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丸
山
董
…
と
リ
ル
ケ

　
　
　
　
　
一
『
物
象
詩
集
』
の
方
法
i
I

一
、
は
じ
め
に

岩
本
晃
代

　
私
は
見
る
稽
古
を
し
て
み
る
。
何
故
、
す
べ
て
の
も
の
が
私
の
中
に
ず
ん
ず

ん
深
く
入
っ
て
ゆ
き
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
何
時
も
そ
こ
に
止
っ
て
み
た
場
所
に

も
は
や
止
ら
う
と
し
な
い
の
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
私
の
中
に
は
、
私
が

そ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
内
部
が
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
い
ま
、

そ
こ
ま
で
行
っ
て
し
ま
ふ
。
そ
こ
で
何
が
起
っ
て
る
る
の
や
ら
、
私
に
は
分
か

ら
な
い
。

　
こ
れ
は
堀
辰
雄
が
『
四
季
』
の
創
刊
号
（
昭
九
∴
○
）
に
訳
出
し
た
リ
ル
ケ
の

「
マ
ル
チ
・
馬
素
リ
ッ
ツ
・
ブ
リ
ッ
ゲ
の
手
記
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
明
治
四
十

二
年
十
月
、
森
鴎
外
が
『
太
陽
』
（
一
五
巻
＝
二
号
〉
に
初
め
て
リ
ル
ケ
の
戯
曲
「
家

常
茶
飯
」
を
翻
訳
し
て
か
ら
約
二
十
年
後
の
昭
和
二
年
三
月
、
茅
野
是
々
訳
の
『
リ

ル
ケ
詩
抄
』
（
第
一
書
房
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
若
き
詩
人
達
に
愛
読
さ
れ
、

陶
詩
と
詩
論
隠
、
『
カ
ス
タ
ニ
エ
ン
』
等
の
雑
誌
に
、
リ
ル
ケ
の
詩
や
散
文
、
研
究
論

文
が
さ
か
ん
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
最
初
に
リ
ル
ケ
特
集
を
組
ん
だ
の
は
、

「
三
好
達
治
・
丸
山
薫
・
堀
辰
雄
編
輯
」
の
雑
誌
『
四
季
』
（
八
）
で
、
昭
和
十
年
六

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
続
い
て
、
同
八
月
に
東
大
独
文
研
究
会
の
『
エ
ル
ン
テ
』
（
七

巻
三
号
）
が
特
集
を
組
む
，

　
こ
れ
ま
で
リ
ル
ケ
の
詩
想
を
最
も
深
く
受
容
し
た
の
は
、
堀
辰
雄
と
立
原
道
造
だ

と
言
わ
れ
て
き
た
．
堀
辰
雄
は
『
マ
ル
チ
の
手
記
』
や
『
ド
ィ
ー
ノ
の
悲
歌
』
等
、

リ
ル
ケ
の
作
品
に
つ
い
て
丹
念
に
ノ
ー
ト
を
と
り
な
が
ら
愛
と
生
死
の
問
題
を
つ
き

つ
め
て
い
き
、
立
原
道
造
は
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
と
と
も
に
堀
を
通
し
て
リ
ル
ケ
の
詩
想

を
受
容
し
て
い
っ
た
。
神
保
光
太
郎
、
津
村
信
夫
な
ど
も
リ
ル
ケ
を
受
容
し
た
詩
人

と
さ
れ
て
き
た
が
、
主
に
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
は
、
や
は
り
堀
と
立
原
の
二

人
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
リ
ル
ケ
の
方
法
意
識
と
い
う
点
に
着
目
し
て
み
た
い
。
先
の
引
用

部
分
に
は
、
マ
ル
チ
の
言
葉
を
借
り
て
、
リ
ル
ケ
自
身
の
芸
術
の
方
法
が
語
ら
れ
て

い
る
。
〈
私
〉
と
く
す
べ
て
の
も
の
〉
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
〈
私
〉
は
く
も
の
〉

を
ハ
見
る
〉
稽
古
を
し
て
い
る
。
〈
も
の
〉
は
く
私
の
中
〉
つ
ま
り
〈
内
部
〉
に
深
く

入
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
〈
内
部
〉
に
つ
い
て
く
私
V
は
く
何
も
知
ら
な
い
〉
、
〈
も
の
〉

が
入
っ
て
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
〈
何
が
起
っ
て
る
る
の
や
ら
、
私
に
は
分
か
ら
な

い
〉
と
創
作
の
苦
し
．
み
を
告
白
す
る
。
こ
う
い
つ
た
く
私
〉
（
詩
人
）
と
く
も
の
〉
と

の
関
係
を
追
究
し
な
が
ら
芸
術
を
創
作
し
て
い
く
方
法
を
最
も
深
く
受
容
し
た
詩
人

は
、
丸
山
薫
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　
本
論
で
は
、
薫
の
懇
情
の
方
法
に
、
リ
ル
ケ
の
主
に
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の

作
品
の
影
響
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

二
、
『
物
象
詩
集
』
の
方
法

　
昭
和
十
六
年
二
月
刊
行
の
『
物
象
詩
集
』
（
河
出
書
房
）
は
、
『
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎
』

（
第
一
書
房
　
昭
七
・
一
二
）
、
『
鶴
の
葬
式
』
（
黒
歯
書
房
　
昭
一
〇
・
五
）
、
『
幼
年
』

（
四
季
社
　
昭
一
〇
・
六
）
、
『
一
日
集
』
〈
版
画
荘
　
昭
一
一
・
九
）
の
．
既
刊
四
詩
集

か
ら
の
再
録
作
品
五
十
六
篇
と
、
新
た
に
収
録
さ
れ
た
．
《
日
本
の
空
》
章
二
十
篇
、

そ
の
他
の
新
作
八
篇
の
計
八
十
四
篇
か
ら
な
る
自
選
詩
集
で
あ
る
。
詩
集
刊
行
順
で

は
な
く
、
《
日
本
の
空
》
章
、
《
一
日
集
》
章
、
《
鶴
の
葬
式
》
章
、
《
帆
・
ラ
ン
プ
・

鴎
》
章
、
《
幼
年
》
章
の
順
に
、
お
よ
そ
成
立
年
代
の
新
し
い
も
の
か
ら
古
い
も
の
へ

と
並
べ
か
え
ら
れ
て
い
る
。
五
章
を
薫
は
〈
五
つ
の
時
代
〉
と
呼
び
、
編
集
の
経
緯

を
〈
か
く
す
る
こ
と
に
傍
っ
て
、
時
を
り
詩
境
の
中
で
起
し
た
困
乱
を
こ
の
機
会
に

是
正
し
て
お
き
、
併
せ
て
、
一
冊
の
本
と
し
て
の
見
栄
え
を
出
来
る
だ
け
良
く
し
た

か
っ
た
か
ら
〉
と
「
自
序
」
に
書
き
付
け
て
い
る
。

　
こ
の
序
に
は
、
詩
の
方
法
に
つ
い
て
薫
自
身
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
詩
集
を
編
む
に
当
っ
て
、
私
は
自
分
の
作
品
に
一
貫
し
て
流
れ
て
み
る

一
つ
の
つ
よ
い
傾
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
物
象
へ
の
翻
る
も

ど
か
し
い
追
求
欲
と
そ
れ
へ
の
郷
愁
の
情
緒
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
私
に
詩
を
書

か
せ
る
動
機
と
な
り
、
ま
た
自
分
の
詩
を
そ
れ
ら
し
く
特
色
づ
け
て
る
る
も
の
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だ
ら
う
。
私
と
錐
も
野
情
詩
が
古
来
伝
統
す
る
と
こ
ろ
の
、
自
然
へ
の
あ
は
れ

や
人
の
世
の
涙
に
つ
な
が
る
こ
こ
ろ
意
気
を
排
す
も
の
で
は
な
い
。
実
は
と
い

へ
ば
、
私
自
身
の
常
住
は
そ
れ
に
よ
っ
て
揺
り
動
か
さ
れ
て
は
み
る
。
し
か
も

詩
を
企
て
る
と
き
、
心
に
た
た
み
か
か
っ
て
く
る
も
の
は
物
象
の
放
射
す
る
あ

の
不
思
議
な
南
鮮
で
あ
る
。
河
口
ひ
そ
か
に
泊
っ
て
み
る
船
の
ラ
ン
プ
、
夕
映

え
に
照
る
松
の
枝
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
鶴
の
ご
と
き
雲
、
黙
々
と
し
て
旅
人
の
や

う
に
わ
れ
と
と
も
に
路
を
歩
い
て
く
る
電
柱
の
つ
ら
な
り
、
さ
う
し
た
も
の
が

い
つ
も
私
の
詩
の
世
界
に
住
ん
で
み
る
。
過
去
は
さ
う
で
あ
っ
た
し
、
未
来
も

ま
た
永
久
に
さ
う
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
伊
藤
信
吉
氏
は
、
こ
の
序
か
ら
二
つ
の
重
要
な
問
題
を
提
起
し
た
。
「
伝
統
詩
の
好

情
に
お
け
る
自
然
へ
の
あ
わ
れ
と
薫
に
お
け
る
好
情
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
」
と

い
う
「
伝
統
詩
の
好
情
と
の
か
か
わ
り
」
の
問
題
と
、
「
物
象
へ
の
郷
愁
」
と
い
う
方

法
意
識
の
問
題
で
あ
る
。
（
注
一
）
こ
の
問
題
を
《
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎
》
章
の
「
砲
塁
」
、

《
鶴
の
葬
式
》
章
の
「
水
の
精
神
」
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
（
冬
向
）
。

砲
塁

破
片
は
一
つ
に
寄
り
添
は
う
と
し
て
る
た

亀
裂
は
ま
た
頬
笑
ま
う
と
し
て
る
た

砲
身
は
起
き
上
っ
て

ふ
た
た
び
砲
架
に
坐
ら
う
と
し
て
る
た

み
ん
な
惨
い
原
形
を
夢
見
て
み
た

ひ
と
風
ご
と
に
　
砂
に
埋
れ
て
い
っ
た

見
え
な
い
海
－
候
鳥
の
閃
き

　
こ
の
詩
は
萩
原
朔
太
郎
を
感
動
さ
せ
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
発
表
当
時
か
ら
詩
壇
の

注
目
を
浴
び
た
。
（
注
三
〉
最
も
成
立
年
代
の
古
い
第
三
詩
集
『
幼
年
』
に
見
ら
れ
た

よ
う
な
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
構
造
の
詩
か
ら
、
形
式
面
で
の
構
成
意
識
が
後
退
し
、

ま
た
、
内
容
に
お
い
て
も
、
〈
砲
塁
〉
が
素
材
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
詩
調
は
メ
ル
ヘ
ン

調
か
ら
大
き
く
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
〈
惨
い
原
形
へ
の
夢
〉
が
主
題
で
あ
る
が
、
そ
の

〈
夢
〉
は
「
幼
年
」
（
《
幼
年
》
章
）
の
物
語
に
出
て
く
る
〈
夢
〉
と
は
異
な
り
、
抽

象
化
さ
れ
た
〈
夢
〉
で
あ
る
。
「
幼
年
」
の
物
語
る
〈
わ
た
し
〉
は
登
場
せ
ず
、
前
半

の
主
語
は
〈
破
片
〉
〈
亀
裂
〉
〈
砲
身
〉
と
い
う
無
機
物
で
あ
る
。
詩
人
は
、
そ
の
無

機
物
に
〈
頬
笑
ま
う
と
〉
〈
起
き
上
っ
て
〉
〈
砲
架
に
坐
ら
う
と
〉
す
る
意
志
を
見
て

い
る
。
だ
が
、
そ
の
〈
原
形
〉
へ
帰
ろ
う
と
す
る
意
志
は
、
決
し
て
か
な
え
ら
れ
な

い
〈
夢
〉
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
詩
人
の
心
象
が
い
つ
の
間
に
か
無
機
物
の
内
部
に

入
り
込
ん
で
い
る
。
久
保
忠
夫
氏
は
「
〈
原
形
を
夢
見
〉
て
も
、
時
空
間
の
制
約
の
も

と
に
し
か
存
在
で
き
な
い
人
間
に
は
永
遠
に
原
形
に
復
帰
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、

そ
こ
に
ま
ま
な
ら
な
さ
が
あ
り
、
ま
ま
な
ら
な
さ
か
ら
虚
無
的
な
気
分
が
生
ま
れ
て

く
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
原
形
を
夢
見
〉
る
こ
と
を
や
め
な
い
、
と
い
っ
た
・
1
9
象

風
景
を
、
彼
独
自
の
1
彼
以
外
に
は
誰
も
思
い
つ
き
そ
う
も
な
い
1
形
象
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
た
」
（
「
丸
山
薫
」
『
人
と
作
品
　
現
代
文
学
講

座
　
昭
和
篇
』
明
治
書
院
　
昭
三
七
・
四
〉
と
、
そ
の
世
界
の
特
質
を
ま
と
め
て
い

る
。
「
砲
塁
」
の
解
釈
は
、
概
ね
久
保
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
〈
砲
塁
V
と
い
う
く
物

象
V
に
よ
る
〈
心
象
〉
の
表
現
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
て
い
る
が
、
最
後
の
一

行
に
つ
い
て
の
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。
三
好
達
治
は
「
〈
見
え
な
い
海
〉
は
言
葉

通
り
ど
こ
に
あ
る
と
も
な
い
海
、
た
．
だ
こ
の
言
葉
か
ら
く
る
印
象
だ
け
で
こ
の
場
合

に
は
十
分
な
海
。
〈
候
鳥
の
閃
き
〉
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
の
短
い
二
行
は
、
無
駄
な

お
添
物
の
よ
う
な
風
で
い
わ
ば
無
用
の
用
を
果
た
し
て
い
る
」
（
『
学
生
教
養
新
書

詩
を
読
む
人
の
た
め
に
』
至
文
堂
　
昭
二
七
・
六
）
と
友
人
ら
し
い
椰
楡
を
こ
め
て

お
り
、
成
田
孝
昭
氏
は
「
〈
見
え
な
い
海
〉
は
、
暗
黒
・
闇
の
た
め
と
と
る
の
で
は
な

く
、
文
字
通
り
〈
砂
に
埋
れ
て
行
っ
た
〉
た
め
に
海
を
見
お
ろ
す
こ
と
が
で
き
ず
、

わ
ず
か
に
空
を
舞
う
候
鳥
の
み
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
『
読
解
講
座
　
現
代
詩
の
鑑
賞
3
』
明
治

書
院
　
昭
四
三
・
五
）
と
、
〈
見
え
な
い
〉
と
い
う
詩
句
を
前
行
か
ら
の
繋
が
り
で
解

釈
し
、
〈
候
鳥
〉
を
実
景
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
薫
が
〈
見
え
な
い
〉
も
の
を
詩
に
書
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
詩
人
は
、
な
ぜ
〈
見
え
な
い
〉
風
景
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
次
は
、
同
じ
章
に
収

め
ら
れ
た
「
帆
が
歌
っ
た
」
「
ラ
ン
プ
が
歌
っ
た
」
「
鴎
が
歌
っ
た
」
と
い
う
連
作
詩

で
あ
る
（
注
四
）
。

帆
が
歌
っ
た

暗
い
海
の
空
で
羽
搏
い
て
み
る
鴎
の
羽
根
は
　
肩
を
廻
せ
ば
肩
に
触
れ
さ
う
だ
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暗
い
海
の
空
に
哺
い
て
る
る
鴎
の
声
は
　
手
を
伸
せ
ば
手
に
掴
め
さ
う
だ

闇

掴
め
さ
う
で
　
だ
が
姿
の
見
え
な
い
の
は

　
る
せ
い
だ
ら
う

私
は
ラ
ン
プ
を
吹
き
消
さ
う

首
に
吊
し
た
ラ
ン
プ
の
瞬
い
て
み

そ
し
て
消
さ
れ
た
ラ
ン
プ
の
燃
殻
の
う
へ
に
鴎
が
き
て
と
ま
る
の
を
待
た
う

ラ
ン
プ
が
歌
っ
た

私
の
眼
に
と
ど
か
な
い
闇
深
く
海
面
に
消
え
て
み
る
錨
鎖

私
の
眼
の
と
ど
か
な
い
闇
高
く
マ
ス
ト
に
逃
げ
て
み
る
帆
索

私
の
光
は
乏
し
い
　
盲
目
の
私
の
顔
を
照
ら
し
て
み
る
ば
か
り
だ

私
に
見
え
な
い
闇
の
遠
く
で
　
私
を
曾
て
み
る
鴎
が
暗
い
た

鴎
が
歌
っ
た

私
の
姿
は
私
自
身
に
す
ら
見
え
な
い

ま
し
て
や
ラ
ン
プ
や
　
ラ
ン
プ
に
反
射
し
て
み
る
帆
に
見
え
よ
う
か
？

だ
が
私
か
ら
ラ
ン
プ
と
帆
は
は
っ
き
り
見
え
る

凍
え
て
遠
く
　
私
は
闇
を
廻
る
ば
か
り
だ

　
〈
帆
〉
は
く
掴
め
さ
う
で
　
だ
が
姿
の
見
え
な
い
〉
〈
鴎
〉
を
待
っ
て
い
る
。
〈
ラ

ン
プ
〉
は
く
私
の
光
は
乏
し
い
　
盲
目
の
私
の
顔
を
照
ら
し
て
み
る
ば
か
り
だ
〉
と

嘆
き
、
〈
私
に
見
え
な
い
闇
の
遠
く
で
　
私
を
瞳
て
る
る
〉
〈
鴎
〉
の
存
在
を
そ
の
暗

き
声
で
確
か
め
て
い
る
ゆ
で
は
、
鴎
は
ど
う
か
。
〈
私
の
姿
は
私
自
身
に
す
ら
見
え
な

い
〉
と
言
っ
て
お
い
て
、
〈
だ
が
私
か
ら
ラ
ン
プ
と
帆
は
は
っ
き
り
見
え
る
〉
と
、
闇

か
ら
光
へ
と
向
か
う
。
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
『
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎
馳
の
テ
ー
マ
が
結
実

し
た
こ
の
連
作
に
は
、
〈
見
え
る
〉
〈
見
え
な
い
〉
、
可
視
と
不
可
視
と
い
う
「
砲
塁
」

の
く
見
え
な
い
海
〉
に
関
連
す
る
重
要
な
詩
想
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
章
の
「
闇
」

に
は
、
こ
の
不
可
視
の
も
ど
か
し
さ
に
譜
諺
味
が
添
え
ら
れ
る
。
（
注
五
）

ラ
ン
プ
を
闇
に
点
す
と

ラ
ン
プ
は
叫
ん
だ

一
1
む
か
ふ
の
闇
が
見
え
な
い

む
か
ふ
の
闇
に
置
く
と

ま
た
叫
ん
だ

一
い
ま
居
た
所
が
暗
く
な
っ
た

見
え
な
い

暗
く
な
っ
た

　
光
を
発
す
る
〈
ラ
ン
プ
〉
の
く
見
え
な
い
　
見
え
な
い
〉
〈
暗
く
な
っ
た
　
暗
く
な

っ
た
〉
と
い
う
く
叫
〉
び
は
、
人
間
の
視
覚
と
い
う
感
覚
へ
の
懐
疑
と
、
対
象
そ
し

て
自
己
の
存
在
と
い
う
も
の
へ
の
不
安
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に

「
砲
塁
」
で
は
〈
候
鳥
〉
の
存
在
を
〈
閃
き
〉
と
い
う
言
葉
で
、
瞬
時
に
闇
の
中
に

と
ら
え
、
そ
れ
が
く
荒
い
〉
〈
夢
〉
で
あ
る
こ
と
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。
唯
一
の

有
機
体
で
あ
り
な
が
ら
、
〈
候
鳥
〉
と
い
う
硬
質
の
詩
句
が
、
〈
破
片
〉
〈
亀
裂
〉
〈
砲

身
〉
〈
原
形
〉
と
い
う
詩
句
の
語
感
と
調
和
し
、
凝
縮
し
た
詩
形
に
仕
立
て
ら
れ
て
い

る
。　

丸
山
薫
は
こ
れ
ま
で
海
へ
の
郷
愁
を
う
た
っ
た
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
〈
物
象
へ
の
翻
る
も
ど
か
し
い
追
求
欲
〉
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
野
情

と
は
異
な
っ
た
新
し
い
好
情
の
方
法
を
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
意

識
に
は
、
先
に
挙
げ
た
り
ル
ケ
の
〈
も
の
〉
を
〈
見
る
〉
と
い
う
芸
術
の
姿
勢
に
共

通
し
た
も
の
が
あ
る
。
表
現
す
る
詩
人
（
主
体
〉
が
対
象
（
客
体
）
に
ど
う
向
き
合

う
か
。
〈
物
象
〉
を
見
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
可
視
と
不
可
視
の
懊

悩
。
「
砲
塁
」
に
は
近
代
の
好
情
の
重
要
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
リ
ル
ケ
が

マ
ル
チ
を
し
て
語
ら
せ
た
〈
す
べ
て
の
も
の
が
私
の
中
に
ず
ん
ず
ん
深
く
入
っ
て
ゆ
〉

と
い
う
、
自
己
の
内
部
と
物
象
と
の
境
界
の
消
失
と
い
っ
た
発
想
に
つ
い
て
、
つ
ま

り
主
体
と
客
体
の
距
離
の
問
題
を
「
水
の
精
神
」
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

水
の
精
神

水
は
澄
ん
で
み
て
も

こ
こ
ろ

精
神
は
は
げ
し
く
思
ひ
惑
っ
て
み
る
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思
ひ
惑
っ
て
揺
れ
て
み
る

水
は
気
配
を
殺
し
て
み
た
い
　
そ
れ
だ
の
に
と
き
ど
き
声
を
た
て
る

水
は
意
志
を
鞭
で
打
た
れ
て
み
る
　
が
匂
ふ
　
息
づ
い
て
み
る

水
に
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
感
情
が
あ
る

そ
の
感
情
は
わ
れ
て
み
る
　
乱
れ
て
み
る
　
希
望
が
歩
く
な
っ
て
み
る

だ
し
ぬ
け
に
傾
く
　
逆
立
ち
す
る
．
泣
き
叫
ぶ
　
落
ち
ぢ
ら
ば
ふ
一

と
も
す
れ
ば
そ
ん
な
夢
を
見
て
醒
め
る

そ
の
あ
と
で
　
い
っ
そ
う
倥
び
し
い
色
に
な
る

水
は
こ
こ
ろ
を
と
り
戻
し
た
い
と
し
き
り
に
祈
る

祈
り
は
な
か
な
か
叶
へ
て
く
れ
な
い

水
は
訴
へ
た
い
気
持
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る

じ
っ
さ
い
　
い
ろ
ん
な
こ
と
を
喋
っ
て
み
る
　
が
言
葉
は
な
か
な
か
意
味
に

な
ら
な
い

い
っ
た
い
何
処
か
ら
湧
い
て
き
た
の
だ
ら
う
と
疑
っ
て
み
る

形
の
な
い
こ
と
が
情
な
い

臆
て
憤
り
は
重
な
っ
て
く
る
膨
れ
る
溢
れ
る
押
へ
き
れ
な
い

棄
鉢
に
な
る

け
れ
ど
や
つ
ば
り
悲
し
く
て
　
自
分
の
顔
を
忘
れ
よ
う
と
ね
が
ふ

瞬
間
－
忘
れ
た
と
思
っ
た

水
は
ま
だ
眼
を
開
か
な
い

陽
が
優
し
く
水
の
瞼
を
さ
す
っ
て
み
る

　
タ
イ
ト
ル
の
〈
精
神
〉
に
く
こ
こ
ろ
〉
と
い
う
ル
ビ
が
振
ら
れ
た
こ
の
詩
が
、
陶
苑
』

（
第
一
冊
）
八
二
九
・
一
）
に
発
表
さ
れ
る
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
に
取
り
上

げ
ら
れ
た
。
「
最
近
読
ん
だ
こ
の
国
の
詩
作
品
の
中
で
最
も
打
た
れ
た
」
（
神
保
光
太

郎
「
詩
・
時
評
」
『
鶴
』
第
一
輯
　
昭
九
・
四
）
、
「
氏
の
一
つ
の
頂
点
を
示
す
作
品
」

（
内
田
忠
「
詩
壇
時
評
1
一
丸
山
薫
の
詩
」
『
椎
の
木
』
四
巻
五
号
　
昭
一
〇
・
五
〉

「
近
頃
の
詩
と
い
っ
て
よ
い
見
事
な
作
品
」
〈
保
田
与
重
郎
「
詩
壇
時
評
」
『
日
本
浪

曼
派
』
一
巻
四
号
　
昭
一
〇
・
六
）
等
、
い
ず
れ
も
高
く
評
価
し
て
い
る
。
一
方
、

半
谷
三
郎
は
、
〈
傑
作
〉
（
「
感
想
」
『
麺
麹
』
三
巻
三
号
　
昭
九
・
三
）
と
言
い
な
が

ら
、
『
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎
』
時
代
の
魅
力
で
あ
っ
た
詩
の
構
成
力
の
豊
か
さ
が
、
感
性

の
豊
醇
に
傾
い
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
は
神
保
が
「
詩
的
道
程
の
雨
期

的
作
品
で
あ
る
」
（
前
出
〉
と
言
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
だ
が
、
乾
直
恵
が

「
こ
の
詩
を
貫
く
精
神
は
『
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎
』
に
よ
る
「
砲
塁
」
と
も
正
に
相
似

形
を
な
す
も
の
」
（
「
鶴
の
葬
式
」
『
苑
』
一
巻
二
号
　
昭
一
〇
・
七
）
と
述
べ
た
よ
う

に
．
萩
原
朔
太
郎
を
感
動
さ
せ
た
「
砲
塁
」
の
方
法
は
、
「
水
の
精
神
」
に
も
一
貫
し

て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
主
語
は
〈
水
〉
で
あ
る
。
詩
人
は
〈
水
〉
と
い
う
物
象
を
見
る
観
察
者
で

あ
る
。
前
六
世
紀
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
ミ
レ
ト
ス
の
タ
ー
レ
ス
が
「
水
は
万

物
の
根
源
な
り
」
と
言
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
エ
ン
ペ
ド
ク
レ

ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
元
素
観
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
が
、
近
代
科
学
の
進
歩

と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
古
い
物
質
観
は
消
滅
し
、
水
が
元
素
で
は
な
く
化
合
物
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
生
活
、
生
存
に
最
も
重
要
な
物
質
で
あ
る
く
水
〉
と

い
う
く
物
象
〉
に
つ
い
て
、
詩
人
は
、
そ
れ
を
〈
原
形
〉
と
と
ら
え
、
〈
原
形
〉
そ
の

も
の
の
内
部
に
入
り
込
ん
で
〈
耀
い
夢
〉
を
叶
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
順
に
詩
を
追

っ
て
み
よ
う
。

　
こ
の
詩
は
内
容
か
ら
大
き
く
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
面
罵
）

　
最
初
の
二
行
。
詩
人
は
〈
水
〉
と
い
う
物
象
を
観
察
し
、
そ
こ
に
く
精
神
〉
の
存

在
を
確
認
し
て
い
る
。
外
面
は
く
澄
ん
で
み
て
も
V
、
そ
の
内
面
は
〈
は
げ
し
く
思
ひ

惑
っ
て
み
る
〉
〈
揺
れ
て
み
る
〉
こ
と
を
。
こ
こ
で
は
、
詩
人
は
観
察
者
と
し
て
の
位

置
を
保
っ
て
い
る
。

、
三
行
目
か
ら
九
行
目
。
詩
人
の
こ
こ
ろ
は
次
第
に
〈
水
〉
へ
と
移
り
は
じ
め
る
。
〈
水

は
気
配
を
殺
し
て
み
た
い
〉
。
こ
れ
は
く
水
は
〉
と
書
か
れ
て
い
な
が
ら
、
詩
人
の
．
精

神
と
〈
水
の
精
神
〉
が
同
一
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
｝
文
で
あ
る
。
〈
意
志
〉

の
呼
吸
、
そ
し
て
〈
感
情
〉
の
外
面
の
烈
し
い
動
き
が
く
わ
れ
て
み
る
〉
〈
乱
れ
て
み

る
〉
〈
傾
く
〉
〈
逆
立
ち
す
る
〉
〈
落
ち
ぢ
ら
ば
ふ
〉
と
い
う
運
動
的
物
理
的
な
詩
句
に

よ
っ
て
、
ま
た
、
内
面
が
〈
希
望
が
異
く
な
っ
て
み
る
〉
〈
泣
き
叫
ぶ
〉
と
い
う
人
間

的
な
詩
句
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
擬
人
法
に
も
細
や
か
な
意
識
が
感
じ
取
れ
る
。
さ

ら
に
、
烈
し
さ
を
投
げ
出
し
て
お
い
て
、
〈
と
も
す
れ
ば
そ
ん
な
夢
を
見
て
醒
め
る
〉

と
、
現
実
と
夢
を
交
錯
さ
せ
、
〈
そ
の
あ
と
で
　
い
っ
そ
う
倥
び
し
い
色
に
な
る
V
と
、

再
び
観
察
者
の
位
置
へ
と
戻
っ
て
い
る
。

　
十
行
目
か
ら
二
十
行
目
。
〈
水
は
こ
こ
ろ
を
と
り
戻
し
た
い
と
し
き
り
に
祈
る
＞
1

一
こ
の
詩
句
は
重
要
で
あ
る
，
分
散
、
遊
離
し
て
し
ま
っ
た
く
こ
こ
ろ
V
。
そ
れ
を
〈
と

り
戻
し
た
い
〉
と
い
う
の
は
、
〈
原
形
〉
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
か
ら
配
せ
ら
れ
た
言
葉

で
あ
ろ
う
。
万
物
の
根
源
で
あ
る
は
ず
の
く
水
〉
に
も
、
〈
い
っ
た
い
何
処
か
ら
湧
い

て
き
た
の
だ
ら
う
〉
と
い
う
深
い
懐
疑
が
あ
り
、
〈
形
の
な
い
〉
こ
と
へ
の
も
ど
か
し
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さ
、
不
安
が
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
観
察
者
で
あ
っ
た
詩
人
は
、
物
象
の
内
部
に
入

り
込
ん
で
（
水
〉
と
な
り
、
物
象
の
内
部
か
ら
〈
憤
り
〉
を
発
し
よ
う
と
す
る
。
〈
憤

り
〉
は
く
膨
れ
る
〉
〈
溢
れ
る
〉
〈
押
へ
き
れ
な
い
〉
〈
棄
鉢
に
な
る
〉
。
〈
水
〉
の
内
部

に
充
満
し
た
パ
ト
ス
は
、
行
き
場
を
失
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
近
代
人
の
自
意
識
の
メ

タ
フ
ァ
ー
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
く
水
〉
は
爆
発
し
な
い
。
〈
け

れ
ど
や
つ
ば
り
悲
し
く
て
　
自
分
の
顔
を
忘
れ
よ
う
と
ね
が
ふ
〉
の
で
あ
る
。
昂
揚

し
た
詩
調
は
急
激
に
そ
の
ト
ー
ン
を
落
と
す
。
〈
瞬
間
－
忘
れ
た
と
思
っ
た
〉
。
爆

発
一
歩
手
前
の
瞬
間
で
〈
水
の
精
神
〉
か
ら
詩
人
の
精
神
が
離
脱
す
る
。

　
最
後
の
二
行
。
詩
人
は
再
び
外
面
か
ら
〈
水
〉
を
見
て
い
る
。
〈
水
は
ま
だ
眼
を
開

か
な
い
〉
と
い
う
反
転
し
た
表
現
に
よ
っ
て
、
詩
人
が
観
察
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
最
終
行
〈
陽
が
優
し
く
水
の
瞼
を
さ
す
っ
て
み
る
〉
。
〈
水
〉
の
視
界
は

閉
じ
ら
れ
た
ま
ま
だ
。
そ
れ
を
見
て
い
る
詩
人
は
、
完
全
に
外
面
に
、
物
象
の
外
側

に
位
置
し
て
い
る
、

　
詩
人
は
、
あ
た
か
も
音
楽
を
奏
で
る
か
の
よ
う
に
四
部
分
を
構
成
す
る
。
そ
の
過

程
で
、
対
象
を
見
る
と
い
う
行
為
に
始
ま
り
、
可
視
・
不
可
視
の
〈
も
ど
か
し
〉
さ

に
懊
悩
し
な
が
ら
、
主
体
は
客
体
と
の
距
離
．
を
縮
め
、
時
に
は
一
体
化
し
、
時
に
は

分
離
し
な
が
ら
、
存
在
と
い
う
こ
と
へ
の
深
い
懐
疑
へ
と
誘
い
込
ま
れ
て
い
く
の
だ
。

〈
私
の
姿
は
私
自
身
に
す
ら
見
え
な
い
〉
（
「
鴎
が
歌
っ
た
」
〉
と
い
う
く
鴎
〉
の
歌
は
、

こ
の
詩
で
は
く
水
〉
と
い
う
く
物
象
〉
に
よ
っ
て
立
体
的
に
構
築
さ
れ
、
〈
精
神
〉
の

歌
と
し
て
歌
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
発
想
と
方
法
を
ど
こ
か
ら
学
ん
だ
の
か
。
次
章
で
、
リ
ル
ケ
と
の
関

連
を
具
体
的
に
述
べ
て
み
よ
う
。

三
、
丸
山
薫
と
リ
ル
ケ

　
こ
れ
ま
で
薫
の
リ
ル
ケ
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
「
リ
ル
ケ
風
」
「
リ
ル
ケ
的
」

と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
一
方
で
は
飛
高
隆
夫
氏
が
「
リ
ル
ケ
と
は
ま
っ
た
く
違

う
」
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
（
注
七
）
だ
が
、
薫
の
方
法
意
識
に
は
、
『
新
詩
集
』
『
マ

ル
チ
の
手
記
』
等
、
主
に
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
リ
ル
ケ
の
影
響
が
明
ら
か
に

認
め
ら
れ
る
。
リ
ル
ケ
の
『
新
詩
集
』
（
一
九
〇
七
年
）
所
収
の
「
薔
薇
の
内
部
」
を

茅
野
訳
『
リ
ル
ケ
詩
抄
』
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

薔
薇
の
内
部

何
処
に
こ
の
内
部
に
叶
ふ

外
部
が
あ
る
。
ど
ん
な
痛
み
を

人
は
か
う
い
ふ
麻
布
で
蔽
ふ
の
か
。

な
ん
と
い
ふ
天
が
此
中
に
映
ず
る
の
だ
。

こ
れ
等
の
開
い
た
薔
薇
の
、

憂
の
な
い
花
の

内
海
に
。
見
よ
、

彼
等
が
ゆ
る
や
か
の
中
の
緩
か
に

横
っ
て
み
る
さ
ま
を
、
傑
へ
る
手
が

彼
等
を
散
り
こ
ぼ
す
こ
と
も
出
来
ぬ
や
う
に
。

彼
等
は
殆
ど
自
分
を
も
保
て
な
い
。

多
く
の
花
は
溢
れ
さ
せ
、

内
部
か
ら
流
れ
越
え
、

い
よ
い
よ
充
ち
て
ゆ
く

日
の
中
へ
こ
ぼ
れ
入
る
。

全
き
夏
が
一
つ
の
部
屋
に
な
る
ま
で
、

夢
の
中
の
一
つ
の
部
屋
に
。

　
〈
薔
薇
〉
は
く
殆
ど
自
分
を
も
保
て
な
い
〉
で
、
〈
内
部
か
ら
流
れ
越
え
〉
〈
外
部
〉

と
一
つ
に
な
る
。
事
物
へ
と
移
入
さ
れ
た
感
情
が
、
事
物
の
内
部
か
ら
外
部
へ
と
発

散
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
部
と
外
部
の
境
界
が
消
失
し
、
主
客
の
一
体
化
が
実
現

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
薫
の
「
水
の
精
神
」
に
お
け
る
〈
は
げ
し
く
思
ひ
惑
っ
て
み

る
〉
、
〈
気
配
を
殺
し
て
み
た
い
〉
、
〈
ど
う
に
も
な
ら
な
い
感
情
〉
を
持
つ
〈
水
〉
の

く
精
神
〉
で
あ
り
、
リ
ル
ケ
の
事
物
詩
の
傑
作
に
、
薫
の
〈
物
象
〉
詩
の
方
法
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
リ
ル
ケ
の
受
容
の
跡
は
、
薫
の
詩
歴
の
ご
く
初
期

の
う
ち
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
リ
ル
ケ
詩
抄
』
に
は
『
新
詩
集
防
の
名
作
「
豹
」
も
訳
出
さ
れ
て
お
り
、
薫
は

翌
月
の
昭
和
二
年
四
月
号
の
『
近
代
風
景
』
（
二
巻
四
号
）
に
「
豹
は
ま
は
る
一
と
い

う
詩
を
発
表
し
た
。
（
注
八
）
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豹
　
　
　
　
　
　
　
リ
ル
ケ

　
　
一
巴
里
の
植
物
園
で

格
子
の
通
り
過
ぎ
る
勇
め
に

彼
の
眼
は
疲
れ
て
、
も
う
何
に
も
見
え
な
い
。

彼
に
は
数
回
の
格
子
が
あ
る
や
う
で
、

そ
の
格
子
の
後
に
世
界
は
な
い
。

し
な
や
か
に
強
い
足
な
み
の
音
も
な
い
歩
み
は

最
も
小
さ
な
輪
を
か
い
て
廻
っ
て
、

大
き
な
意
志
が
し
び
れ
て
立
っ
て
る
る

申
心
を
取
巻
く
力
の
舞
踊
の
や
う
だ
。

唯
を
り
を
り
瞳
の
帷
が
音
も
な
く

あ
が
る
、
一
す
る
と
形
象
は
入
っ
て

四
肢
の
緊
張
し
た
静
さ
を
通
っ
て
行
く
一

そ
し
て
心
で
存
在
を
止
め
る
の
だ
。

豹
は
ま
は
る

丸
山
薫

豹
が
歩
い
て
み
る

眼
に
見
え
ぬ
格
子
を
ば
摩
り
ぬ
け
る
や
う
に

豹
が
空
間
を
歩
い
て
み
る

び
か
り
　
び
か
り
　
と
そ
の
腹
を
か
ゴ
や
か
し

ま
た
身
を
ひ
ね
り
か
は
し
な
が
ら

ま
る
で
人
々
の
眩
量
を
ば
誘
ふ
や
う
に

絶
え
ず
遣
音
も
な
く
歩
き
廻
っ
て
み
る
。

　
「
豹
は
ま
は
る
」
は
、
「
豹
」
と
モ
チ
ー
フ
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
リ
ル

ケ
に
倣
っ
た
も
の
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
豹
は
ま
は
る
」
の
方
は
、

艦
の
中
を
歩
き
回
る
〈
豹
〉
を
外
面
か
ら
と
ら
え
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
「
豹
」
か
ら
素

材
を
借
り
た
程
度
で
、
詩
想
の
深
み
は
リ
ル
ケ
の
も
の
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な

い
。
リ
ル
ケ
の
「
豹
」
の
三
連
目
は
難
解
だ
が
、
〈
豹
〉
を
見
て
い
た
詩
人
が
、
〈
豹
〉

の
視
覚
に
入
り
込
ん
で
重
な
る
と
い
う
、
主
体
と
物
と
の
関
係
が
詩
の
中
心
詩
想
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
形
象
は
入
っ
て
〉
主
体
と
事
物
が
一
体
化
す
る
と
い

う
発
想
は
同
じ
詩
集
の
「
薔
薇
の
内
部
」
に
も
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

　
薫
は
、
自
分
の
創
作
方
法
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
詩
人
で

あ
る
。
『
物
象
詩
集
』
の
序
は
、
そ
の
数
少
な
い
詩
人
の
自
動
で
あ
り
、
『
四
季
』
に

も
リ
ル
ケ
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、
津
村
信
夫
が
〈
こ
の

手
紙
は
、
か
つ
て
丸
山
薫
氏
が
、
縁
深
い
田
園
に
あ
っ
て
詩
業
に
い
そ
し
む
る
あ
る

青
年
に
あ
て
て
書
か
れ
た
手
紙
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
た
ま
た
ま
、
丸
山
氏
の
手
元
に

戻
っ
て
来
て
み
た
も
の
を
、
一
夕
、
私
は
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
〉
と
「
註
」
を
つ
け
た

書
簡
が
昭
和
十
三
年
六
月
号
の
『
四
季
』
（
三
七
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
書
簡
に
は

「
若
き
友
へ
の
手
紙
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
薫
が
付
し
た
か
ど

う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
カ
ス
タ
ニ
エ
ン
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
武
田
昌
一
訳

「
或
る
若
き
詩
人
に
送
れ
る
手
紙
」
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
注
九
）

　
ラ
ン
プ
を
歌
ふ
と
き
に
は
、
ラ
ン
プ
そ
れ
自
体
の
形
な
り
光
な
り
は
と
る
に

た
ら
ぬ
無
機
物
質
な
れ
ど
も
、
そ
の
ラ
ン
プ
に
よ
っ
て
己
が
心
情
の
中
に
醸
し

出
さ
れ
た
、
ラ
ン
プ
と
そ
っ
く
り
の
形
な
り
光
．
な
り
を
も
っ
た
無
機
体
な
ら
ぬ

い
ま
一
つ
の
ラ
ン
プ
が
詩
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
紙
に
写
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
ラ
ン
プ
の
歌
が
出
来
上
る
の
で
す
。

　
こ
の
「
若
き
友
へ
の
手
紙
」
の
言
葉
は
、
序
に
書
き
付
け
た
〈
詩
を
企
て
る
と
き
、

心
に
た
た
み
か
か
っ
て
く
る
〉
〈
物
象
の
放
射
す
る
あ
の
不
思
議
な
陰
野
〉
に
つ
い
て

語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
手
紙
」
に
は
、
〈
物
自
体
に
潜
入
し
、
実
体
に
迫
る

心
持
と
云
ひ
．
ぴ
っ
た
り
と
し
た
心
持
と
云
ひ
、
実
は
対
象
を
自
己
に
容
れ
る
心
に

他
な
ら
ず
。
〉
と
、
リ
ル
ケ
の
詩
法
に
重
な
る
重
要
な
詩
想
を
も
述
べ
て
い
る
。
薫
が

自
選
詩
集
に
敢
え
て
付
け
た
タ
イ
ト
ル
の
く
物
象
V
と
い
う
言
葉
は
、
翻
訳
語
と
し

て
使
用
は
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
昭
和
十
六
年
当
時
の
国
語
事
典
に
は
無
く
、
　
般

的
に
定
着
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
（
注
一
〇
）
〈
物
象
〉
は
、
単
に
リ
ル
ケ
の
初

期
の
詩
集
喝
形
象
詩
集
』
に
倣
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
り
面
二
〇
の
訳
語
で
あ
る
く
形
象
〉

に
、
〈
物
自
体
に
潜
入
〉
し
、
〈
対
象
を
自
己
を
容
れ
る
心
〉
と
い
う
詩
想
を
込
め
、

自
ら
の
詩
語
と
し
て
、
詩
集
に
冠
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

　
次
に
挙
げ
る
の
は
、
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
詩
「
詰
る
べ
き
方
法
」
（
『
銀
河
系
』
二
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巻
二
号
　
昭
二
三
・
五
）
で
あ
る
。
（
注
一
一
）

怖
る
べ
き
方
法

リ
ル
ケ
は
シ
ャ
ト
ウ
・
ド
こ
ミ
ュ
ゾ
ツ
ト
に
暮
し
た

家
政
婦
と
ふ
た
り
で
一

古
城
の
園
に

彼
は
薔
薇
の
花
を
咲
か
せ
た

け
れ
ど
　
ミ
ュ
ゾ
ッ
ト
を
愛
し
た
の
で
は
な
い

純
粋
に
光
と
風
と
寂
實
だ
け
が
欲
し
か
っ
た
の
だ

孤
独
の
中
で
　
ひ
た
す
ら
自
分
を
透
明
に
し

そ
れ
を
と
お
し
て
形
象
を
一
点
に
絞
っ
た

生
命
の
流
を
止
め
つ
つ
発
火
さ
せ
て
歌
う
と
い
う

あ
の
怖
る
べ
き
方
法
で
詩
を
書
い
た
の
だ

風
土
？
　
人
？

そ
れ
ら
の
上
に
は
手
巾
も
投
げ
な
か
っ
た
ろ
う

　
〈
自
分
を
透
明
に
し
／
そ
れ
を
と
お
し
て
形
象
を
一
点
に
絞
〉
る
詩
人
は
、
格
子

の
中
の
〈
豹
〉
で
あ
り
、
〈
生
命
の
流
を
止
め
つ
つ
発
火
さ
せ
て
歌
う
と
い
う
〉
強
烈

な
芸
術
の
方
法
を
早
い
時
期
か
ら
薫
は
受
容
し
、
戦
後
も
自
分
の
問
題
と
し
て
あ
た

た
め
続
．
け
た
の
だ
。

四
、
終
わ
り
に

　
『
四
季
陶
と
い
う
雑
誌
は
、
急
進
葡
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
軌
道
を
修
正
す
る
意
図
を

持
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
も
と
も
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
運
動
を
展
開
す
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、
堀
辰
雄
の
友
情
に
よ
る
緩
や
か
な
サ
ロ
ン
的
な
雰
囲
気
の
雑
誌

だ
っ
た
。
轟
四
季
』
派
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
伝
統
詩
を
守
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
エ

ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
を
折
り
込
ん
だ
三
好
達
治
の
よ
う
な
詩
風
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、

三
好
を
は
じ
め
立
原
道
造
や
津
村
信
夫
が
主
に
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
丸
山
薫

は
、
三
好
が
療
養
中
、
堀
が
信
濃
へ
長
期
滞
在
中
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
編
輯
実
務

を
ほ
と
ん
ど
任
さ
れ
、
『
四
季
』
の
存
続
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
世
界
を
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
異
質
な
詩
人
と
し
て
片
付
け
ら
れ

て
き
た
。
リ
ル
ケ
の
受
容
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の

も
、
こ
う
い
つ
た
状
況
に
起
因
し
て
い
る
。
だ
が
、
丸
山
薫
は
リ
ル
ケ
の
作
品
に
実

存
的
な
解
釈
を
し
な
が
ら
、
堀
辰
雄
や
立
原
道
造
と
は
又
別
の
側
面
か
ら
リ
ル
ケ
を

受
容
し
、
「
砲
塁
」
や
「
水
の
精
神
」
等
の
優
れ
た
詩
に
よ
っ
て
新
し
い
近
代
の
野
情

を
拓
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
物
象
詩
集
』
に
は
、
戦
前
の
薫
の
〈
五
つ
の
時
代
〉
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
《
日

本
の
空
》
章
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
昭
和
十
六
年
と
い
う
時
代

を
背
景
に
、
急
速
に
方
法
意
識
が
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
の
好
情
の
行
方
に
つ

い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
注
】

（
注
一
）
「
解
説
」
（
『
現
代
日
本
詩
人
全
集
　
第
＝
巻
』
創
元
社
　
昭
二
八
二
一
）

に
拠
る
。

（
注
二
）
「
砲
塁
」
は
、
初
出
『
詩
神
』
（
七
巻
一
号
）
（
昭
六
・
一
）
、
第
一
詩
集
『
帆
・

ラ
ン
プ
・
鴎
』
（
第
一
書
房
　
昭
七
・
＝
じ
所
収
。
「
水
の
精
神
」
は
、
初
出
『
苑
』

（
第
一
冊
）
（
昭
九
・
一
）
、
第
二
詩
集
『
鶴
の
葬
式
晒
（
第
一
書
房
　
昭
一
〇
・
五
）

所
収
。（

注
三
）
「
丸
山
薫
と
衣
巻
省
三
」
『
四
季
』
（
三
）
（
昭
一
〇
・
一
）
の
中
で
「
丸
山

書
の
詩
で
あ
る
。
悲
し
い
歌
だ
。
絶
望
的
な
詩
だ
。
僕
は
こ
の
詩
を
読
ん
で
感
動
し

た
。
こ
れ
ほ
ど
や
る
せ
な
い
思
ひ
を
し
な
が
ら
、
こ
の
詩
人
が
尚
生
活
し
て
居
ら
れ

る
の
は
、
そ
の
「
原
形
」
の
帰
ろ
う
と
す
る
、
イ
デ
ア
の
停
い
意
志
と
希
望
が
あ
る

か
ら
だ
。
」
と
絶
賛
し
た
。

（
高
鷲
）
初
出
は
『
セ
ル
パ
ン
臨
く
一
〇
）
（
昭
六
・
＝
一
）
で
、
原
題
は
順
に
「
帆

の
歌
」
、
「
ラ
ン
プ
の
歌
」
、
「
鴎
の
歌
」
。
『
帆
・
ラ
ン
プ
・
鴎
』
に
所
収
。

（
注
五
）
初
出
は
『
文
芸
汎
論
』
（
三
巻
三
号
）
（
昭
八
・
三
）
で
、
原
題
は
「
夕
暮
」
。

『
鶴
の
葬
式
』
所
収
だ
が
、
『
物
象
詩
集
』
で
は
、
「
闇
」
と
改
題
さ
れ
て
《
帆
・
ラ
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ン
プ
・
鴎
》
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
注
六
）
鮎
川
信
夫
氏
も
「
好
情
詩
の
鑑
賞
」
（
『
野
情
詩
の
た
め
の
ノ
ー
ト
』
ひ
ま

わ
り
社
　
昭
三
二
・
一
）
で
、
同
様
に
詩
を
四
部
分
に
分
け
、
「
ち
ょ
う
ど
漢
詩
の
法

則
で
あ
る
起
「
承
転
結
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
整
っ
た
格
調
を
感
じ
さ
せ
る
の
も
で
す
が
、

一
面
、
序
曲
か
ら
終
曲
に
い
た
る
音
楽
に
．
も
似
た
、
見
事
な
感
情
の
流
れ
を
描
い
て

い
ま
す
。
」
と
、
そ
の
構
成
力
を
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
第
二
の
部
分
ま
で
、
水

の
精
神
を
外
部
か
ら
眺
め
て
と
ら
え
て
い
た
作
者
は
、
第
三
の
部
分
で
は
内
部
に
深

く
入
り
込
ん
で
い
ま
す
。
形
は
お
な
じ
擬
人
法
で
も
、
一
方
は
外
部
か
ら
内
部
へ
向

っ
て
い
る
普
通
の
擬
人
法
で
あ
り
、
他
方
は
内
部
か
ら
外
部
に
向
う
、
擬
人
法
と
い

う
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
」
と
、
擬
人
法
に
着
目
し
な
が
ら
主
客
の
距
離
の
問
題

に
つ
い
て
示
唆
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

（
八
七
）
秋
谷
豊
氏
は
『
物
象
詩
集
騙
の
序
か
ら
噛
こ
こ
で
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と

は
、
丸
山
の
詩
の
リ
ル
ケ
的
な
傾
向
に
つ
い
て
で
あ
る
。
三
好
は
そ
れ
を
「
や
や
リ

ル
ケ
的
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
丸
山
の
即
物
的
な
手
法
は
リ
ル
ケ
に
学
ぶ

と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
」
（
「
丸
山
薫
」
『
近
代
の
詩
と
詩

人
』
有
斐
閣
　
昭
四
九
・
一
二
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
飛
高
下
は
、
「
丸
山
薫
の

『
郷
愁
』
」
（
『
近
代
の
詩
精
神
』
翰
林
書
房
　
平
九
・
一
〇
V
に
お
い
て
、
序
の
〈
物

象
〉
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
、
『
広
辞
苑
』
に
よ
っ
て
「
物
象
」
と
「
現
象
」
の
語
意

を
確
か
め
て
「
も
と
も
と
、
「
物
象
」
の
本
質
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
」
と

し
、
「
丸
山
薫
に
と
っ
て
「
物
象
」
は
、
決
し
て
そ
の
本
質
を
追
求
す
る
と
い
っ
た
た

ぐ
い
の
も
の
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
の
見
解
を
引
き
継
い

で
、
同
書
所
収
の
「
丸
山
薫
の
『
物
象
』
」
で
、
リ
ル
ケ
が
「
物
自
体
」
の
本
質
を
追

求
す
る
詩
人
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
薫
を
「
夢
想
」
す
る
詩
人
と
し
、
「
丸

山
薫
に
と
っ
て
、
「
物
体
」
は
あ
く
ま
で
自
己
の
「
人
生
へ
」
の
感
情
を
表
現
す
る
た

め
の
「
方
便
手
段
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
を
追
求
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
存
在

す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
周
囲
の
若
い
詩
人
達
は
、
丸
山
を
、

そ
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
の
強
烈
さ
を
も
含
め
な
が
ら
、
リ
ル
ケ
的
詩
人
と
見
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
丸
山
自
身
も
、
い
つ
し
か
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
聞
き

慣
れ
た
と
こ
ろ
に
、
や
が
て
（
昭
和
十
六
年
二
月
）
、
自
ら
の
総
合
誌
集
を
『
物
象
詩

集
吟
と
名
づ
け
」
た
と
述
べ
、
「
丸
山
薫
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
リ
ル

ケ
と
は
異
な
る
詩
人
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。

（
注
八
）
「
豹
は
ま
は
る
」
は
、
「
豹
」
と
改
題
さ
れ
、
改
稿
さ
れ
て
第
三
詩
集
『
幼

年
』
（
四
季
社
　
昭
～
○
・
六
）
に
収
録
さ
れ
た
。
『
物
象
詩
集
』
に
は
収
め
ら
れ
て

い
な
い
。

（
寒
九
）
武
田
昌
子
一
訳
「
謝
る
若
き
詩
人
に
送
れ
る
手
紙
」
は
、
『
カ
ス
タ
ニ
エ
ン
』

（
六
）
（
昭
九
・
四
）
、
同
（
七
）
（
昭
九
・
六
）
、
同
（
八
〉
（
昭
九
・
一
〇
）
、
同
（
九
）

（
昭
九
・
＝
一
）
、
同
（
一
〇
）
（
昭
　
○
・
二
）
号
に
五
回
転
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ

た
。

（
注
一
〇
）
当
時
の
辞
書
『
大
日
本
国
語
辞
典
　
第
二
巻
』
冨
山
房
（
大
正
五
年
一

〇
月
五
日
初
版
、
昭
和
十
五
年
一
月
二
五
日
修
訂
版
）
に
は
、
「
形
象
（
名
）
か
た
ち
。

さ
ま
。
な
り
。
形
態
。
形
状
。
」
と
あ
る
が
、
『
大
日
本
国
語
辞
典
　
第
五
巻
』
冨
山

房
（
大
正
八
年
一
二
月
一
五
日
初
版
、
昭
和
十
六
年
二
月
二
八
日
修
訂
版
）
の
「
ぶ

っ
し
や
う
」
の
項
に
は
「
物
象
」
と
い
う
言
葉
が
無
い
。
『
大
日
本
百
科
辞
書
　
哲
学

大
辞
書
』
同
文
館
蔵
版
（
明
治
四
五
年
六
月
初
版
）
に
も
「
形
象
」
は
あ
る
が
「
物

象
」
な
く
、
『
日
本
国
語
学
辞
典
　
第
十
七
巻
駈
小
学
館
（
昭
和
五
十
年
九
月
　
日
）

で
は
「
物
象
」
に
つ
い
て
「
一
、
物
の
か
た
ち
。
ま
た
、
自
然
の
姿
。
二
、
昭
和
十

八
年
（
｝
九
四
三
）
の
中
等
学
校
令
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
科
目
名
。
生
物
を
除
き
、

物
理
学
、
化
学
、
鉱
物
学
、
地
学
な
ど
に
関
連
す
る
内
容
を
取
り
扱
っ
た
。
新
学
制

に
よ
っ
て
廃
止
。
」
と
あ
る
。
管
見
の
限
り
古
く
は
上
田
敏
訳
『
海
潮
音
』
（
本
郷
書

院
　
明
三
八
・
一
〇
）
所
収
の
マ
ラ
ル
メ
「
嵯
嘆
」
に
付
さ
れ
た
解
説
に
「
物
象
を

静
観
し
て
、
こ
れ
が
喚
起
し
た
る
幻
想
の
裡
、
自
か
ら
心
象
の
飛
揚
す
る
時
は
「
歌
」

成
る
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
ま
た
、
萩
原
朔
太
郎
の
詩
「
遺
伝
」
（
『
御
宅
』
新
潮

社
大
一
二
二
、
初
出
は
『
日
本
詩
人
』
一
巻
三
号
大
一
〇
・
一
二
）
に
も
、

第
四
連
部
の
詩
句
「
ふ
る
へ
る
物
象
の
か
げ
の
方
か
ら
」
に
使
用
さ
れ
、
詩
論
に
も

用
例
が
あ
る
。
リ
ル
ケ
関
連
で
は
、
谷
友
幸
が
『
カ
ス
タ
ニ
エ
ン
陣
（
改
六
）
（
昭
一

三
・
七
）
に
訳
出
し
た
「
風
景
画
論
」
の
中
に
、
「
物
象
」
と
い
う
訳
語
が
見
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
「
物
象
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
治
期
か
ら
翻
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
は
じ
め
、

そ
の
後
も
長
く
文
学
論
や
芸
術
論
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
一
般
的
に
定
着

し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

（
注
一
一
）
『
青
春
不
在
』
（
創
元
社
　
昭
二
七
・
八
）
所
収
。
こ
の
詩
集
に
は
、
他

に
も
リ
ル
ケ
が
ト
ル
ス
ト
イ
を
訪
問
し
た
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
素
材
に
し
た
「
緑
な

る
実
存
」
等
、
リ
ル
ケ
に
関
連
し
た
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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