覚
書
』（
東
京
堂
出
版
、

一
九
四
七
年
十
一
月
）
に
は
、
有
明
が
小
諸
転
出
前
の
島
崎
藤
村
に
誘
わ
れ
て
、
谷

活
東
と
と
も
に
浅
草
に
出
か
け
た
際
、
観
相
師
に
占
っ
て
も
ら
う
と
女
難
の
相
が
あ

る
と
指
摘
を
受
け
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
智
慧
の
相
者

は
我
を
見
て
」
は
、
こ
の
時
の
経
験
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

７　
『
例
文　

仏
教
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
三
月
）
参
照
。

８　

佐
藤
伸
宏
「『
有
明
集
』
初
出
考
」『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
四
十
五
号
、

一
九
九
六
年
三
月
。

９　

吉
田
精
一
『
日
本
近
代
詩
鑑
賞
明
治
篇　

増
訂
版
』
天
明
社
、
一
九
五
〇
年
一
月
。

10　

岩
波
文
庫
版
『
有
明
詩
抄
』（
一
九
二
八
年
十
二
月
）
以
降
は
最
終
連
を
「
こ
れ
ぞ

わ
が
う
ら
ぶ
れ
姿
、
悪い
な

醜し
こ

め
。
／
今
は
惑ま
ど

は
ず
、
渦う
づ

潮し
ほ

の
恋
に
お
も
む
き
、
／
端た
ぎ

ち

湧わ

く
海
に
禊み
そ

が
む
。
溺お
ぼ

る
る
も
よ
し
。」
と
し
、
酣
燈
社
版
『
有
明
全
詩
抄
』（
一
九

三
〇
年
七
月
）、
河
出
書
房
版
『
蒲
原
有
明
全
詩
集
』（
一
九
五
七
年
二
月
）
と
も
こ

れ
を
踏
襲
し
て
い
る
（
た
だ
し
酣
燈
社
版
の
み
は
「
悪い

な
し
こ
め醜

。」）。

11　

前
掲
（
５
）。

12　

ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
「
後
期
の
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
」『
象
徴
主
義
の
文
学
運
動
』

（
樋
口
覚
訳
、
国
文
社
、
一
九
七
八
年
三
月
）
所
収
。

13　

前
者
は
渋
沢
孝
輔
、
後
者
は
佐
藤
伸
宏
が
提
示
し
た
「
豹
の
血
」
か
ら
看
取
さ
れ

る
お
も
な
イ
メ
ー
ジ
。
渋
沢
孝
輔
『
蒲
原
有
明
論
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
八

月
）
及
び
前
掲
（
５
）
参
照
。

14　

前
掲
（
１
）。

15　

河
井
酔
茗
『
新
体
詩
作
法
』（
酣
燈
社
、
明
治
四
十
一
年
）
の
「
詩
語
」
欄
に
は

「
月
の
出
る
前
に
空
の
白
む
を
云
ふ
」
と
あ
る
。

16　

石
川
啄
木
の
明
治
四
十
一
年
日
誌
中
の
記
述
に
よ
る
。
七
月
三
日
に
「
フ
ト
思
出

し
て
麹
町
隼
町
に
蒲
原
有
明
君
を
訪
う
た
」
と
あ
る
。『
啄
木
全
集　

第
五
巻
』
筑
摩

書
房
、
一
九
六
七
年
十
一
月
。

17　

前
掲
（
９
）。

18　

吉
田
精
一
、
石
丸
久
は
第
二
連
を
想
像
と
捉
え
て
い
る
が
、
佐
藤
氏
は
現
実
の
交

渉
の
場
面
と
見
て
い
る
。

19　
『
日
本
近
代
文
学
大
系　

第
十
八
巻
』
石
丸
久
注
釈
『
有
明
集
』
角
川
書
店
、
一
九

七
二
年
三
月
。
石
丸
は
、「
或
日
は
映
る
君
が
面
」
を
想
像
上
の
逢
瀬
と
し
、
第
二
連

以
降
も
「
紗
の
帳
」
に
映
し
出
さ
れ
る
想
像
上
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
吉
田
精
一
も

同
様
で
あ
る
。
一
方
佐
藤
氏
は
「
第
二
連
は
「
わ
れ
」
と
「
君
」
と
の
直
接
的
な
交

渉
の
場
面
を
描
き
出
」
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
本
稿
で
は
、
第
二
・
三
連
に
つ
い

て
は
、
現
実
の
逢
瀬
が
描
写
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。「
わ
れ
」
は
現
実
に
衣
ず
れ

の
音
だ
け
を
聞
か
さ
れ
、
焦
慮
と
絶
望
の
は
て
に
「
わ
が
心
こ
の
時
裂
け
つ
」
と
い

う
状
況
に
至
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
全
体
的
に
は
、
現
実
に
起
き
た
こ
と
の
追
想

と
想
像
が
錯
綜
し
て
い
る
作
品
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

20　

前
掲
（
５
）。

21　

座
談
会
「
象
徴
と
内
部
の
参
入
」（
出
席
者　

大
岡
信
、
中
村
真
一
郎
、
寺
田
透
）

『
現
代
詩
手
帖
』
第
十
九
巻
第
十
一
号
「
増
頁
特
集　

蒲
原
有
明
」（
思
潮
社
、
一
九

七
六
年
十
月
）。

22　

萩
原
朔
太
郎
「
蒲
原
有
明
の
詩
」『
日
本
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
四
二
年
二
〜
三

月
。『
萩
原
朔
太
郎
全
集　

第
七
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
十
月
）
所
収
。

23　
『
有
明
詩
集
』
所
収
「
見
お
こ
せ
た
ま
へ
」（
本
文
は
「
見
お
こ
せ
た
へ
ま
」）
第
一

連
、
第
四
連
は
以
下
の
通
り
。

　
　
　

文
目
も
わ
か
ぬ
夜
の
室
に
濃
き
愁
ひ
も
て

　
　
　

醸
み
に
た
る
酒
に
し
あ
れ
ば
、
唇
に

　
　
　

そ
の
さ
さ
や
ぎ
を
日
も
す
が
ら
味
ひ
知
り
ぬ
、
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そ
は
何
ぞ
、
絶
間
も
あ
ら
ぬ
誄
辞
。　
　
　
　
　
（
第
一
連
）

　
　
　

い
み
じ
さ
よ
、
濁
れ
る
酒
も
今
は
と
て

　
　
　

か
が
や
き
い
づ
れ
、
諸
共
に
乾
し
て
も
あ
ら
ば
や
。

　
　
　

霊
を
さ
へ
滅
ぼ
す
恋
の
蠱
の
し
た
み
を
。　
　
　
（
第
四
連
）

24　

前
掲
（
19
）。

25　

前
掲
（
13
）。

26　

前
掲
（
５
）。

27　
「
詩
人
の
覚
悟
（
下
）」『
東
京
二
六
新
聞
』
明
治
四
十
一
年
六
月
八
日
。

28　
「
現
代
的
詩
歌
（
中
）」『
東
京
二
六
新
聞
』
明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
九
日
。

 

（
に
っ
た
・
な
お
こ　

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


