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イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖

　
　

―
詩
的
言
語
分
析
の
覚
え
書
き

―
今　

野　

真　

二

要
旨　

マ
グ
リ
ッ
ト
の
絵
画
作
品
に
は
「
雲
の
浮
か
ぶ
青
空
」
や
「
切
り
紙
、
ビ
ル
ボ
ケ
（
西
洋
け
ん
玉
）」
な
ど
「
頻
繁
に
見
ら

れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
」
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
モ
テ
ィ
ー
フ
」
に
は
共
有
さ
れ
る
も
の
と
、
個
別
的
な
も
の
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
絵
画
作
品
と
同
じ
よ
う
に
、
詩
作
品
に
も
、「
頻
繁
に
見
ら
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
」
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ

は
語
（
句
）
や
ひ
と
ま
と
ま
り
の
表
現
を
単
位
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、北
原
白
秋
の
『
邪
宗
門
』
を
素
材
と
し
、

ど
の
よ
う
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
語
（
句
）
を
単
位
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
北
原
白
秋

の
『
邪
宗
門
』
は
上
田
敏
の
訳
詩
集
『
海
潮
音
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
海
潮
音
』
で

使
わ
れ
た
語
句
が
、『
邪
宗
門
』
に
収
め
ら
れ
た
詩
作
品
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）」

と
い
う
語
を
使
っ
た
検
証
を
試
み
た
。
漢
字
列
「
薄
暮
」
は
『
邪
宗
門
』
中
で
、
十
四
回
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
「
ク
レ
ガ
タ
」
と
い
う
語
を
書
い
た
も
の
で
、
白
秋
に
お
い
て
は
、
語
「
ク
レ
ガ
タ
」
と
漢
字
列
「
薄
暮
」
と
の
結
び
つ
き
が

強
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
は
『
海
潮
音
』
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
最
終
的
に
は
、
語
（
句
）
や
ひ
と
ま
と
ま
り
の
表
現
を

単
位
と
し
て
観
察
し
た
場
合
に
、「
頻
繁
に
見
ら
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
具
体
的
に
抽
出
し
、
そ
の
語
（
句
）
や
ひ
と
ま
と
ま
り
の

表
現
と
共
起
し
て
い
る
語
（
句
）
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
を
抽
出
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
る
が
、
本
稿
は
そ

の
一
階
梯
と
し
て
、
語
と
漢
字
列
と
の
結
び
つ
き
に
着
目
し
た
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
詩
的
言
語
、
モ
テ
ィ
ー
フ
、
語
の
共
起
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は
じ
め
に

　

二
〇
一
五
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
六
月
二
十
九
日
ま
で
、
国
立
新
美
術
館
に
お
い
て
マ
グ
リ
ッ
ト
展
が
開
催
さ
れ
た
。
本
格
的
な
回

顧
展
は
、
二
〇
〇
二
年
以
来
十
三
年
ぶ
り
だ
と
い
う
。
マ
グ
リ
ッ
ト
と
い
え
ば
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
』

（C
E

C
I N

’E
ST

 PA
S U

N
E

 PIPE

）
が
想
起
さ
れ
も
す
る
し
、
マ
グ
リ
ッ
ト
の
「
こ
と
ば
の
用
法
（L’usage de la parole

）」
と
題
さ

れ
た
、「canon

」（
大
砲
）「corps de fem

m
e

」（
女
の
身
体
）「arbre

」（
木
）
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
た
、い
わ
ゆ
る
「
文
字
絵
画
」

な
ど
は
、
よ
り
直
接
的
に
言
語
と
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
わ
り（

1
）に
つ
い
て
の
問
題
提
起
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
マ
グ

リ
ッ
ト
の
作
品
を
、
本
稿
の
ご
く
素
朴
な
「
入
口
」
と
し
て
採
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

ベ
ル
ギ
ー
を
代
表
す
る
航
空
会
社
で
あ
っ
た
サ
ベ
ナ
国
際
航
空
の
注
文
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七
三
年
ま
で

の
間
、
同
航
空
の
旅
客
機
に
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
「
空
の
鳥
（L’oiseau de ciel

）」
は
教
科
書
な
ど
に
も
採
り
あ

げ
ら
れ
て
お
り
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
マ
グ
リ
ッ
ト
作
品
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
稿
者
は
う
か
つ
に
も
、
雲
の
浮
か
ぶ
青
空
が
鳥
に
嵌
め

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
展
示
を
見
て
い
く
中
で
、
こ
の
「
雲
の
浮
か
ぶ
青
空
」
が
繰

り
返
し
作
品
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

今
回
の
展
示
に
際
し
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
マ
グ
リ
ッ
ト
展
』（
読
売
新
聞
東
京
本
社
、
二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
は
、「
な
ん

ら
か
の
方
策
で
空
を
切
り
取
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、一
九
三
〇
年
代
以
来
、マ
グ
リ
ッ
ト
の
作
品
の
中
に
し
ば
し
ば
現
れ
て
い
る
」（
二
二
〇

頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
注
意
し
て
い
な
く
て
も
、
作
品
を
ず
っ
と
見
て
い
け
ば
稿
者
の
よ
う
な
者
に
も
す
ぐ
に

わ
か
る
こ
と
で
、
そ
う
思
っ
て
作
品
を
見
直
し
て
み
れ
ば
、「
恋
人
た
ち
の
散
歩
道
（Le Prom

enoir des am
ants

）」（
一
九
二
九
年

ま
た
は
一
九
三
〇
年
）
の
二
つ
の
窓
枠
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
い
る
の
は
「
雲
の
浮
か
ぶ
空
」
で
あ
る
し
、「
呪
い
（La 

m
alédiction

）」（
一
九
三
一
年
）「
夏
（L’été

）」（
一
九
三
一
年
）「
人
間
の
条
件
（La condition hum

aine

）」（
一
九
三
三
年
）「
ヨ
ー
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ゼ
フ
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
エ
ル
ス
ト
男
爵
と
娘
の
肖
像
」（
一
九
六
二
年
）「
自
由
の
入
口
で
（A

u seuil de la liberté

）」（
一
九
三
七
年
）

「
自
然
の
驚
異
（Les m

erveilles de la nature

）」（
一
九
五
三
年
）「
再
開
」（
一
九
六
五
年
）「
あ
る
聖
人
の
回
想
（Les m

ém
oires d’un 

saint
）」（
一
九
六
〇
年
）「
大
家
族
（La grande fam

ille

）」（
一
九
六
三
年
）
な
ど
に
も
そ
れ
は
現
わ
れ
て
い
る
。

　
『
マ
グ
リ
ッ
ト
展
』
は
「
告
知
（L’annonciation

）」
に
つ
い
て
「
切
り
紙
、
ビ
ル
ボ
ケ
（
西
洋
の
け
ん
玉
）、
鈴
が
付
い
た
金
属
の

幕
と
い
っ
た
マ
グ
リ
ッ
ト
の
作
品
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
縮
尺
が
極
端
に
拡
大
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
不
可
思
議
で
夢
の
中
の
よ
う
な
風
景
が
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
る
」（
一
〇
八
頁
）
と
記
し
て
お
り
、「
雲
の
浮
か
ぶ
空
」
以

外
に
も
、「
頻
繁
に
見
ら
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
」
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
右
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
切
り
紙
」「
ビ
ル
ボ
ケ
」

「
鈴
が
付
い
た
（
金
属
の
）
幕
」
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
も
、稿
者
の
よ
う
な
者
に
も
す
ぐ
に
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、マ
グ
リ
ッ

ト
が
、
右
の
よ
う
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
表
現
の
手
段
と
し
て
い
る
こ
と
は
「
見
れ
ば
わ
か
る
」
次
元
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
稿

者
は
『
書
か
れ
た
こ
と
ば
』（
二
〇
一
〇
年
、
清
文
堂
出
版
、
四
十
一
頁
）
に
お
い
て
、
言
語
に
か
か
わ
る
次
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
示

し
た
。

　

伝
え
た
い
内
容
＝
情
報
言
語
化

言
語
音
声
化

音
声
言
語

 

文
字
言
語

　

右
は
、
ま
ず
「
伝
え
た
い
内
容
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
広
義
に
「
情
報
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
「
情
報
」
を
言
語
に
よ
っ
て
伝
達
し
よ
う

と
す
る
と
、「
言
語
化
＝
情
報
を
言
語
に
の
せ
る
」
と
い
う
行
為
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
「
言
語
化
さ
れ
た
情
報
」
を
「
音
声
化
」

に
よ
っ
て
具
体
化
し
た
も
の
が
「
音
声
言
語
」、
そ
の
「
音
声
言
語
」
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
媒
介
と
し
て
「
文
字
化
」
に
よ
っ
て
具

体
化
し
た
も
の
が
「
文
字
言
語
」
で
あ
る
と
い
う
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
伝
え
た
い
内
容
＝
情
報
」
を
「
絵
画
化
」
し
た
も
の
が
「
絵
画
作
品
」
で
あ
る
と
考
え
る
と
、そ
れ
は
次
の
よ
う
な
モ
デ
ル
と
な
っ

て
、
先
の
モ
デ
ル
と
（
部
分
的
に
）
平
行
性
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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伝
え
た
い
内
容
＝
情
報
絵
画
化

絵
画
作
品

　

詩
の
よ
う
な
詩
的
言
語
に
よ
る
「
情
報
」
の
伝
達
を
考
え
た
場
合
、
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
言
語
と
伝
達
の
し
か
た
が
異
な
る
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
伝
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
情
報
」
が
ど
の
よ
う
な
「
情
報
」
で
あ
る
か
を
、
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い

る
言
語
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、と
い
う
こ
と
も
考
え
得
る
。
だ
か
ら
こ
そ
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
言
語
で
は
な
く
、

詩
的
言
語
に
よ
っ
て
伝
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
伝
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
情
報
」
が
一
般
的
に
使
わ

れ
て
い
る
言
語
に
よ
っ
て
か
た
ち
を
与
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
「
イ
メ
ー
ジ
」（

2
）に
近
づ
く
と
も
い
え
る
。
そ
う

み
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
詩
的
言
語
に
よ
る
言
語
化
を
経
て
で
き
あ
が
っ
た
詩
作
品
は
、
絵
画
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
で
き
あ
が
っ

た
絵
画
作
品
と
似
寄
る
面
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
マ
グ
リ
ッ
ト
作
品
に「
頻
繁
に
見
ら
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
」が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

例
え
ば
北
原
白
秋
の
作
品
に
、
頻
繁
に
見
ら
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
と
い
う
も
の
は
あ
り
そ
う
で
、
本
稿
は
そ
う
し
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て

考
え
、
検
証
す
る
た
め
の
階
梯
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

高
橋
裕
子
『
西
洋
美
術
の
こ
と
ば
案
内
』（
二
〇
〇
八
年
、小
学
館
）
は
「
西
洋
美
術
の
基
礎
用
語
」
と
し
て
「
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
」
を
「「
無

常
」
の
意
。
髑
髏
や
砂
時
計
、
火
の
消
え
た
蝋
燭
な
ど
、
生
の
儚
さ
と
虚
し
さ
を
象
徴
す
る
事
物
を
描
い
た
静
物
画
を
指
す
。
タ
イ
プ

と
し
て
は
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
で
確
立
さ
れ
た
が
、
髑
髏
は
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
と
い
う
教
訓
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、

古
く
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
絵
画
に
登
場
し
て
い
た
」（
一
三
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
西
洋
美
術
作
品
に
み
ら
れ
る
髑

髏
や
砂
時
計
、
火
の
消
え
た
蝋
燭
な
ど
は
、「
無
常
」
と
い
う
「
情
報
」
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
約
束
事
」

と
し
て
確
立
す
れ
ば
、
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ（

3
）の
意
味
す
る
と
こ
ろ
＝
伝
え
た
い
内
容
は
作
品
の
供
給
者
、
享
受
者
間
で
共
有
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

　

共
有
さ
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
る
一
方
で
、
個
別
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
い
う
も
の
も
当
然
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
マ
グ
リ
ッ
ト

の
ビ
ル
ボ
ケ
が
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
（
と
い
う
み
か
た
そ
の
も
の
が
陳
腐
か
も
し
れ
な
い
が
）
と
い
う
こ
と
は
個
別
的
に
追
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究
す
る
し
か
な
い
。
絵
画
作
品
が
「
共
有
さ
れ
て
い
る
モ
テ
ィ
ー
フ
」
と
「
個
別
的
な
モ
チ
ィ
ー
フ
」
と
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
読
み
解
く
」
作
業
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

詩
作
品
が
同
様
に
「
共
有
さ
れ
て
い
る
モ
テ
ィ
ー
フ
」
と
「
個
別
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
や

は
り
そ
れ
ぞ
れ
を
「
読
み
解
く
」
作
業
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
詩
作
品
が
文
学
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、

「
個
別
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
「
読
み
解
く
」
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る（

4
）。
本
稿
に
お
い
て
は
、
北
原
白
秋
の
『
邪
宗
門
』
を

お
も
な
分
析
対
象
と
し
て
、
詩
的
言
語
に
お
け
る
個
別
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　
『
邪
宗
門
』
の
「
通
奏
低
音
」

　
「
通
奏
低
音
」
と
は
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
で
低
音
楽
器
と
鍵
盤
楽
器
と
の
和
音
に
よ
っ
て
、
途
切
れ
ず
に
続
く
伴
奏
の
こ
と
を
指
す
が
、

転
じ
て
全
体
を
通
じ
て
途
切
れ
る
こ
と
な
く
示
さ
れ
る
「
み
か
た
」
な
ど
を
指
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
邪
宗
門
』
全
体
に
み

ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
ま
ず
整
理
し
て
お
き
た
い
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
詩
作
品
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
語
に
よ
っ
て
喚
起

さ
れ
る
の
で
、
使
用
さ
れ
る
語
を
手
が
か
り
に
す
る（

5
）。

　
『
邪
宗
門
』
の
い
わ
ば
一
ペ
ー
ジ
に
は
、
石
井
柏
亭
に
よ
る
、
ゾ
ウ
ガ
メ
を
正
面
か
ら
見
た
よ
う
な
「
エ
ツ
キ
ス
リ
ブ
リ
ス
」
が
置

か
れ
、
そ
の
裏
面
は
白
紙
で
、
三
ペ
ー
ジ
に
は
「
父
上
に
献
ぐ
」
と
あ
り
、
そ
の
裏
に
は
「
父
上
、
父
上
は
は
じ
め
望
み
給
は
ざ
り
し

か
ど
も
、
／
児
は
遂
に
そ
の
生
れ
た
る
と
こ
ろ
に
あ
こ
が
れ
／
て
、
わ
か
き
日
を
か
く
は
歌
ひ
つ
づ
け
候
ひ
ぬ
。
／
も
は
や
も
は
や
咎

め
給
は
ざ
る
べ
し
。」
と
あ
り
、
続
く
五
ペ
ー
ジ
に
は
「
こ
こ
過
ぎ
て
曲
節
（
メ
ロ
デ
ア
）
の
悩
み
の
む
れ
に
、
／
こ
こ
過
ぎ
て
官
能

の
愉
楽
の
そ
の
に
、
／
こ
こ
過
ぎ
て
神
経
の
に
が
き
魔
睡
に
。」
と
い
う
三
行
か
ら
な
る
「
邪
宗
門
扉
銘
」（

6
）が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
裏
に
あ
た
る
六
ペ
ー
ジ
に
は
「
詩
の
生
命
は
暗
示
に
し
て
単
な
る
事
象
の
説
明
に
は
非
ず
。」
か
ら
始
ま
る
「
序
文
」
様
の
文
章
が

あ
り
、七
ペ
ー
ジ
に
は
や
は
り
石
井
柏
亭
に
よ
る
「
幼
児
磔
殺
」
の
挿
絵
、八
ペ
ー
ジ
に
は
『
長
崎
ぶ
り
』
が
記
さ
れ
、九
〜
十
一
ペ
ー
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ジ
は
「
例
言
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
序
文
」
樣
の
文
章
は
白
秋
が
「
詩
に
求
め
る
美
学
」（『
北
原
白
秋
集
』
解
説
、
二
十
頁
）
を
宣
言
し
た
も
の
と
し
て
採
り
あ
げ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
こ
に
は
『
邪
宗
門
』
を
繙
い
た
人
が
共
通
し
て
感
じ
る
で
あ
ろ
う
、『
邪
宗
門
』
全
体
を
彩
る
キ
ー
・
ワ
ー

ド
と
も
い
え
る
よ
う
な
語
及
び
表
現
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。「
青
白
き
月
光
の
も
と
に
欷
歔（
す
す
り
な
）く
大
理
石
の
嗟
嘆
」「
暗

紅
に
う
ち
濁
り
た
る
埃
及
の
濃
霧
に
苦
し
め
る
ス
フ
イ
ン
ク
ス
の
瞳
」「
落
日
の
な
か
に
笑
へ
る
ロ
マ
ン
チ
ツ
シ
ユ
の
音
楽
と
幼
児
磔

殺
の
前
後
に
起
る
心
状
の
悲
し
き
叫
」「
黄
臘
の
腐
れ
た
る
絶
間
な
き
痙
攣
」「
井
（
濁
点
附
き
）
オ
ロ
ン
の
三
の
絃
を
擦
る
嗅
覚
」「
曇

硝
子
に
う
ち
噎
ぶ
ウ
ヰ
ス
キ
イ
の
鋭
き
神
経
」「
人
間
の
脳
髄
の
色
し
た
る
毒
艸
の
匂
深
き
た
め
い
き
」「
官
能
の
魔
睡
の
中
に
疲
れ
歌

ふ
鶯
の
哀
愁
」「
仄
か
な
る
角
笛
の
音
に
逃
れ
入
る
緋
の
天
鵝
絨
の
手
触
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
今
具
体
的
に
は
述
べ
な
い
が
、『
邪
宗

門
』
の
そ
こ
こ
こ
に
み
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
呼
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
幼
児
磔
殺
」
の
挿
絵
の
裏
、
八
ペ
ー
ジ
に
は
江
戸
の
歌
謡
集
『
松
の
葉
』
の
第
一
巻
に
「
長
崎
」
の
題
名

で
載
せ
ら
れ
て
い
る
小
唄
「
昔
よ
り
い
ま
に
渡
り
来
る
黒
船
縁
が
つ
く
れ
ば
鱶
の
餌
（
ゑ
）
と
な
る
。
サ
ン
タ
マ
リ
ヤ
。」
が
記
さ
れ

て
い
る（

7
）が
、『
邪
宗
門
』
に
は
「
黒
船
」
と
題
し
た
作
品
が
あ
る（

8
）。『
中
央
公
論
』
の
明
治
四
十
一
年
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
作

品
で
、『
邪
宗
門
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
に
は
「
四
十
一
年
二
月
」
と
あ
る
。「
謀
叛
」「
こ
ほ
ろ
ぎ
」「
序
楽
」「
納
曽
利
」「
ほ
の
か
に

ひ
と
つ
」「
耽
溺
」「
と
い
き
」「
黒
船
」「
地
平
」「
ふ
え
の
ね
」「
下
枝
の
ゆ
ら
ぎ
」「
雨
の
日
ぐ
ら
し
」「
狂
人
の
音
楽
」「
風
の
あ
と
」

「
月
の
出
」
の
十
五
作
品
に
「
朱
の
伴
奏
」
と
い
う
総
題
が
附
さ
れ
て
い
る
。「
朱
の
伴
奏
」
の
第
一
番
目
に
置
か
れ
た
「
謀
叛
」
は
、

明
治
四
十
一
年
一
月
小
山
内
薫
創
刊
の
（
第
一
次
）『
新
思
潮
』
に
、
蒲
原
有
明
の
「
黒
き
靄
」、
薄
田
泣
菫
の
「
鎌
鼬
」
と
と
も
に
掲

載
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。

　

先
の
「
序
文
」
樣
の
文
章
中
の
表
現
で
い
え
ば
、「
落
日
の
な
か
に
笑
へ
る
ロ
マ
ン
チ
ツ
シ
ユ
の
音
楽
（
と
幼
児
磔
殺
の
前
後
に
起

る
心
状
の
悲
し
き
叫
）」
と
重
な
り
合
う
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
よ
う
。
よ
り
具
体
的
に
「
ロ
マ
ン
チ
ツ
シ
ユ
の
音
楽
」
と
結
び
つ
き
そ
う



― 7―

イメージの連鎖―詩的言語分析の覚え書き―

な
語
、表
現
を
探
す
と
す
れ
ば
、「
お
し
な
べ
て
黄
ば
み
騒
立
（
さ
わ
だ
）
つ
楽
の
色
。」「
現
れ
て
真
黒
（
ま
く
ろ
）
に
歎
く
楽
の
船
、」

「
吹
き
か
は
す
銀
の
喇
叭
も
た
え
だ
え
に
、」「
真
黒
な
る
管
絃
楽
（
オ
オ
ケ
ス
ト
ラ
）
の
帆
の
響
」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
あ
げ
た
十
五
作
品
を
み
れ
ば
、次
の
よ
う
な
表
現
が
「（
ロ
マ
ン
チ
ツ
シ
ユ
の
）
音
楽
」
と
重
な
り
合
い
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。

1　

薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
タ
ン
ホ
イ
ゼ
ル
の
譜
の
し
る
し 

…
…
序
楽

2　

は
じ
め
ま
づ
井
（
濁
点
附
き
）
オ
ロ
ン
の
ひ
と
す
す
り
な
き
、 

…
…
序
楽

3　

ひ
と
と
き
に
渦
巻
き
か
へ
す
序
の
し
ら
べ 

…
…
序
楽

4　

管
絃
楽
部
（
オ
オ
ケ
ス
ト
ラ
）
の
う
め
き
よ
り
夜
（
よ
）
に
は
入
り
ぬ
る
…
…
序
楽

5　

鋭
（
す
る
ど
）
に
わ
か
く
、
は
た
、
苦
く
狂
ひ
た
だ
る
る
楽
の
色 

…
…
納
曽
利

6　

縺
れ
入
る
ピ
ア
ノ
の
吐
息 

…
…
ほ
の
か
に
ひ
と
つ

7　

わ
が
恋
の
器
楽
の
海
に
。 

…
…
耽
溺

8　

弾
け
よ
、
弾
け
、
毒
の
井
（
濁
点
附
き
）
オ
ロ
ン 

…
…
耽
溺

9　

楽
の
音
よ

―
酒
の
キ
ユ
ラ
ソ
オ
、 

…
…
耽
溺

10　

聴
く
は
は
や
楽
の
大
極
、 

…
…
耽
溺

11　

ほ
の
か
に
も
尺
八
吹
け
る
、 

…
…
と
い
き

12　

連
れ
て
弾
く
緑
ひ
と
つ
ら
。
／
そ
の
緑
琴
柱
（
こ
と
ぢ
）
に
は
し
て
、 

…
…
地
平

13　

か
な
た
よ
り
笛
し
て
う
か
び
、
こ
な
た
よ
り
糸
し
て
消
ゆ
る
、 

…
…
地
平

14　

か
な
た
に
ひ
び
く
笛
の
ね
、
…
… 
…
…
ふ
え
の
ね

15　

幼
子
の
む
れ
は
ま
た
吹
笛
（
フ
ル
ウ
ト
）
鳴
ら
し
、 
…
…
下
枝
の
ゆ
ら
ぎ

16　

や
は
ら
か
き
ゆ
め
の
曲
節
（
め
ろ
で
い
）
…
… 

…
…
雨
の
日
ぐ
ら
し



― 8―

17　

暮
れ
も
ゆ
く
ゆ
め
の
曲
節
（
め
ろ
で
い
）
…
… 

…
…
雨
の
日
ぐ
ら
し

18　

饗
宴
の
楽
器
と
り
ど
り
か
き
抱
き
、
自
棄
（
や
け
）
に
、
し
み
ら
に
、 

…
…
狂
人
の
音
楽

19　

オ
ボ
イ
鳴
る
…
…
ま
た
、
ト
ロ
ム
ボ
オ
ン
…
… 

…
…
狂
人
の
音
楽

20　

狂
ほ
し
き
井
（
濁
点
附
き
）
オ
ラ
の
唸
（
う
な
り
）
…
… 

…
…
狂
人
の
音
楽

21　

セ
ロ
の
、
喇
叭
の
蛇
の
香
（
か
）
よ
、 

…
…
狂
人
の
音
楽

22　

は
た
、
爛
れ
泣
く
井
（
濁
点
附
き
）
オ
ロ
ン
の
空
に
は
赤
子
飛
び
み
だ
れ
、 

…
…
狂
人
の
音
楽

23　

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
槍
先
よ
、 

…
…
狂
人
の
音
楽

24　

曲
節
（
メ
ロ
ヂ
ア
）
の
ひ
ら
め
き
緩
く
、
ま
た
急
く
、 

…
…
狂
人
の
音
楽

25　

ア
ル
ト
歌
者
（
う
た
ひ
）
の
な
げ
か
ひ
を
暈
（
く
ら
）
ま
し
な
が
ら
、 

…
…
狂
人
の
音
楽

26　

は
た
、
吹
笛
（
フ
ル
ウ
ト
）
の
香
（
か
）
の
し
ぶ
き
、 

…
…
狂
人
の
音
楽

27　

は
た
や
、
太
鼓
の
悶
絶
に
列
な
り
走
る
槍
尖
（
や
り
さ
き
）
よ
、 

…
…
狂
人
の
音
楽

28　

は
や
も
見
よ
、
日
の
入
り
が
た
の
雲
の
色

　
　

狂
気
の
楽
の
音
に
つ
れ
て
波
だ
ち
わ
た
り
、

　
　

悪
獣
の
蹠
（
あ
な
う
ら
）
の
ご
と
血
を
滴
（
た
ら
）
す
。 

…
…
狂
人
の
音
楽

　
「
と
い
き
」
の
「
ほ
の
か
に
も
尺
八
吹
け
る
」
や
「
地
平
」
の
「
連
れ
て
弾
く
緑
ひ
と
つ
ら
。」
は
そ
れ
ぞ
れ
尺
八
、
琴
の
こ
と
で
あ

り
、「
ロ
マ
ン
チ
ツ
シ
ユ
の
音
楽
」
と
は
い
え
な
い
が
、「
音
楽
」
す
な
わ
ち
聴
覚
に
は
か
か
わ
っ
て
い
る（

9
）。「
邪
宗
門
扉
銘
」
で
い

え
ば
、「
こ
こ
過
ぎ
て
曲
節
（
メ
ロ
デ
ア
）
の
悩
み
の
む
れ
に
、」
の
「
曲
節
（
メ
ロ
デ
ア
）
の
悩
み
」
に
つ
ら
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
い
え

よ
う
。
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二　
『
海
潮
音
』「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
曲
」
と
「
耽
溺
」
と

　
「
耽
溺
」
は
明
治
四
十
一
年
一
月
に
『
明
星
』
に
、
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、『
北
原
白
秋
集
』
の
補
注
一
〇
二
は
、「
耽
溺
」
の
「
発

想
に
は
、
直
接
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、『
海
潮
音
』
に
訳
さ
れ
て
い
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
曲
」
か
ら
の
示
唆

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」（
五
二
〇
頁
上
段
〜
下
段
）
と
述
べ
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
が
あ
る
の
で
、『
海
潮
音
』
の
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）

の
曲
」
の
み
を
次
に
示
す
。
振
仮
名
の
多
く
は
省
き
、
漢
字
字
体
は
保
存
し
て
い
な
い
。

　
　

薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
曲

1　

時
こ
そ
今
は
水
枝
（
み
づ
え
）
さ
す
、
こ
ぬ
れ
に
花
の
顫
（
ふ
る
）
ふ
こ
ろ
。

2　

花
は
薫
（
く
ん
）
じ
て
追
風
に
、
不
断
の
香
（
か
う
）
の
爐
に
似
た
り
。

3　

匂
（
に
ほ
ひ
）
も
音
も
夕
空
に
、
と
う
と
う
た
ら
り
、
と
う
た
ら
り
、

4　

ワ
ル
ツ
の
舞
の
哀
れ
さ
よ
、
疲
れ
倦
（
う
）
み
た
る
眩
暈
（
く
る
め
き
）
よ
、

5　

花
は
薫
じ
て
追
風
に
、
不
断
の
香
（
か
う
）
の
爐
に
似
た
り
。

6　

痍
（
き
ず
）
に
悩
め
る
胸
も
ど
き
、
井
（
濁
点
附
き
）
オ
ロ
ン
楽
の
清
搔
（
す
が
が
き
）
や
、

7　

ワ
ル
ツ
の
舞
の
哀
れ
さ
よ
、
疲
れ
倦
（
う
）
み
た
る
眩
暈
（
く
る
め
き
）
よ
、

8　

神
輿
の
台
を
さ
な
が
ら
の
雲
悲
み
て
艶
だ
ち
ぬ
。

9　

痍
（
き
ず
）
に
悩
め
る
胸
も
ど
き
、
井
（
濁
点
附
き
）
オ
ロ
ン
楽
の
清
搔
（
す
が
が
き
）
や
、

10　

闇
の
涅
槃
に
、
痛
ま
し
く
悩
ま
さ
れ
た
る
優
心
（
や
さ
こ
ゝ
ろ
）。

11　

神
輿
の
台
を
さ
な
が
ら
の
雲
悲
み
て
艶
だ
ち
ぬ
、

12　

日
や
落
入
り
て
溺
る
ゝ
は
、
凝
（
こ
ゞ
）
る
ゆ
ふ
べ
の
血
潮
雲
（
ち
し
ほ
ぐ
も
）。
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13　

闇
の
涅
槃
に
、
痛
ま
し
く
悩
ま
さ
れ
た
る
優
心
（
や
さ
ご
ゝ
ろ
）、

14　

光
の
過
去
の
あ
と
か
た
を
尋
（
と
）
め
て
集
む
る
憐
れ
さ
よ
。

15　

日
や
落
入
り
て
溺
る
ゝ
は
、
凝
（
こ
ゞ
）
る
ゆ
ふ
べ
の
血
潮
雲
（
ち
し
ほ
ぐ
も
）、

16　

君
が
名
残
の
た
ゞ
在
（
あ
）
る
は
、
ひ
か
り
輝
（
か
ゝ
や
）
く
聖
体
盒
（
せ
い
た
い
ご
ふ
）。

　

白
秋
「
耽
溺
」
に
は
漢
字
列
「
薄
暮
」
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
単
語
を
単
位
と
し
て
み
た
場
合
に
お
い
て
、「
顫
ふ
／
顫
ひ
」「
眩

暈
」「
井
（
濁
点
附
き
）
オ
ロ
ン
」「
清
搔
」
な
ど
が
「
薄
暮
の
曲
」
と
共
通
し
て
使
わ
れ
て
い
る
語
、あ
る
い
は
漢
字
列
で
あ
る
。「
ス

ガ
ガ
キ
（
清
搔
）」
と
い
う
語
な
ど
は
、
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
語
で
は
な
く
、『
邪
宗
門
』
中
で
も
右
を
含
め
て
三
度
し
か
使
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
う
し
た
語
と
「
井
（
濁
点
附
き
）
オ
ロ
ン
」
と
二
つ
の
語
が
「
薄
暮
の
曲
」
と
「
耽
溺
」
と
に
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
の
み
で
も
両
者
の
関
係
を
推
測
す
る
に
は
十
分
と
も
い
え
よ
う
が
、「
耽
溺
」に
は
使
わ
れ
て
い
な
い「
薄
暮（
く
れ
が
た
）」

と
い
う
語
に
着
目
す
る
と
、「
薄
暮
の
曲
」
が
白
秋
に
与
え
た
影
響
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
「
薄
暮
の
曲
」はC

harles B
audelaire

（
一
八
二
一
〜
一
八
六
七
）の『
悪
の
華（Les Fleurs du M

al

）』に
収
め
ら
れ
た「H

arm
onie 

du Soir

」
を
原
詩
と
し
て
お
り（

10
）、
例
え
ば
鈴
木
信
太
郎
訳
『
悪
の
華
』（
一
九
六
一
年
、
岩
波
文
庫
）
に
お
い
て
は
「
夕
の
諧
調
」

と
日
本
語
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
近
代
文
学
大
系
52
『
明
治
大
正
譯
詩
集
』（
一
九
七
一
年
、角
川
書
店
）
は
補
注
一
二
四
に
お
い
て
、こ
の
原
詩
に
つ
い
て
、ボ
ー

ド
レ
ー
ル
が
「
サ
バ
チ
ェ
夫
人
（M

m
e Sabatier

）
と
の
恋
の
思
い
出
を
う
た
っ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、シ
モ
ン
ズ
（A

rthur 

Sym
ons

）
はsexual intercourse

を
う
た
っ
た
も
の
と
解
釈
し
て
、こ
れ
を
英
訳
し
て
い
る
」（
四
四
〇
頁
下
段
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

齋
藤
磯
雄
（
一
九
五
五
）
は
「H

arm
onie du Soir

」
の
特
徴
と
し
て
「
詩
全
体
が
四
節
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
は
四
つ
の
詩

句
か
ら
成
る
」「
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
句
は
十
二
の
音
綴
か
ら
成
り
、
基
本
的
律
動
と
し
て
、
そ
の
第
六
音
綴
と
第
十
二
音
綴
に
強
拍
を
刻

ん
で
あ
る
」「
各
節
の
第
二
、
第
四
詩
句
は
、
次
の
節
の
第
一
、
第
三
詩
句
と
し
て
再
現
す
る
」「
脚
韻
は
全
節
、
女
性
韻-ige

と
男
性
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韻-oir

の
交
互
の
抱
擁
か
ら
成
る
」
と
い
う
四
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

4
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
女
性
韻
と
男
性
韻
の
「
交
互
の
抱
擁
」
が
あ
る
い
は
、
シ
モ
ン
ズ
の
「
解
釈
」
と
つ
な
が
る
か
。
窪
田
般

彌
は
『
日
本
の
象
徴
詩
人
』（
一
九
六
三
年
、
紀
伊
國
屋
書
店
）
に
お
い
て
、「H

arm
onie du Soir

」
を
「
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
の
手

法
を
知
る
に
絶
好
な
作
品
」（
二
十
一
頁
）
と
指
摘
し
、「
男
女
性
の
抱
擁
韻
に
つ
つ
ま
れ
、
優
美
な
ワ
ル
ツ
の
よ
う
に
く
り
返
さ
れ
る

ル
フ
ラ
ン
。
そ
の
な
か
か
ら
立
ち
昇
っ
て
く
る
、
花
と
ヴ
ィ
オ
ロ
ン
と
ワ
ル
ツ
の
舞
の
、
嗅
覚
と
聴
覚
と
視
覚
の
交
感
。
そ
し
て
、
こ

の
三
つ
の
要
素
と
緊
密
に
結
ば
り
合
っ
て
い
る
、
香
（
こ
う
）
と
、
神
輿
の
台
と
、
聖
体
盒
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
」、「
こ

の
詩
で
は
諸
々
の
感
覚
や
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
、語
の
律
動
と
相
ま
っ
て
交
響
楽
的
に
入
り
ま
じ
っ
て
く
る
」（
二
十
二
頁
）と
述
べ
て
お
り
、

こ
こ
に
も
「
男
女
性
の
抱
擁
韻
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
〈
震
え
る
・
お
の
の
く
〉
と
い
う
語
義
を
も
つ
動
詞
「frém

ir

」
を
使
っ
た
原
詩
の
「Le violon frém

it

」
を
上
田
敏
は
「
井
（
濁
点

附
き
）
オ
ロ
ン
楽
の
清
搔
や
、」
と
訳
し
て
い
る
。「
ス
ガ
ガ
キ
」
は
和
琴
や
箏
の
奏
法
、
あ
る
い
は
三
味
線
の
奏
法
で
、「
井
（
濁
点

附
き
）
オ
ロ
ン
」
に
つ
い
て
「
ス
ガ
ガ
キ
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
こ
と
は
上
田
敏
の
「
工
夫
」
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
上
田

敏
や
白
秋
が
実
際
に
よ
く
耳
に
し
て
い
た
和
楽
（
邦
楽
）
と
洋
楽
と
が
、
渾
然
一
体
の
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。

　

漢
語
「
ハ
ク
ボ
」
の
語
義
は
〈
ゆ
う
が
た
・
ゆ
う
ぐ
れ
〉
と
い
う
こ
と
で
、和
語
「
ク
レ
ガ
タ
」
の
語
義
と
重
な
り
合
う
。『
邪
宗
門
』

中
で
、
漢
字
列
「
薄
暮
」
は
十
四
回
（
詩
の
タ
イ
ト
ル
と
の
重
複
は
数
え
な
い
）
使
わ
れ
て
い
る
。「
夢
の
奥
」
に
お
け
る
一
回
の
み

が
「
タ
ソ
ガ
レ
」
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、十
三
回
は
「
ク
レ
ガ
タ
」
と
い
う
語
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
使
わ
れ
て
お
り
、

白
秋
に
お
い
て
は
「
ク
レ
ガ
タ
」
と
漢
字
列
「
薄
暮
」
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。

1
わ
か
き
日
の
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
そ
の
し
ら
べ
静
（
し
づ
）
こ
こ
ろ
な
し
。 

…
…
室
内
庭
園

2
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
か
、
／
日
の
あ
さ
あ
け
か
、
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昼
か
、
は
た
、
／
ゆ
め
の
夜
半
に
か
。

　

朝
明
（
あ
さ
あ
け
）
か
、
／
死
の
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
か
、 

…
…
接
吻
の
時

3
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
潤
（
う
る
）
み
に
ご
れ
る
室
（
む
ろ
）
の
内
（
う
ち
）、

　

甘
く
も
腐
る
百
合
の
蜜
、
は
た
、
靄
ぼ
か
し

　

色
赤
き
い
ん
く
の
罎
の
か
た
ち
し
て 

…
…
蜜
の
室

4
薄
暮
（
た
そ
が
れ
）
に
せ
き
も
あ
へ
ぬ
女
の
吐
息

　

あ
は
れ
そ
の
愁
（
う
れ
ひ
）
如
（
な
）
し
、
し
ぶ
く
噴
水
（
ふ
き
あ
げ
） 

…
…
夢
の
奥

5
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
タ
ン
ホ
イ
ゼ
ル
の
譜
の
し
る
し 

…
…
序
楽

6
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
朱
（
あ
け
）
の
お
び
え
の
戦
（
た
ゝ
か
ひ
）
に 

…
…
黒
船

7
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
に
熟
視
（
み
つ
）
め
つ
つ
撓
み
ち
る
髪
の
香
（
か
）
き
け
ば

―
…
…
醋
の
甕

8
い
と
青
き
ソ
プ
ラ
ノ
の
沈
み
ゆ
く
光
の
な
か
に
、

　

饐
え
て
病
む
わ
か
き
日
の
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
ゆ
め
。

―

　

か
く
て
な
ほ
悩
み
顫
ふ
わ
か
き
日
の
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
ゆ
め
。

― 

…
…
青
き
光

9
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
山
の
半
腹
（
な
か
ら
）
の
す
す
き
原
、 

…
…
樅
の
ふ
た
も
と

10
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
灯
の
に
ほ
ひ
昼
も
ま
た
点
（
と
も
）
り
か
な
し
む
。 

…
…
狂
念

11
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
負
傷
（
て
き
ず
）
な
や
ま
し
、
か
げ
暗
き
溝
の
に
ほ
ひ
に
、 

…
…
薄
暮
の
負
傷

12
な
ど
痛
む
、
あ
な
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
曲
の
色
、

―
光
の
沈
黙
（
し
じ
ま
）。 

…
…
薄
暮
の
印
象

　

明
治
二
十
四
年
に
刊
行
を
終
え
た
『
言
海
』
は
見
出
し
項
目
直
下
に
「
普
通
用
」
の
漢
字
列
を
置
く
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
が
、
見
出

し
項
目
「
く
れ
が
た
」
の
直
下
に
は
「
暮
方
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
ク
レ
ガ
タ
」
と
い
う
語
に
あ
て
る
漢
字
列
と
し
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て
は
「
暮
方
」
が
ま
ず
は
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
、「
ク
レ
ガ
タ
」
に
漢
字
列
「
薄
暮
」
を
あ
て
る
白
秋
に
は
い
わ
ば
特
徴
が
あ
る
。

『
海
潮
音
』
中
で
は
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）」
は
他
に
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
白
秋
の
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）」
が
『
海
潮
音
』
の
影
響

下
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
薄
暮
の
曲
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

白
秋
が
『
邪
宗
門
』
中
で
十
四
回
使
っ
た
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）」
の
多
く
に
は
共
通
性
が
看
取
さ
れ
る
。「
薄
暮
」
が
詩
の
タ
イ
ト

ル
に
含
ま
れ
て
い
る
作
品
と
し
て
「
薄
暮
の
負
傷
」
と
「
薄
暮
の
印
象
」
と
が
あ
る
。
こ
の
二
作
品
は
「
悪
の
窓　

断
篇
七
種
」
の
う

ち
の
二
つ
（
三
と
五
）
に
あ
た
る
。「
悪
の
窓
」
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
『
悪
の
華
』
と
の
つ
な
が
り
を
想
起
さ
せ
る
。「
薄
暮
の
負
傷
」
は

「
血
潮
し
た
た
る
。」
と
い
う
独
立
し
た
一
行
か
ら
始
ま
り
、
同
じ
「
血
潮
し
た
た
る
」
と
い
う
独
立
し
た
一
行
で
終
わ
る
。「
薄
暮
の

印
象
」
の
第
二
連
に
は
「
な
ど
痛
む
、
あ
な
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
曲
の
色
、
―
光
の
沈
黙
（
し
じ
ま
）。」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「
薄

暮
（
く
れ
が
た
）
の
曲
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
第
二
連
は
「
さ
あ
れ
、空
に
は
眼
に
見
え
ぬ
血
潮
し
た
た
り
、」

と
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
血
潮
し
た
た
り
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
「
血
潮
し
た
た
り
」
は
「
薄
暮
の
曲
」
の
「
ゆ
ふ
べ
の
血

潮
雲
（
ち
し
ほ
ぐ
も
）」
と
の
つ
な
が
り
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
悪
の
窓　

断
篇
七
種
」
の
一
「
狂
念
」
に
も
「
薄
暮
（
く

れ
が
た
）
の
灯
の
に
ほ
ひ
晝
も
ま
た
點
（
と
も
）
り
か
な
し
む
。」
と
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
狂
念
」

の
最
終
行
は
「
盲
ひ
つ
つ
血
に
叫
ぶ
豹
の
聲
遠
（
と
ほ
）
に
泡
立
つ
。」
で
こ
こ
に
も
「
血
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
薄
暮
の
負
傷
」
に

は
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
負
傷
（
て
き
ず
）
な
や
ま
し
、
か
げ
暗
き
溝
の
に
ほ
ひ
に
、
／
は
た
、
胸
に
、
床
の
鉛
に
…
…
」
と
あ
り
、

「
負
傷
（
て
き
ず
）
な
や
ま
し
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
、「
薄
暮
の
印
象
」
の
冒
頭
と
末
尾
一
行
は
「
う
ま
し
接
吻
（
く
ち
つ
け
）

…
…
歡
語
（
さ
ざ
め
ご
と
）
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
青
き
光
」
に
お
い
て
は
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）」
は
第
三
連
の
二
行
目
「
饐
（
す
）
え
て
病
む
わ
か
き
日
の
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の

ゆ
め
。

―
」
と
第
六
連
の
一
行
目
「
か
く
て
な
ほ
悩
み
顫
（
ふ
る
）
ふ
わ
か
き
日
の
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
ゆ
め
。

―
」
と
使
わ

れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
わ
か
き
日
の
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
ゆ
め
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
顔
の
印
象　

六
篇
」
中
の



― 14―

Ｃ
「
醋
の
甕
」
の
第
一
連
二
行
目
に
は
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
に
熟
視
（
み
つ
）
め
つ
つ
撓
み
ち
る
髪
の
香
（
か
）
き
け
ば

―
」
と

あ
る
。「
室
内
庭
園
」
の
第
二
連
の
終
わ
り
に
は
「
わ
か
き
日
の
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
の
そ
の
し
ら
べ
静
（
し
づ
）
こ
こ
ろ
な
し
。」
と

あ
っ
て
、「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）」
と
「
わ
か
き
日
」
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
連
の
終
わ
り
は
「
わ

か
き
日
の
な
ま
め
き
の
そ
の
ほ
め
き
静
こ
こ
ろ
な
し
。」
第
三
連
の
終
わ
り
は
、「
わ
か
き
日
の
そ
の
夢
の
香
の
腐
食
静
こ
こ
ろ
な
し
。」

で
、詩
は
「
わ
か
き
日
は
暮
る
れ
ど
も
夢
は
な
ほ
静
こ
こ
ろ
な
し
。」
と
終
わ
る（

11
）。
こ
こ
に
は
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）」「
わ
か
き
日
」

「
な
ま
め
き
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
「
な
ま
め
き
」
を
白
秋
の
実
体
験
に
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る（

12
）。
実
際
に
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
か
、
で
は

な
く
、
白
秋
が
言
語
世
界
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
を
形
成
し
て
い
る
か
を
言
語
を
手
が
か
り
に
探
っ
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
ろ
う
。「
接
吻
の
時
」
に
は
「
そ
は
え
も
わ
か
ね
、
燃
え
わ
た
る
若
き
命
の
眩
暈
（
め
く
る
め
き
）、
／
赤
き
震
慄
（
お
び

え
）
の
接
吻
（
く
ち
つ
け
）
に
ひ
た
と
身
顫
ふ
一
刹
那
。」「
わ
れ
ら
知
る
赤
き
唇
。」
と
あ
り
、「
蜜
の
室
」
に
は
「
接
吻
（
く
ち
つ
け
）

の
長
き
甘
さ
に
倦
き
ぬ
ら
む
。
／
そ
と
手
を
ほ
ど
き
靄
の
内
さ
ぐ
る
心
地
に
、／
色
盲
の
瞳
の
女
う
ら
ま
ど
ひ
、」
と
あ
り
、「
夢
の
奥
」

に
は
「
薄
暮
（
た
そ
が
れ
）
に
せ
き
も
あ
へ
ぬ
女
の
吐
息
」「
や
は
ら
か
き
ほ
の
熱
（
ほ
て
）
る
女
の
足
音
（
あ
の
と
）」
と
あ
り
、「
醋

の
甕
」
に
は
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）
に
熟
視
（
み
つ
）
め
つ
つ
撓
み
ち
る
髪
の
香
き
け
ば
―
」
と
あ
り
、「
薄
暮
の
印
象
」
は
「
う
ま

し
接
吻
（
く
ち
つ
け
）
…
…
歡
語
（
さ
ざ
め
ご
と
）
…
…
」
で
始
ま
る
。
そ
れ
は
「
邪
宗
門
扉
銘
」
の
「
官
能
の
愉
楽
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
に
つ
ら
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
「
邪
宗
門
扉
銘
」
の
「
曲
節
の
悩
み
」「
官
能
の
愉
楽
」「
神
経
の
に
が
き
魔
睡
」
が
、『
邪
宗
門
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
多
く
の
詩
作

品
に
共
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
む
し
ろ
陳
腐
な
指
摘
と
考
え
る
が
、
そ
の
共
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
し
て

「
炙
り
出
す
」
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
語
を
単
位
と
す
る
し
か
な
く
、
本
稿
は
そ
れ
を
幾
つ
か
の
語
を
採
り
あ
げ
て
「
実
践
」
し
た
。

　

そ
し
て
例
え
ば
本
稿
で
採
り
あ
げ
た
「
薄
暮
（
く
れ
が
た
）」
の
場
合
、「
ク
レ
ガ
タ
」
と
い
う
語
が
作
品
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
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か
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ば
超
え
て
、
そ
の
「
ク
レ
ガ
タ
」
が
ど
の
よ
う
に
文
字
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
重
要
で
、

白
秋
は
「
薄
暮
」
と
い
う
（
漢
語
）
漢
字
列
を
選
択
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
海
潮
音
』
に
す
で
に
あ
る
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
詩
的
言
語
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
表
現
の
手
段
と
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
語
を
「
ど
の

よ
う
に
文
字
化
す
る
か
」
は
重
大
事
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

お
わ
り
に

　

上
田
敏
『
海
潮
音
』
が
北
原
白
秋
『
邪
宗
門
』
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
に
繰
り
返
し
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
そ
の
影
響
を
、
語
の
選
択
、
さ
ら
に
は
そ
の
「
語
の
選
択
」
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
「
語
の
文
字
化
」
と
い

う
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

例
え
ば
「
墳
塋
（
お
く
つ
き
）」
は
『
海
潮
音
』
に
お
い
て
使
わ
れ
、『
邪
宗
門
』
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い
る
語
及
び
漢
字
列
で
あ

る
。
ま
ず
は
、『
海
潮
音
』
で
使
わ
れ
て
い
る
「
オ
ク
ツ
キ
」
と
い
う
語
が
『
邪
宗
門
』
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
が
、そ
の
「
オ
ク
ツ
キ
」
に
、『
言
海
』
が
「
普
通
用
ノ
モ
ノ
」
と
し
て
示
し
た
漢
字
列
「
奧
津
城
」
で
は
な
く
て
「
墳
塋
」
を
使
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

あ
る
い
は
『
海
潮
音
』
に
は
「
白
楊
（
は
く
や
う
）」
と
題
さ
れ
た
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
邪
宗
門
』
に
は
、「
白
楊
（
は
く
や
う
）」

（
下
枝
の
ゆ
ら
ぎ
・
暮
春
）「
白
楊
（
ぽ
ぴ
ゆ
ら
）」（
月
の
出
）「
白
楊
（
や
ま
な
ら
し
）」（
冷
め
が
た
の
印
象
）「
白
楊
（
は
こ
や
な
ぎ
）」

（
赤
き
恐
怖
）
の
よ
う
に
漢
字
列
「
白
楊
」
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
。
漢
字
列
「
白
楊
」
は
右
に
示
し
た
よ
う
に
、「
ハ
ク
ヨ
ウ
」

「
ポ
ピ
ユ
ラ
」「
ヤ
マ
ナ
ラ
シ
」「
ハ
コ
ヤ
ナ
ギ
」
と
い
っ
た
異
な
る
語
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
白
秋
の
意
識
は
語
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
漢
字
列
側
に
あ
っ
た
よ
う
に
も
み
え
な
く
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
語
を
離
れ
た
漢
字
列
そ
の
も
の
が
表
現

の
手
段
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
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注（
1
） 
マ
グ
リ
ッ
ト
は
雑
誌
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
革
命
』（La R

évolution surréalism
e

）
第
十
二
号
（
一
九
二
九
年
十
二
月
十
五
日
刊
）
に
「
こ
と

ば
と
イ
メ
ー
ジ
（LE

S M
O

T
S E

T
 LE

S IM
A

G
E

S

）」
と
題
し
た
文
章
を
発
表
し
て
い
る
。
一
九
七
一
年
に
東
京
国
立
近
代
美
術
館
と
京
都
国
立

近
代
美
術
館
と
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
展
の
カ
タ
ロ
グ
（
毎
日
新
聞
社
発
行
）
は
、「
大
家
族
（LE

 G
R

A
N

D
E

 

FA
M

ILLE
）」
を
表
紙
と
し
、表
表
紙
の
見
返
し
二
ペ
ー
ジ
と
裏
表
紙
の
見
返
し
二
ペ
ー
ジ
と
を
使
っ
て
、「
こ
と
ば
と
イ
メ
ー
ジ
」
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
「
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
」
の
日
本
語
訳
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
こ
と
ば
と
イ
メ
ー
ジ
」
は
「U

ne Im
age peut prendre la 

place d’un m
ot dans une proposition

」（
イ
メ
ー
ジ
は
、
文
章
の
中
で
単
語
の
代
わ
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
の
よ
う
な
短
い
文
章
と
絵
と
の

組
み
合
わ
せ
を
十
八
並
べ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

本
稿
は
「
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
」
を
標
題
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
標
題
も
含
め
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
表
現
を
定
義
し
な

い
で
ご
く
一
般
的
に
使
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
本
稿
は
試
論
で
あ
り
、「
イ
メ
ー
ジ
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
か
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
考
察
と
と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
。

（
3
） 

高
橋
裕
子
『
西
洋
美
術
の
こ
と
ば
案
内
』
は
「
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
「
芸
術
作
品
の
主
題
や
中
心
的
着
想
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
他
と
区
別
し
て

認
識
さ
れ
る
ひ
と
つ
な
い
し
繰
り
返
さ
れ
る
形
を
意
味
す
る
。
後
者
は
装
飾
パ
タ
ー
ン
の
基
本
に
な
る
模
様
で
あ
り
、
前
者
は
た
と
え
ば
、
そ
れ

が
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
か
エ
バ
か
と
い
う
意
味
と
は
切
り
離
し
た
純
粋
な
形
と
し
て
の「
立
っ
て
い
る
女
性
」で
あ
る
」（
一
五
二
頁
）と
述
べ
て
い
る
。「
繰

り
返
さ
れ
る
形
」
は
「
装
飾
パ
タ
ー
ン
の
基
本
に
な
る
模
様
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
形
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
有
さ
れ
や
す
く
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
語
に
お
い
て
も
、
あ
る
語
あ
る
い
は
語
句
、

表
現
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
有
さ
れ
や
す
く
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
モ
テ
ィ
ー
フ
」
と
い
う
概
念
は
言
語
分
析
、
特
に
詩

的
言
語
の
分
析
に
お
い
て
は
有
効
な
概
念
と
考
え
る
。
そ
し
て
ま
た
「
モ
テ
ィ
ー
フ
」
と
い
う
概
念
を
「
繰
り
返
し
」
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
け

て
と
ら
え
た
い
と
考
え
る
。

（
4
） 

稿
者
は
「
言
語
情
報
の
一
般
性
に
つ
い
て
」（
清
泉
女
子
大
学
『
言
語
教
育
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
「「
詩
的
言
語
」
は
い

わ
ば
こ
と
さ
ら
に
「
ユ
ニ
ー
ク
」
な
「
情
報
」
を
言
語
に
の
せ
よ
う
と
し
た
試
み
と
い
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
。「
詩
が
わ
か
ら
な
い
」
と
は
、
通

常
の
、
で
き
る
だ
け
過
不
足
な
く
「
情
報
」
を
伝
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
言
語
を
理
解
す
る
場
合
に
比
し
て
、
ど
の
よ
う
な
「
情
報
」
を
伝
達
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
、
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
の
謂
い
と
考
え
る
。「
詩
を
よ
む
」
と
は
、
個
々
人
の
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
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具
体
的
な
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
ユ
ニ
ー
ク
」
な
「
情
報
」
に
分
け
入
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
。
北
原
白
秋
の
詩
を
よ
む

と
い
う
こ
と
は
、
北
原
白
秋
が
形
成
し
た
白
秋
独
自
の
「
ユ
ニ
ー
ク
」
な
「
情
報
（
の
あ
り
か
た
）」
を
「
腑
分
け
」
の
よ
う
に
探
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。

（
5
） 
「
詩
作
品
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
語
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
の
で
、
使
用
さ
れ
る
語
を
手
が
か
り
に
す
る
」
は
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
を
述
べ

て
い
る
が
、
語
を
「
入
り
口
」
に
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
探
る
と
い
う
当
然
の
「
手
順
」
が
示
さ
れ
ず
に
、
詩
の
イ
メ
ー
ジ
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
案
外

と
あ
る
。
例
え
ば
、「
ほ
の
か
に
ひ
と
つ
」
に
つ
い
て
日
本
近
代
文
学
大
系
28
『
北
原
白
秋
集
』（
一
九
七
〇
年
、
角
川
書
店
）
の
頭
注
は
「
孤
独

な
青
春
の
悲
哀
の
な
か
に
、
ひ
そ
か
に
浮
か
び
出
る
悩
ま
し
い
思
い
を
、
暮
れ
る
と
も
な
い
麦
畑
に
、
ひ
と
つ
、
ま
た
ひ
と
つ
と
、
ほ
の
か
に
開

く
罌
粟
の
花
に
託
し
て
う
た
っ
た
叙
情
的
な
象
徴
詩
」
と
説
明
す
る
。
こ
れ
は
作
品
の
「
よ
み
」
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
の
一
方
で
、

「
孤
独
な
青
春
の
悲
哀
」
は
「
ほ
の
か
に
ひ
と
つ
」
の
ど
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
「
よ
み
」
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
6
） 

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
「
邪
宗
門
扉
銘
」
は
ダ
ン
テ
『
神
曲
』「
地
獄
界
」
第
三
歌
冒
頭
を
模
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
河
村
政
敏
は
『
北
原
白

秋
の
世
界
―
そ
の
世
紀
末
的
詩
境
の
考
察
』（
一
九
九
七
年
、至
文
堂
）
に
お
い
て
「
原
詩
を
、当
時
愛
読
し
て
い
た
上
田
敏
の
『
詩
聖
だ
ん
て
』（
明

34
）
か
、
森
鷗
外
の
『
即
興
詩
人
』（
明
35
）
か
、
い
や
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
双
方
に
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
」（
二
十
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。『
詩

聖
だ
ん
て
』
に
は
「
わ
れ
過
ぎ
て
、
歎
の
ま
ち
に
、
わ
れ
過
ぎ
て
、
と
は
の
悩
に
、
わ
れ
過
ぎ
て
ほ
ろ
び
の
民
に
」（
二
二
〇
頁
）
と
あ
り
、『
即

興
詩
人
』
に
は
「
こ
ゝ
す
ぎ
て　

う
れ
へ
の
市
に　

こ
こ
す
ぎ
て　

歎
の
淵
に　

こ
ゝ
す
ぎ
て　

浮
か
ぶ
時
な
き　

群
に
社　

人
は
入
る
ら
め
」（
上

巻
八
十
頁
）
と
あ
る
。「
邪
宗
門
扉
銘
」
に
つ
い
て
、
河
村
政
敏
（
一
九
九
七
）
は
「
い
う
ま
で
も
な
く
、『
神
曲
』
―
「
地
獄
界
」
第
三
歌
冒
頭
の

パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
い
ず
れ
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
か
ら
、「
曲
節
の
悩
み
」「
官
能
の
愉
楽
」「
神
経
の
に
が
き
魔
睡
」
な
ど
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
特

別
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
要
す
る
に
そ
う
し
た
語
感
を
借
り
て
、
感
覚
的
・
官
能
的
な
頽
唐
世
界
へ
の
志
向
を
語
っ
た
ま
で
で
あ
っ
た
」

（
二
十
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。「
特
別
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
」「
語
感
を
借
り
て
」「
語
っ
た
ま
で
で
あ
っ
た
」
は
い
ず
れ
も
河
村
政
敏

の
評
価
が
か
な
ら
ず
し
も
た
か
く
は
な
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
あ
る
い
は
石
丸
久
は
「
北
原
白
秋
に
お
け
る
象
徴
意
識
―
と
く
に
『
邪
宗
門
』
系

列
の
場
合
―
」（
一
九
八
三
年
、
早
稲
田
大
学
『
国
文
学
研
究
』
七
十
九
号
）
に
お
い
て
、「
邪
宗
門
扉
銘
」
に
つ
い
て
「
絢
爛
た
る
詞
宴
の
謳
い

あ
げ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
無
思
想
性
」
と
い
う
表
現
も
使
う
。「
特
別
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
」
と
通
う
み
か
た
は
、

白
秋
の
同
時
代
に
も
な
さ
れ
て
い
た
。
木
下
杢
太
郎
は
「
明
治
末
年
の
南
蛮
文
学
」
に
お
い
て
、「
北
原
白
秋
君
、
長
田
秀
雄
君
の
家
な
ど
に
集
り

夜
は
鴻
の
巣
と
い
ふ
小
さ
い
西
洋
料
理
屋
な
ど
に
行
き
、
ひ
る
ま
の
う
ち
に
読
ん
だ
も
の
を
醗
酵
さ
せ
て
家
に
か
へ
つ
て
詩
に
作
り
ま
し
た
。
然

し
わ
た
く
し
は
寧
ろ
材
料
を
集
め
る
方
で
、
ど
う
も
う
ま
く
そ
れ
が
詩
に
醗
酵
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
北
原
白
秋
君
は
そ
ん
な
語
彙
を
不
思
議
な
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織
物
に
織
り
上
げ
ま
し
た
。
白
秋
君
の
詩
に
は
思
想
的
連
絡
が
な
く
、
所
謂
言
葉
の
サ
ラ
ド
と
い
ふ
も
の
で
、
我
々
は
之
を
刺
繍
の
裏
面
の
紋
様

に
た
と
へ
ま
し
た
。
か
う
い
ふ
風
な
わ
け
で
わ
れ
わ
れ
の
南
蛮
趣
味
は
学
問
的
で
も
、
考
証
的
で
も
、
ま
た
純
粋
の
も
の
で
も
な
く
、
専
ら
語
彙

の
集
積
で
し
た
。
是
れ
は
当
時
日
本
に
紹
介
せ
ら
れ
た
パ
ル
ナ
シ
ア
ン
の
詩
、
サ
ム
ボ
リ
ス
ト
の
詩
か
ら
も
暗
示
を
受
け
た
わ
け
で
す
。
上
田
敏

氏
の
『
海
潮
音
』、
蒲
原
有
明
氏
の
『
春
鳥
集
』
が
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
へ
ま
し
た
。
も
一
つ
は
フ
ラ
ン
ス
の
印
象
派
に
対
す
る
わ
れ
わ

れ
の
偏
愛
が
、
そ
の
流
儀
を
詩
の
上
で
表
現
せ
し
め
た
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
南
蛮
紅
毛
趣
味
、
江
戸
浮
世
絵
趣
味
、
印
象
派
の
様

式

―
さ
う
い
ふ
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
南
蛮
文
学
の
基
本
調
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
思
想
的
連
絡
が
な
」
い
「
言
葉
の
サ
ラ
ド
」

と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
木
下
杢
太
郎
の
発
言
な
ど
が
影
響
を
与
え
て
い
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
稿
者
は
、
詩
に
「
特
別
な
意
味

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
み
か
た
」
も
さ
ま
ざ
ま
な
「
み
か
た
」
の
中
の
一
つ
の
「
み
か
た
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
稿
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
文
学
研
究
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
発
言
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
言
語
研
究
と
い
う
枠
組
み
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
示
し
て
い
る
が
、
言
語
研
究
か
ら
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
語
彙
を
使
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
表
現
を
構
成
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が

分
析
対
象
と
な
る
。

（
7
） 

上
田
敏
訳
『
海
潮
音
』（
一
九
〇
五
年
、
本
郷
書
院
）
は
「
遙
に
此
書
を
満
州
な
る
森
鷗
外
氏
に
献
ず
」
と
い
う
献
辞
が
「
序
」
の
前
に
あ
り
、

献
辞
の
裏
ペ
ー
ジ
に
は
「
大
寺
の
香
の
烟
は
ほ
そ
く
と
も
、
空
に
の
ぼ
り
て
あ
ま
ぐ
も
と
な
る
、
あ
ま
ぐ
も
と
な
る
。」
と
い
う
「
獅
子
舞
歌
」
が

印
刷
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
意
識
し
た
か
。

（
8
） 

有
光
隆
司
は
「
杢
太
郎
詩
と
ゲ
ー
テ
の
『
イ
タ
リ
ア
紀
行
』」（『
上
智
大
学
国
文
学
論
集
』
十
三
、一
九
八
〇
年
）
に
お
い
て
、
北
原
白
秋
が
『
食

後
の
唄
』
の
序
に
お
い
て
「
渋
面
」
の
「
異
相
者
」
と
呼
ん
だ
木
下
杢
太
郎
の
詩
作
品
「
黒
船
」
と
白
秋
の
「
黒
船
」
と
を
対
照
し
、杢
太
郎
の
「
黒

船
」
に
み
ら
れ
る
「
懐
疑
（
う
た
が
ひ
）
の
北
國
人
（
ほ
く
こ
く
び
と
）
は
。」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
て
、「
そ
れ
は
な
ん
と
い
う
違
い
で
あ
ろ

う
か
。
白
秋
は
そ
こ
に
お
い
て
心
底
酔
っ
て
い
る
が
、
杢
太
郎
に
は
白
秋
の
如
き
頽
廃
的
官
能
的
陶
酔
は
み
ら
れ
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
有
光
隆

司
（
一
九
八
〇
）
は
木
下
「
杢
太
郎
の
南
国
憧
憬
精
神
に
は
、
そ
の
反
作
用
と
し
て
、
同
量
の
北
国
的
自
意
識
が
伴
っ
て
い
た
」
こ
と
を
鮮
や
か

に
描
き
出
す
が
、そ
う
し
た
杢
太
郎
の
「
黒
船
」
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、白
秋
の
「
黒
船
」
の
趣
（
テ
イ
ス
ト
）
が
き
わ
だ
つ
。『
海
潮
音
』

と
北
原
白
秋
、
木
下
杢
太
郎
の
詩
作
品
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

右
の
有
光
隆
司
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
。
玉
城
徹
（
一
九
七
四
）
は
『
邪
宗
門
』
の
「
例
言
」
中
の
「
予
が
象
徴
詩
は
情
緒
の
諧
楽
と
感
覚
の
印

象
を
主
と
す
」
か
ら
始
ま
る
一
条
を
挙
げ
た
上
で
、「
良
い
意
味
で
の
一
般
性
、「
冷
や
や
か
な
」
知
的
概
念
の
意
味
で
は
な
い
概
念
性
、
そ
れ
が

白
秋
の
詩
に
泣
菫
、
有
明
の
象
徴
詩
に
見
ら
れ
な
い
広
や
か
な
詩
的
展
望
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
歩
を
あ
や
ま
れ
ば
、
つ
ま
り
詩
的
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言
語
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
ひ
と
た
び
失
え
ば
、
そ
こ
に
は
白
秋
の
も
っ
と
も
怖
れ
る
常
識
的
な
概
念
だ
け
し
か
残
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」

（
一
七
一
頁
）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
杢
太
郎
が
そ
う
し
た
「
一
般
性
」
を
「
見
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」（
一
七
二
頁
）
と
指
摘
し
、
杢
太
郎

の
小
唄
「
築
地
の
渡
」
の
「
情
調
」
が
「
白
秋
の
小
唄
（
引
用
者
補
：「
空
に
真
赤
な
雲
の
い
ろ
」
の
こ
と
）
に
は
欠
け
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
」（
同

前
）
と
述
べ
、「
人
々
を
連
帯
へ
と
い
ざ
な
う
」（
一
七
三
頁
）
白
秋
の
小
唄
と
、
杢
太
郎
の
小
唄
と
が
「
対
蹠
的
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

白
秋
と
杢
太
郎
と
が
「
対
蹠
的
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
み
え
る
か
と
い
う
、

対
照
言
語
学
的0

方
法
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
石
井
柏
亭
に
よ
る
「
幼
児
磔
殺
」
の
裏
ペ
ー
ジ
に
は
「
昔
よ
り
い
ま
に
渡
り
来
る
黒
船
縁

が
つ
く
／
れ
ば
鱶
の
餌
（
ゑ
）
と
な
る
。
サ
ン
タ
マ
リ
ヤ
。
／
『
長
崎
ぶ
り
』」
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
黒
船
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
9
） 

「
蒲
原
有
明
氏
に
献
ず
」
と
記
さ
れ
た
『
邪
宗
門
』
再
版
に
は
、「
再
版
例
言
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、そ
こ
に
は
白
秋
の
こ
と
ば
と
し
て
「「
邪

宗
門
」
と
「
思
ひ
出
」
と
は
両
々
相
俟
ち
て
初
め
て
わ
が
第
一
期
の
詩
風
を
完
全
に
代
表
す
る
も
の
に
し
て
、
前
者
を
劇
し
き
外
光
派
の
絵
画
と

見
る
時
は
後
者
は
そ
の
か
げ
に
顫
へ
る
テ
レ
ビ
ン
油
の
微
か
な
る
潤
り
に
も
譬
ふ
べ
き
か
。
ま
た
こ
れ
ら
の
音
楽
に
は
狂
ほ
し
き
近
代
の
交
響
体

を
戦
か
せ
た
れ
ど
も
、
彼
に
は
仄
か
な
る
薄
明
の
ハ
ア
モ
ニ
カ
か
、
た
ゞ
し
は
葱
の
畑
に
か
く
れ
て
吹
く
銀
笛
の
な
げ
き
に
も
似
て
少
年
の
こ
こ

ろ
覚
束
な
く
も
う
ち
顫
へ
り
」（
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
邪
宗
門
』
と
『
思
ひ
出
』
と
を
一
具
の
も
の
と
み
る
と
す
れ
ば
、「
ほ
の
か
に
も

尺
八
吹
け
る
」
や
「
連
れ
て
ひ
く
緑
ひ
と
つ
ら
。」
は
右
の
「
仄
か
な
る
薄
明
の
ハ
ア
モ
ニ
カ
」
や
「
葱
の
畑
に
か
く
れ
て
吹
く
銀
笛
の
な
げ
き
」

と
つ
な
が
る
、『
邪
宗
門
』
に
滑
り
込
ん
だ
、『
思
ひ
出
』
的
世
界
と
み
る
こ
と
が
あ
る
い
は
で
き
る
か
。

（
10
） 

『
詩
人
』
第
五
号
（
明
治
四
十
年
十
月
十
日
刊
）
に
、「
解
釋
『
薄
暮
の
曲
』」
と
題
さ
れ
た
文
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
日
本
近
代
文
学
大

系
52
『
明
治
大
正
譯
詩
集
』
の
補
注
一
二
四
（
四
四
一
頁
上
段
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
文
章
の
書
き
手
は
「
記
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る

の
み
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
、「
薄
暮
の
曲
」
の
原
詩
が
、Pantoum

（
パ
ン
ト
ゥ
ム
）
と
呼
ば
れ
る
、
四
行
一
節
か
ら
成
り
、
前
節
の
第
二
行
と

第
四
行
が
、
次
節
の
第
一
行
と
第
三
行
に
な
る
形
式
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
パ
ン
ト
ゥ
ム
は
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
（V

ictor 

H
ugo

）
が
一
八
二
九
年
に
刊
行
し
た
『Les O

rientales

（
東
邦
詩
集
）』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「N

ourm
ahal la R

ousse

（
赤
毛
の
ヌ
ー
ル

マ
ハ
ル
）」
と
い
う
詩
に
付
け
た
注
の
中
に
で
て
く
る
「Pantoum

 m
alais

（
パ
ン
ト
ゥ
ム
マ
レ
ー
）
の
歌
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。「
解
釋
『
薄
暮
の
曲
』」
に
お
い
て
は
、Pantoum

の
形
式
の
二
つ
の
要
件
の
中
、「
一
節
が
四
行
か
ら
成
り
立
つ
て
居
て
、
第
一

節
の
第
二
行
と
第
四
行
が
、
次
節
の
第
一
行
と
第
三
行
と
に
繰
返
さ
れ
」
る
と
い
う
要
件
は
「
充
た
さ
れ
て
居
る
が
」、
第
二
の
要
件
で
あ
る
二
つ

の
題
目
が
「
歌
は
れ
る
事
」
が
「
充
た
さ
れ
て
居
な
い
か
ら
完
全
なPantoum
と
は
言
ひ
難
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
齋
藤
磯
雄
『
フ
ラ
ン
ス

詩
話
』（
一
九
五
五
年
、
新
潮
社
）
は
「H

arm
onie du Soir

」
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
喚
起
さ
れ
る
イ
マ
ア
ジ
ュ
は
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二
つ
の
集
団
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
」（
八
十
一
頁
）
と
述
べ
、「
一
方
は
、
回
想
さ
れ
た
恋
と
こ
れ
に
伴
ふ
哀
惜
の
情
と
に
よ
つ
て
よ
び
さ
ま

さ
れ
る
物
悲
し
い
イ
マ
ア
ジ
ュ
」
で
「
他
の
一
方
は
、
す
べ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
式
と
つ
な
が
り
の
あ
る
」「
宗
教
的
イ
マ
ア
ジ
ュ
」（
同
前
）

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
後
者
が
「
他
方
の
花
や
ワ
ル
ツ
や
落
日
の
イ
マ
ア
ジ
ュ
と
結
合
し
て
、
観
念
連
合
を
統
一
強
化
し
、
同
時
に
、
詩
の
全
体

に
何
か
し
ら
神
聖
な
霊
的
な
、
思
慕
の
情
を
漂
は
せ
」（
同
前
）
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、「
二
つ
の
題
目
」
が
「
歌
は
れ
」
て
い
る
と
み

て
い
る
と
覚
し
い
。
た
だ
し
、
齋
藤
磯
雄
（
一
九
五
五
）
は
「
こ
の
詩
の
形
式
は
、Pantoum

と
よ
ば
れ
る
定
型
詩
に
似
て
ゐ
る
が
、
そ
の
す
べ

て
の
約
束
に
従
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
は
友
人
ア
ル
リ
ノ
オ
や
バ
ン
ヴ
ィ
ル
に
よ
る
て
輸
入
さ
れ
た
こ
の
定
型
を
自
由
に
換
骨
奪

胎
し
て
、自
己
の
芸
術
的
意
図
に
必
要
な
点
の
み
を
、最
高
度
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
」（
八
十
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
全
十
六
行
は
、一
・
二
・
五
・

六
・
九
・
十
・
十
三
・
十
四
行
と
三
・
四
・
七
・
八
・
十
一
・
十
二
・
十
五
・
十
六
行
の
二
つ
の
題
目
（
テ
ー
マ
）
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
二
・
五
行
、

六
・
九
行
、
十
・
十
三
行
は
同
一
の
行
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
四
・
七
行
、
八
・
十
一
行
、
十
二
・
十
五
行
も
同
一
の
行
と
な
る
。
結
局
、
1
・
2
・

6
・
10
・
14
と
3
・
4
・
8
・
12
・
16
と
の
二
つ
に
テ
ー
マ
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
行
数
で
い
え
ば
、
齋
藤
磯
雄
（
一
九
五
五
）

は
1
行
に
つ
い
て
、「
最
初
の
詩
句
は
Ｖ
（
ヴ
エ
）
と
い
ふ
下
脣
の
震
音
を
重
ね
て
、
何
か
し
ら
繊
細
な
戦
（
を
の
の
）
き
易
い
感
受
性
を
暗
示
し

な
が
ら
、わ
れ
わ
れ
に
或
る
期
待
の
情
を
懐
か
せ
る
。
他
面
こ
の
Ｖ
の
畳
韻
が
、こ
の
詩
の
主
要
語
た
るfleur

（
花
）valse

（
円
舞
曲
）vertige

（
眩

暈
）violon

（
ヴ
ィ
オ
ロ
ン
）vestige
（
名
残
）
等
を
準
備
し
て
ゐ
る
暗
示
的
効
果
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
（
こ
れ
を
詩
法
上
、
発
音
諧
調　

harm
onie　

phonétique

と
い
ふ
）」（
八
十
三
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
「
発
音
諧
調
」
を
翻
訳
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。

フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
Ｖ
音
か
ら
始
ま
る
語
が
日
本
語
に
お
い
て
も
Ｖ
音
か
ら
始
ま
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
Ｖ
音
か
ら
始

ま
る
複
数
の
語
す
べ
て
を
、
同
じ
音
か
ら
始
ま
る
日
本
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
難
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
11
） 

玉
城
徹
（
一
九
七
四
）
は
、「
わ
か
き
日
の
」「
静
こ
こ
ろ
な
し
」
と
い
う
同
一
の
表
現
が
「
各
連
の
末
尾
に
、
つ
ま
り
等
間
隔
に
置
か
れ
」「
こ

の
詩
を
枠
（
わ
く
）
づ
け
し
て
い
る
」（
二
三
四
頁
）
と
述
べ
、
し
か
し
作
品
全
体
は
「
あ
ら
ゆ
る
対
象
が
み
ず
か
ら
の
境
界
線
を
失
っ
て
、
他
の

対
象
と
溶
け
あ
い
、
入
り
ま
じ
っ
て
、
一
つ
に
暮
れ
て
」
ゆ
き
、「
ま
っ
た
く
輪
郭
的
で
な
い
」（
同
前
）
と
指
摘
し
、
そ
う
し
た
詩
作
品
が
「
そ

れ
ま
で
の
わ
が
国
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
以
後
に
も
あ
ら
わ
れ
得
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
。

（
12
） 

川
本
三
郎
は
『
白
秋
望
景
』（
二
〇
一
二
年
、
新
書
館
）
に
お
い
て
「「
官
能
」
と
い
う
言
葉
も
、
現
実
の
身
体
の
歓
び
と
い
う
よ
り
、「
魔
睡
」

と
の
関
わ
り
で
見
れ
ば
、
あ
く
ま
で
非
現
実
の
、
夢
見
ら
れ
た
歓
び
で
あ
る
。
現
実
の
性
の
歓
び
を
知
ら
ず
に
「
官
能
」
を
歌
う
。
性
愛
を
知
る

こ
と
な
し
に
「
接
吻
」
の
お
の
の
き
、
震
え
を
歌
う
。
そ
こ
に
こ
そ
、
言
葉
に
全
身
全
霊
を
賭
け
る
白
秋
の
真
骨
頂
が
あ
る
」（
九
十
頁
）
と
述
べ

て
い
る
。『
思
ひ
出
』
に
収
め
ら
れ
た
「
紅
き
実
」
に
つ
い
て
、
玉
城
徹
（
一
九
七
四
）
は
、「
紅
き
実
」
と
森
鷗
外
『
即
興
詩
人
』
中
の
「
禁
断
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の
果
（
み
）」
と
を
結
び
つ
け
、
そ
の
「
禁
断
の
果
」
が
ア
ン
ト
ニ
オ
と
ベ
ル
ナ
ル
ド
オ
と
の
「
倒
錯
的
な
友
情
の
媒
介
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ

た
上
で
、「
白
秋
の
「
紅
き
実
」
が
、
こ
こ
（
引
用
者
補
・『
即
興
詩
人
』
の
こ
と
）
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
な
ど
と
は
簡
単
に
言
わ
な
い
。
そ
れ
が

白
秋
自
身
の
経
験
に
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
」（
六
十
五
頁
）と
述
べ
る
。「
疑
い
を
容
れ
な
い
」は
疑
う
余
地
が
な
い
、

す
な
わ
ち
確
実
で
あ
る
こ
と
の
謂
い
を
思
わ
せ
る
強
い
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
玉
城
徹
は
、
自
身
が
そ
う
判
断
す
る
根
拠
を
何
ら
示
さ
な
い
。

あ
る
い
は
何
ら
か
の
伝
記
的
事
実
を
根
拠
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
根
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
、第
三
者
は「
疑
い
を
容
れ
な
い
」

と
い
う
み
か
た
が
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
で
き
な
い
。
第
三
者
に
提
示
す
る
根
拠
を
も
た
な
い
「
直
感
的
推
測
」
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、「
直
感
的
推
測
」
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
第
三
者
に
も
わ
か
る
よ
う
に
表
現
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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 Chain of an image 

KONNO Shinji

 Abstract　It’s pointed out that Magritte’s painting work has the motif which shows 

repeatedly.  There are two kinds in a motif.  One is a motif shared by many people, 

and another is a personal motif.  A personal motif will be a subject of research by liter-

ally study and a linguistic research work.  A motif of poetry seems to express a word 

and phrase as the unit.  In this article, I analyzed Kitahara Hakushu’s  Jyasyumon .  Jyas-

yumon  undergoes influence of  Kaichoon .  I investigated how the word and phrase 

used by  Kaichoon  was used for  Jyasyumon .  The one I analyzed is a word as  “kuregata ” 

concretely.  A word as “ kuregata ” is used 14 times in  Jyasyumon .  After I investigated, 

I found out that “ kuregata ” is related to “薄暮”.  This survey result shows that  Jyasyu-

mon  undergoes influence on  Kaichoon .  Last my target is to pick a chain of an image 

out, but this thesis is convinced that it was the step. 

 Keywords: Poetic language, Motif, Concurrence of a word 


