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廃
名
の
詩
に
つ
い
て

廃
名
(
-
九

0
一
ー
ナ
七
）
は
、
新
文
学
随
一
の
難
解
な
文
体
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
小
説
家
で
あ
り
、
散
文
家
で
あ
る
。
生
前
に
は
、

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
も
含
め
て
、
六
冊
の
小
説
集
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
散
文
も
、
周
作
人
の
極
め
て
高
い
評
価
を
得
て
い
紀
。
本
恥
が

そ
の
小
説
、
散
文
を
取
り
扱
わ
ず
、
あ
え
て
彼
の
詩
を
対
象
と
す
る
の
は
、
単
に
彼
の
詩
に
対
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
た
め
ば
か
り

(
2
)
 

で
は
な
く
、
実
は
、
ま
さ
に
そ
の
小
説
の
文
体
に
迫
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
廃
名
の
小
説
の
文
体
を
考
え
る
の
に
、
な
ぜ
詩
を
取
り
上
げ

る
必
要
が
あ
る
の
か
。
ま
ず
、
こ
の
あ
た
り
の
説
明
か
ら
始
め
て
ゆ
き
た
い
。

廃
名
の
文
体
に
つ
い
て
語
る
時
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
は
、
周
作
人
の

「「
棗
」
和

『
橘

「
廃
名
君
の
文
章
は
こ
こ
一

、
二
年
、
晦
澁
だ
と
の
評
が
高
い
。
友
人
が
あ
る
女
学
校
で
学
生
に

第
一
位
の
難
解
さ
で
、
第
二
位
が
蔽
平
伯
だ
っ
た
。
晦
澁
に
な
る
に
は
原
因
が
普
通
二
つ
あ
る
。

ヽ

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

人
文
研
究
大
阪
市
立
大
学
文
学
部

第

四

三

巻

第

11
分
冊
(
-
九
九
一
年
）

的
序
」
で
あ
る
。

-
J
 

ご
ね
た
所
で
は
、
廃
名
君
の
文
代
が

ー
つ
は
思
想
の
奥
深
さ
或
い
は
混
乱

松

浦

恒

雄

(925) 



こ
う
述
ぺ
て
い
る
。

「
王
老
大
一
門
閂
把
月
光
都
閂
出

に
よ
る
。
だ
が
、
文
体
の
簡
潔
さ
或
い
は
激
し
さ
（
原
文

「
奇
僻
生
辣
」）

に
よ
る
こ
と
も
あ
る
。
今
言
う
所
の
晦
澁
は
、
後
者
の
方

(
3
)
 

だ
と
私
は
思
う
。」

゜

周
作
人
は
「
簡
潔
」
と

「
奇
僻
生
辣
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
廃
名
の
文
体
的
特
徴
を
捉
え
た

文
の
条
件
の
一
っ
に
も
挙
げ
て
い
る
も
の
で
、
そ
れ
に
よ

っ
て
誘
発
さ
れ
る
独
特
の
効
果
が
「
奇
僻
生
辣
」
で
あ
ろ
う
。
う
ま
く
説
明
で

き
な
い
が
、
極
め
て
刺
激
的
な
文
体
く
ら
い
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
、
廃
名
自
身
は
、
自
身
の
文
体
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。

解
放
後
に
出
版
さ
れ
た
『
廃
名
小
説
選
』
の
自
序
を
見
て
み
よ
う
。

「
表
現
の
手
法
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
は
明
ら
か
に
中
国
の
詩
の
影
叫
U
を
受
け
た
。
私
が
小
説
を
占
く
の
は
、
唐
人
が
詩
を
苫
く
の
と

。
私
の
小
説
の
紙
幅
は
勿
論
は
る
か
に
長
い
け
れ
ど
も
、
実
は
、

(4
)
 

同
じ
で
あ
る
。
絶
句
は
二
十
字
或
い
は
二
十
八
字
で
一
首
の
詩
を
成
す

゜

絶
句
を
占
く
方
法
で
t
3
き
、
言
葉
の
浪
費
を
慎
ん
で
い
る
。
こ
の
方
法
に
取
る
べ
き
点
が
あ
る
か
ど
う
か
。
私
は
あ
る
と
思
っ

」

廃
名
は
、
こ
の
引
用
文
の
前
段
で
初
期
の
小
説
に
つ
い
て
か
な
り
自
己
批
判
的
な
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
発
言
が

廃
名
の
自
身
の
文
体
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
自
信
の
程
を
伺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
廃
名
の
言
う

「
絶
句
を
書
く
方
法
」
で
小
説
を
苔
く
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
廃
名
の
文
体
の
核
心
は
一
に
か
か
っ
て
こ

ぅ
。
現
代
派
の
代
表
的
詩
人
の
一
人
で
あ
る
下
之
琳
は、

ま
ず
、
廃
名
の
小
説
を
同
時
代
的
に
読
ん
で
い
た
人
物
の
証
言
を
徴
し
て
み
よ

「
私
が
詩
を
読
む
よ
う
な
芸
術
的
感
動
を
受
け
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
彼
の
小
説
か
ら
で
あ
り
、
彼
の
散
文
化
し
た
改
行
さ
れ
た
詩
か
ら

ど
は
、
彼
自
身
の
言
う
よ
う
に
、
唐
人
が
絶
句
を
書
く
の
を
ま
ね
た
も
の
で

で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
前
期
の
小
説
や
『
橋
』
の
文
章
な

あ
る
。
適
当
に
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
彼
の

「
桃
園
」
と
い
う
短
編
小
説
に
こ
ん
な
一
文
が
あ
る
。

J

に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

あ
る
こ
と
を
思
う
と

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

「簡
潔
」
と
い
う
の
は
、
周
作
人
が
美

＿
八
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た
同
様
て
あ
る
。

廃
名
の
特
に
つ
い
て

に
わ
か
に
は
従
い
か
た
い
。
例
え
ば
、
先
程
引
用
し
た

「
王
老
大
＼
」
の

一
し

，
1
,

に
楊
戊
の
い
う
省
賂
i
な
く
次
に
引
川
す
る
し

rト

楊
義
は

人
迩
板
橋
霜
」
と
い
っ
た
古
q
,
11

に
似
た
イ
メ
ー
ジ
の
累
加
と
い
う
苔
語
視

廃

名

の

文

体

の

跳

躍

感

か

代

叫

の

省

略

に

よ

っ
て
k

會`
削

。司

接
続
国

れ
る
と
ー
加
す
る
の
た
が

出
視

せ

llm,A
に
跳
恥
地
を
持
た
せ

「
行
文
の
簡
潔
さ
を
求
め
る
た
め
、
廃
名
は
し
ば
し
ば
文
中
の
前
附
叫
、
接
り
ILouJ、
代
叫
を
ト
11
開
し
て
、
小
況
中
に

「

廃
名
の

lJ説
の
解
況

廃
名
の
文
体
的
特
徴
の
結
論
部
分
を
引
用
す
る
。

丼
価
は

管
見
の
限
り
で
は

の
「
中
国
現
代

4
説
史
」
第

辛
て
は

r.，
ぃ
力
と
思
う
。

体
家
と
し
て
の
-D

価
、
位
沢
付
け
は
、
尚
不
卜
分
な
が
ら
す
で
に
追
め
ら
れ

い
3
rし
目
ド
の
巾

要
は
あ
る
ま
い
。

的

章
を
苔
く
、
く
ら
い
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ス
OJ能
な
内
容
て
あ
り

感
か

牽
起
他
一
切
、
而
他

が
廃
名
の
小
説
を
詩
を
読
む
よ
う
に
し
て
品
ん
て
い
た
と
い
う
そ
の
例
文
を

「
王
老
大
一
門
閂
把
月
光
都
閂
出
去
了
。
」

こ
れ
に
類
似
し
た
文
章
を
廃
名
の
作
品
中
か
ら
拾
い
出
し
て
く
る
こ
と
は
、
そ
れ

子

是

一

個

秘

密

之

百

不

住

迅

一

UEO」

「
＼
の
よ
う
に
」
と
説
明
的
に
ー
現
象
を
と
ら
え
て
い

r`
い
点
で
主
＂

周
作
人
の
い
う

「
奇
僻
生
辣
」
を
行
間
に
生
む
の
て
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
廃
名
の

「

つ
ま
り
詩
的
な
発
想
法
で

廃
名
の
こ
う
し
た

"h法
」
と
い
う
の
（

し
え
て
閤
と
い
う
品
に
こ
だ
ー
る
以

の
と
ら
え
た

iJを
叶
1

「
琴
子
的

J

れ
ら
の
引
用
文
に
共
通
す
る
の
は

ど

下
之

一
度
引
用
す
る
。

に
は
か
ま
わ
ず

3 

法
を
受
ー

去
了
。
l

こ
れ
は
台

中
国
古
典
詩
の
配

に
中
国
古
典
詩
の

を
受

t
た
ヨ
ー
ロ

ぺ
現
代
’'。
の
一
行
の

でる一

い
だ
の
て
あ
る
。

で
＇
ト
・
い

-
J
 

。
だし、

l•K 
h
i・ロ
A
hり

9:‘i 



瑚
蝶

二、

(8
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「
這
個
鳥
兒
真
是
飛
来
説
緑
的
、
披
上
的
天
斜
到
地
上
的
萎
、
墾
萎
青
青
、
両
隻
眼
晴
管
住
亡
的
剪
子
筆
逗
斜
。
」

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
．、
単
な
る
言
葉
の
省
略
が
跳
躍
感
の
あ
る
文
体
を
生
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
無
論
、
楊
義
の
い
う
省
略
に
よ

る
手
法
も
廃
名
は
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
が
全
て
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
文
章
を
書
く
発
想
の
根

底
に
詩
的
な
発
想
法
を
据
え
て
い
る
所
に
こ
そ
、
廃
名
の
独
特
な
文
体
的
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
、
廃
名
の
残
し
た
量
的
に
は
少
な
い
な
が
ら
、
質
的
に
は
決
し
て
他
の
詩
人
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
彼
の
詩
の

分
析
を
無
視
し
て
、
そ
の
文
体
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
少
な
く
と
も
、
．
彼
の
詩
的
発
想
法
を

理
解
す
る
こ
と
は
、
彼
の
文
体
理
解
に
大
い
に
役
立
つ
は
ず
な
の
で
あ
る
。

本
論
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
廃
名
独
特
の
文
体
を
解
き
明
か
す
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
、
彼
の
詩
を
読
み
解
こ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

廃
名
に
は
、
北
京
大
学
で
新
詩
に
つ
い
て
講
義
し
た
記
録
を
ま
と
め
た
『
談
新
詩
』
と
い
う
本
が
あ
る
。
本
書
は
、
新
詩
は
ど
の
点
に

お
い
て
旧
詩
と
異
な
る
の
か
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
見
解
を
述
べ
、
か
つ
そ
の
観
点
に
立
っ
て
新
詩
の
流
れ
を
た
ど
っ
た
極
め
て
ユ
ニ
ー

ク
な
詩
史
で
も
あ
る
。
以
下
、
こ
の
『
談
新
詩
』
に
拠
り
な
が
ら
、
廃
名
の
新
詩
観
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

廃
名
は
、
ま
ず
口
語
自
由
詩
の
最
初
の
作
者
と
な
っ
た
胡
適
の
詩
を
紹
介
す
る
。

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

1
0
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廃
名
の

に
つ
い
て

（
増
訂
第
四
版
）
は
、
品
念
す
へ
き
最
初
の
新

ii'．と
t
っ
た
の
た
か

「
彼
の
詩
は
一
首
と
し
て
完
全
な
新
詩
体
の
も
の
は
な
く
、

一
首
と
し
て
秘
足
の
ゆ
く
も
の
は
な
項
」
と

か
通
例
て
、
僅
か
に
新
詩
提
唱
の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

「
瑚
蝶
」
を

い
た
頃
の
胡
適
は
、

の
方
案
に
つ
い
て
思
索
を
め
く
ら
し
て
い
た
。
あ
る
日
の

ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ン
ヒ
ア
大
学
に
留
学
巾
＇
て

I

ー食
時
、
胡
適
は
窓
辺
か
ら
二
羽
の
蝶
か
空
高
く
飛
ん
で
ゆ

も
う
一
羽
も
あ
と
を
追
う
よ
う
に
降
り
て
い
っ
た
。
そ
の
時
、
急
に
耐
え
が
た
い
寂
し

な
ら
な
い
。
も
し
旧
待
と
同
し
く
散
文
的
内
容
を
た
た
祉
に
白
品
て
＇

「
こ
の
一
段
の
記
述
は
、
と
の
よ
う
な
も
の
か
新
芍
て
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
の
に
大
い
に
役
＞
っ
と
思
う
。
私
，
思
う
の
た
か

詩
の
内
容
は
散
文
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
詩
の
価
値
も
正
に
そ
れ
か
散
文
的
て
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
新
心
の
内
容
は
詩
的
で
な
け
れ
ば

、
そ
れ
を
＿
1
詩
だ
と
称
し
て
も
、
内
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
n

廃
名
は

こ
の
説
明
の
あ
と
を
受
け
て
こ
う
述
へ
る
。

の
か
こ
の

「
瑚
蝶
」
と
い
う
詩
で
あ
っ
た
。

か
て
一
羽
が
降
り
て
き
て

だ
か
、
独
り
廃
名
は
違
っ
た
。
廃
名
は
、
胡
適
の
辿
上
梁
山
を
祉
み

従

ヽ

こ
の
詩
を
巻
頭
に
据
え
た

蓄
試
集
」

不
知
為
什
度
、
一
個
忽
飛
還
。

剰
下
那
一
個
、
孤
単
怪
可
憐
゜

天
上
太
孤
単
゜

也
無
心
上
天

両
個
黄
瑚

、
雙
雙
飛
上

゜

I t l 

を
屈
じ
て

h
っ
た

の
を
1
ょた。

ベ

友
人
と
手
祇
の
べ
り
と
し
を
し
な
か
ら
、

や
‘
>
命

こ
の

＇瑚
蝶
」

lifし

T
泣
だ
と
関
心
し
た
の
で
あ
る
ー

I... 

お》
9

1

れ
る
の

そ
の
朴
価
に

r
い
て
，

t9?9) 



（
中
略
）
今
、

「
瑚
蝶
」
と
い
う
新
詩
を
例
に
挙
げ
よ
う
。
こ
の
詩
が
持
つ
情
感
は
、
旧
詩
中
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
蝶
の

飛
ぶ
姿
に
よ
っ
て
詩
的
情
緒
を
突
き
動
か
さ
れ
た
。
そ
れ
よ
り
以
前
、
彼
は
こ
ん
な
詩
を
書
こ
う
と
は
夢
想
だ
に
し
て
い
な
か
っ
た
。

彼
が
詩
を
書
き
た
い
と
思
っ
た
そ
の
時
、
そ
の
詩
は
書
か
な
く
と
も
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
詩
の
情
緒
は

自
身
す
で
に
完
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
の
言
う
所
謂
詩
的
内
容
で
あ
り
、
新
詩
が
収
容
し
得
る
内
容
と
は
正
し
く
こ
の

(
1
1
)
 

よ
う
な
内
容
な
の
で
あ
る
。
」

引
用
が
少
し
長
く
な
っ
た
か
、
こ
こ
に
廃
名
の
新
詩
に
対
す
る
独
自
の
見
解
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
作
詩
の
態
度
ま
で
が
語
ら
れ
て
い
て

極
め
て
重
要
で
あ
る
。

廃
名
の
言
わ
ん
と
す
る
所
を
説
明
し
直
せ
ば
、
新
詩
は
そ
の
時
沸
き
起
こ
る
即
典
的
感
典
に
基
づ
き
、
自
ず
か
ら
十
全
な
表
現
を
獲
得

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
旧
詩
は

「
情
」
に
よ
り

「
文
」
が
生
じ
、
ま
た
そ
の

「文
」
に
よ
り

「情
」
が
触
発
さ
れ
て
完
成
さ
れ

る
散
文
的
な
も
の
で
あ
る
。
廃
名
は
、
恐
ら
く
旧
詩
に
所
謂
詩
的
内
容
が
皆
無
だ
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
新
旧
を
対
照

さ
せ
る
こ
と
で
、
新
詩
の
内
容
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
廃
名
は
イ
ン
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
富
む
李
商
隠
や
温

庭
箔
の
詩
を
高
く
評
価
し
、
新
詩
は
温

・
李
の
道
を
進
む
べ
き
で
あ
る
と
さ
え
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
廃
名
の
新
詩
観
の
第
一
の
特
徴

第
二
に
、
廃
名
は
詩
体
の
重
要
性
を
強
調
し
、
新
詩
は
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
詩
で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、

あ
え
て
廃
名
の
新
詩
観
と
し
て
述
べ
る
必
要
も
な
い
よ
う
な
至
極
当
然
の
論
で
あ
り
、
詩
体
の
解
放
と
い
う
言
葉
自
身
、
す
で
に
胡
適
が

使
用
済
み
で
あ
る
。
た
だ
、
廃
名
は
極
端
な
ま
で
に
こ
の
論
に
固
執
し
た
。
勢
い
、
廃
名
は
口
語
格
律
詩
に
対
し
て
驚
く
ほ
ど
冷
淡
な
態

度
を
と
る
。
『
談
新
詩
』
に
お
い
て
、
徐
志
摩
、
聞
一
多
を
採
り
上
げ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
の
十
四
行
詩
を
中
国
に
定

着
さ
せ
た
凋
至
の
『
十
四
行
集
』
に
も
極
め
て
辛
い
評
語
を
記
し
て
い
る
。

で
あ
る
。

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

(930) 



廃
名
の
詩
に
つ
い
て

抽
出
来
、
抽
出
来
、
従
我
的
夢
深
慮

又
一
列
夜
行
車
。
這
是
現
実
。

古
人
在
江
辺
嘆
潮
来
潮
去
、

我
却
像
広
告
紙
貼
在
車
姑
傍
゜

核
子
、
聴
蜜
蜂
在
窓
内
着
急
、

活
生
生
釘
一
只
瑚
蝶
在
培
上

装
点
、
装
点
我
這
誕
的
現
実
。

曽
経
弾
密
過
脆
弱
的
鋼
絲
床
、

曽
経
叫
我
夢
到
過
小
地
震
、

我
這
串
心
跳
、
我
這
串
心
跳
、

如
今
莫
非
是
火
車
的
仲
柾
？

我
何
嘗
願
意
倣
夢
的
車
姑
！

車
姑

(13) 

下
之
琳

――
― 

し
か
し
な
が
ら
、
廃
名
は
新
詩
の
自
由
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
逆
に
自
身
の
詩
作
か
ら
豊
か
な
リ
ズ
ム
慇
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
に
も

な
っ

た
の
で
あ
る
。
廃
名
の
絶
賛
し
た
下
之
琳
の
詩
と
彼
自
身
が
優
れ
た
詩
と
認
め
て
い
臼
）自

作
の
詩
と
を
併
品
し
て
み
る
。

(931) 



宇
宙
的
衣
裳

燈
光
頴
我
看
見
宇
宙
的
衣
裳

於
是
我
離
開
一
幅
面
目
不
去
忍
識
℃

我
認
得
是
人
類
的
寂
突

猶
之
乎
慈
母
手
中
棧

遊
子
身
上
衣
|
ー

宇
宙
的
衣
裳

祢
就
倣
一
葉
燈
罷

倣
誕
生
的
玩
具
送
給
一
個
lJ核
子

且
莫
説
這
許
多
影
子
。

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

O
)
 

廃
名

初
の
一
行

「

味
に
つ
い

下
之
琳
の

「
車
姑
」
は
、
類
似
句
や
同
し
句
の
繰
り
返
し
の
外
に

全
行
か
四
拍
節

（頓
、
或
い
’
音
J
)
で
出
来
て
お
り

三
字
で
一
拍
節
を
成
す
も
の
を
中
心
に
四
字
で
一
拍
節
を
成
す

廃
名
の

「
｛
上
田
的
衣
裳
」
は
、
リ
ス
ム
娯
を
生
む
た
め
の
注
意
が
殆
と
払
わ
れ
て
い

r‘
い
と
訂

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

廃
名
の
新
待
観
の
第
一＿ー
の
特
徴
と
し
て
、
改
行
と
い
う
概
念
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で

特
に
注
釈
を
加
え
て
い
な
い
か
、
下
之
琳
の

「
寂
衣
と
い
う
点
に
対
す
る
評
か
ら

て
の
見
方
を
抽
出
す
る
こ
と
が
て
き
る
。
廃
名
は

ズ
ミ
カ
ル
て
あ
る
。
二
字

に
快
い
。

さ
て

一
方

，寂

ーー
の
古
句
の
新

N
さ

力さ
自
然
さ
を
述
ぺ
た

即
ち
飩
に
お
け
る
行
の
持
つ

ヽ

る
。
こ
の
改
行
に
つ
い
て

-
9
f
 

改
＂

の
を
交
え
て
変
化
を

た
L
ド＂にリ

―-g
 

(932) 



廃
名
の
詩
に
つ
い
て

三
、

、,.幽-＊-
.. 

一写

下
lJ核
子
伯
寂
莫
」
を
捉
王
て
こ
う
批
評
す
る
。

し
ぅ
句
は
逢
か
に
見
劣
り
が
す
る
。
ち
ょ
う
ど
作
文
の
出
だ
し
の
一

「
し
か
し
な
が
ら
、
書
き
出
し
の
「
郷
下
小
核
子
伯
寂
莫
」
と
、

と
り
あ
え
ず
一
文
を
書
い
て
第
一
段
と
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
新
持
は
断
じ

に
考
え
が
ま
と
ま
ら
ず
、
筆
の
下
ろ
し
よ
う
が
な
い
時
、

の
よ
う
に
、
ど
の
点
も
中
心
か
ら
半
径
を
保
ち
、
ど
の
点

て
こ
の
よ
う
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
首
の
詩
は
一
個
の
真
新
し
い
ポ
ー
ル

も
ぶ
つ
か
り
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
違
。」

て
そ
の
点
の
集
合
が
単
な
る
平
面
で
は
な
く
、
立
体
を
構
成
し
、

廃
名
は
、
球
面
上
の
ど
の
点
も
中
心
か
ら
同
一
距
離
に
あ
る
こ
と
、
そ
し

詩
の
一
行
、
一
行
が
独
立
し
た
価
値
を
持
ち
つ
つ
、
し
か
も
詩
全
体
が
単
な
る
要
ェ
、
の
集
ま

ど
の
点
も
ぶ
つ
か
り
得
る
と
い
う
比
喩
で
、

り
以
上
の
効
果
を
持
つ
上
で
不
可
欠
の
一
行
で
あ
る
こ
と
を
巧
み
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
近
い
も
の
と
し
て
、
ロ

シ
ア

・
フ
ォ

(16) 

ル
マ
リ
ス
ト
た
ち
が
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

．

以
上
述
ぺ
て
き
た
よ
う
に
、
廃
名
が
考
え
る
新
詩
は
、
即
興
的
感
興
の
自
由
に
展
開
す
る
行
運
び
を
重
ん
じ
、
独
立
し
た
行
と
行
と
の

間
に
生
ま
れ
る
鷹
力
の
豊
か
さ
を
追
求
す
る
忍
を
尊
ん
だ
。

そ
の
た
め
、
廃
名
の
詩
に
は
殆
ど
句
ま
た
が
り
も
な
け
れ
ば
、
悶
ゃ

し
か
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
と
も
す
る
と
リ
ズ
ム
感
を
失
い
、
足
の
重
い
句
が
生
ま
れ
た
。

字
数
合
わ
せ
に
歪
め
ら
れ
た
句
も
な
い
。

く
い
詩
と
な
っ
た
の
は
、
彼
の
詩
の
作
法
ば
か
り
が
理
由
で
は
な
く
、
こ
こ
に
も
そ
の

廃
名
の
詩
の
多
く
が
読
者
に
と
っ
て
受
け
入
れ
に

一
端
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

含
で
は
、
以
上
に
見
て
き
た
廃
名
の
新
詩
観
に
基
づ
き
、
彼
の
詩
の
幾
つ
か
を
解
釈
し
て
み
た
項
。
そ
の
際
、
参
照
す
べ
き
三
文
献

(933) 



乃
記
不
起
汽
車
的
号
砥

x、

乃
有
阿
拉
伯
数
字
寂
莫
、

汽
車
寂
莫
、

大
街
寂
莫
、

人
類
寂
莫
゜

大
通
り
を
今
し
が
た
大
き
な
音
を
立
て
て
車
が
通
り
過
ぎ
た
。
は
っ
と
し
て
、
私
は
驚
き
、
立
ち
辣
む
。
ふ
と
我
れ
に
か
え
る
と
目
の

行
到
街
頭
乃
有
汽
車
馳
過
、

乃
有
郵
筒
寂
莫
゜

郵
筒

P
o

街
頭

を
左
に
挙
げ
て
お
く
。

一
、
廃
名
，
《
粧
台
》
及
其
他
」
（
『
談
新
詩
』
所
牧
、
以
下
「
廃
」
と
略
）

二
、
蒋
成
璃

「
廃
名
詩
歌
解
読
」
（
『
中
国
現
代
文
学
研
究
叢
刊
』

三
、
孫
玉
石
主
編

『
中
国
現
代
詩
森
読
』
（
北
京
大
学
出
版
社

ま
ず
、
廃
名
の
代
表
的
な
詩

「街
頭
」
か
ら
見
て
み
た
い
。

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

一
九
九
0
年）

一
九
八
九
年
四
期
）

宍

(934) 



廃
名
の
詩
に
つ
い
て

ま
し
て
や
、
そ
の
寂
し
さ
を
社
会
背
棗
に
解
消
し
て
し
ま
う
解
釈
は

の
よ
う
に
、
に
ぎ
や
か
な
通
り
を
寂
し
く
感
し
る
と
い
う
地
点
か
ら
詩
の
解
釈
を
出
発
し
て
し
ま
え
は

廃
名
の
古
自
身
の
存
在
沿
没
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

iiiか
通
り
過

―-J
 

•• 

，
 

。
ニつ

内
の

m
-．n日
は

f
共
に
な
る
。

（中
略
）
廃
名
の
寂
し
さ
は
彼
の
社
会
的

t任
他
を
反
映
し
て
い
る
。
し
力
し

の
は
、
彼
か
社
会
、
時
代
か
ら
離
脱
し
た
結
果
な
の
て
あ
る
。
」

前
述
し
た
通
り
、
廃
名
の
新
詩
観
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
詩
を
支
え
て
い
る
の
は

た
瞬
間
の
帖
せ
て
あ
/'う
。
蒋
氏

「
車
馬
の
往

類
全
体
ま
て
も
寂
し
く
な
る
。

寂
し
3

か
生
ま
れ
た

人
通
り
の
激
し
い
街
頭
は
、
作
者
の
眼
に
は
寂
し
く
見
え
る
r

（中
略
）
寂
し
さ
か
仏
か
り
巾
、
大
通
り
か
ら
人

J

の
詩
を
蒋
成
瑶
氏
は
と
う
解
釈
し
て
い
る
て
あ
ろ
う
か
。

た
車
に
取
り
残
さ
れ
、
や
か
て
こ
の
通
り
を
歩
き
去
る
私
に
取
り
残
さ
れ
る
。
吏
に
考
え
て
み
れ
は

私
を
取
り
残
し
た
よ
う
に
、
と
ん
と
ん
時
間
に
取
り
残
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
、
大
通
り
の
寂
し
さ

廃
名
に
こ
の
詩
を
成
さ
し
め
た
詩
的
感
興
の
核
心
は
、
あ
る
も
の
に
取
り
残
さ
れ
た
時
に
生
ず
る
応
虹
に
あ
る
。
そ
の
地
立
の
一
ー

ジ
ー
を
次
々
と
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
詩
的
世
界
を
広
げ
て
ゆ
く
。
廃
名
は
、
こ
の
古
は
涎
旧
寺
通
り
で
出
＼
ー
が
「

4

た
と
記
し
て

通
り
て
実
際
に
猛
ス
ピ
ー
ド
の
車
に
立
ち
辣
ん
た
そ
の
直
後
に
生
ま
れ
た
飩
だ
と
ら
，
え
ら
れ
よ
う
。

い
る
か

恐
ら
く
、
そ
の
護
国

ロ

人
i
の
寂
し

が
あ
る
。

R
と
い
う

h
布
も

さ
れ
た
か
の
よ
う
た
。
そ
こ
に
ナ
ン
パ
ー
の
寂
し
さ
が
あ
り

ま
れ
る

そ

え

と

こ
の

通
り
も
、
↓
り

に

車
の
ナ
ン

パ
ー
さ
え
思
い
出
せ
な
い
。
ナ
ン
パ
ー
の

「
い
＾
，

世
界
か
ら
孤
絶
し
て
ひ
っ
そ
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
存
在
密
の
寂
L
さ
か
、

む
自
分
の
感
覚
と
通
し
合
う
も
の
を
感
し
る
。
そ
う
思
っ
て
見
る
と
、

「
ポ
ス
ト
の

P
と

い
か
に
も
う
つ
ろ
な
顔
。
そ
こ
で
、
た
た
今
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
車
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
と
す
る

字
に
し
て
み
れ
は
、
自
分
の
ほ
う
か
私
や
ポ
ス
ト
に
忘
れ
さ
ら
亀
ー

卓
の
寂
し
さ
か

しう

．子が

r
c
眼
の
よ
う
だ

ら
ず
に

ヽ

音
に
取
り
り

'J.~
 

\
— 

前
に
ポ
ス
ト
か
ポ
ッ
ン
と
立
っ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
は
た
だ
無
ヽ
い
に
、
自
分
の
傍
ら
を
＼
1

て
ヒ
ー
・
て
ー
が
i
・け

代

t
て
い

ー
こ
と
も
知

(93!)) 



も
う
一
首
、
解
釈
を
試
み
て
み
る
。

理
髪
店
腋
子
沫

同
宇
宙
不
相
干
、

又
好
似
魚
相
忘
於
江
湖
。

匠
人
手
下
的
剃
刀

想
起
人
類
的
理
解
、

登
得
許
多
痕
迩
゜

瑞
上
下
等
的
無
線
電
開
了
、

是
霊
魂
之
吐
沫
゜

こ
の
詩
が
生
ま
れ
た
原
因
は
、
理
髪
店
の
鏡
に
泡
ま
み
れ
の
自
分
の
顔
を
発
見
し
た
こ
と
、

「
大
宗
師
」
の

「相
濡
以
抹
」
の
句
を
思
い
出
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。

理
髪
師
が
ひ
げ
を
剃
る
た
め
石
鹸
を
塗
っ
て
い
る
。

一
見
し
た
所
、
理
髪
師
と
私
と
は
、
相
濡
す
る
に
沫
を
も
っ
て
す
る
が
ご
と
き
状

態
に
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
私
は
ひ
ど
い
姿
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
思
う
。
「
理
髪
師
よ
、
お
前
は
何
故
私
に
泡
を
ぬ

た
く
っ
て
、
こ
ん
な
ざ
ま
に
し
た
ん
だ
。
私
と
い
う
人
間
は
、

真
理
を
代
表
し
て
い
る
ん
だ
。
知
っ
て
い
る
の
か
。
」

理
髪
店

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

そ
れ
と
同
時
に
そ
の
様
か
ら
『
荘
子
』

（
「
廃
」
）
し
か

六

(936) 



廃
名
の
り
に
つ
い
て

に
持
ち
だ
さ
れ
て
き
た

mな
る
比
喩
で
＇、

決
し
て

r`
い
。
こ
の
詩
を
成
t‘ilた
ー
午ヽ

い
る
根
・・

あ
る

法
に
は
な
じ
ま
す
、
ま
た
こ
の
特
の
お
も
し
ろ
さ
を

間
と
人
間
と
の
理
解
の

さ
と
い
う
普

的
ダ
T
I
-

た
と
い

を
表
現
し
て
い
る
。

」

作
者
力
理
解
を
求
め
、

と
人
と
の
間
に

る
限
た
り
を
な
く
そ
う
と

l
い
な
力
．I

た
こ
と

音
楽
は

の
魚
を
救
う
・
・
ヽ
・
・

――, 

ー」

）

一
斗
―
卜
の
水
の
如
く

「
理
斐
師
と

r
弘

の
泡
と
宇
宙
＇

laJ
に
目
え
る
魚
に
同
！

そ
こ
で
ま
た

虹
砥
氏
の

を
見
て

つ。

」の

。
を
支
え
て
い
る
と
思
う
。

る
る
自
由
な
状
態
へ
の
で
化
の

品
と
し
て
捉
ら
え
た
こ
J
‘

ソ
リ
で
な
く
な
っ
て

る
こ
沫
を

っ
て

t
•こ
そ

る
に
沫
を

っ
て

-

J

 

,-l.
 

づ
い
た
。

ラ
ジ
オ
か
ら

こ
え
て
く
る
。
理

そ．
1
を

゜
の

, ≫ 

ジ

リ
ー
ひ
げ
を

っ
て

つ
ま
り
、
偶
然
見

の

を

地
に
そ

を

考
え
る
ま
で

自
由
こ
七

て
い
る
こ
と
こ

つ
こ
と
で

え
て

,o
 
「
-

『

O

辿゚
r-J
、

と
し
な
、

し

の
包
と

の

と
も
と

、̀37



確
か
に
、

現
代
人
の
孤
独
感
は

基
本
的
に
は
蒋
氏
の
考
え
を
支
持
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

二
行
を
人
の
心
と
心
の
通
し
難
さ
の
表
現
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
は
思
う
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
詩
の
テ
ー
マ

の
締
め
く
く
り
と
す
る
こ

と
に
は
同
意
し
か
た
い
。
こ
の
二
行
は
、
詩
輿
と
低
俗
さ
と
の
交
代
に
よ
る

「
詩
的
世
界
」
の
収
束
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
最

詩
自
身
に
就
い
て
詩
を
読
み
解
く
こ
と
を
試
み
た

『中
国
現
代
詩
郡
読
』
の
孫
玉
石
氏
の
解
釈
を
見
て
み
た
い
。
ま
ず
こ
の
詩

の
涎
生
過
程
に
つ
い
て
迩
へ
た
箇
所
を
引
用
す
る
。

「
石
鹸
の
泡
は
宇
宙
と
は
関
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
、
自
己
と
理
斐
師
も
、
こ
の
時
、
魚
の
江
湖
に
相
忘
る
る
が
如
き
状
態
に
あ
る
。

現
実
の
思
索
と
歴
史
的
典
故
が
、
突
然
ふ
つ
か
り
合
う
。
そ
の
刹
那
に
あ
る
種
の

『
偉
大
さ
』
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
『
偉
大
さ
』
は
詩

人
の
人
生
に
対
す
る
頓
悟
で
あ
る
。
詩
作
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
衝
動
も
こ
こ
か
ら
起
こ
っ
た
。」

孫
玉
石
氏
の
解
釈
は
下
者
と
全
く
同
じ
観
点
か
ら
詩
の
成
因
を
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
詩
の
内
容
を
解
釈
す
る
段
に
な
る
と
、
意
見
が

割
れ
る
。
孫
玉
石
氏
は
、
こ
の
詩
が
書
か
れ
た
時
代
の

「
現
実
の
寂
し
さ
と
民
族
の
危
機
」
と
を
字
面
か
ら
読
み
取
る
こ
と
で
詩
の
解
釈

が
よ
り
成
熟
す
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
。

と
い
う
括
り
方
を
し
て

「現
代
人
の
孤
独
感
と
人
類
の
理
解
の
難
さ
と
い
う
テ
ー
マ
が
隠
さ
れ
た
形
で
現
れ
て
い
る
」

す
で
に

「
街
頭
」
に
も
見
た
よ
う
に
、
廃
名
の
詩
に
繰
り
返
し
現
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
廃
名
の
詩

に
あ
っ
て
菫
要
な
の
は
、
そ
れ
を
大
上
段
に
構
え
て
詩
作
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
至
る
思
い
も
か
け
な
い
き
っ
か
け
の
妙
で
あ
る
。

読
者
は
現
代
人
の
孤
独
感
か
思
わ
ぬ
深
さ
で
、
思
い
が
け
ぬ
程
身
近
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

こ
の
妙
に
よ
っ
て

こ
こ
に
廃
名
の
詩
典
の
過
半
か
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
妙
を
単
な
る
き
っ
か
け
と
し
て
捨
て
、
内
容
だ
け
を
拾
う
評
価
は
、
や
は
り
正
競

を
逸
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

廃
名
の
詩
の
専
論
と
し
て
は
、
唯

一
だ
と
思
わ
れ
る
蒋
成
瑶
氏
の
論
文
は
、
概
ね
社
会
的
背
景
や
普
遍
性
に
詩
を
遠
元
し
て
理
解
し
よ

次
に

高
湖
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

―10 
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廃
名
の
詩
に
つ
い
て

是
日
、

是
家
、

海
是
夜
的
鏡
子
。

星
之
空
是
鳥
林
、

是
花
、
是
魚
、

深
夜
一
枝
燈
、

若
高
山
流
水
、

有
身
外
之
海
。

い
な
い
こ
と
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

う
と
す
る
。

し
か
も
、
詩
自
身
に
就
か
ず
に
、
廃
名
と
い
う
文
学
者
の
社
会
性
に
よ
っ
て
、
外
側
か
ら
詩
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
目
下
の
所
、
最
も
詳
し
い
廃
名
詩
の
読
み
方
を
提
示
し
て
い
る

『中
国
現
代
詩
導
読
』
も
、
孫
玉
石
氏
の
い
う
本
文
の
精
証
と
伝
記

的
事
実
と
の
合
一
を
め
ざ
す

「
開
放
型
本
文
精
読
」
法
が
、
必
ず
し
も
従
来
の
伝
記
的
作
品
研
究
の
弊
を
抜
け
出
る
方
法
と
は
成
り
え
て

で
は
、
最
後
に
も
う
一
首

「十
二
月
十
九
夜
」
を
見
て
お
き
た
い
。

十
二
月
十
九
夜

是
天
上
的
夢
、

思
想
是

一
個
美
人、

(939) 



是
炉
火
、

炉
火
是
埴
上
的
樹
影
、

是
冬
夜
的
声
音
。

を
描
く
。

山
の
流
水
の
ご
と
く
澄
ん
だ
光
を
放
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
鍾
子
期
と
伯
牙
の
故
事
に
基
づ
き
、
灯
が
廃
名
に
と
っ
て
知
己
の
存
在
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
続
く
四
行
は
、
夜
空
に
星
の
描
く
模
様
を
記
す
。
鳥
の
憩
う
林
が
見
え
る
。
ち
ょ
う
ど
星
に
と
っ
て
空
が
憩

い
の
場
で
あ
る
よ
う
に
。
鳥
の
林
か
ら
連
想
が
飛
躍
し
て
、
花
や
魚
と
い
っ
た
自
然
界
の
安
ら
ぐ
姿
が
見
え
る
。
が
、
そ
れ
ら
天
上
の
夢

は
皆
、
こ
の
世
の
夢
の
反
映
な
の
で
あ
る
。
漆
黒
の
空
は
、
夜
空
の
も
と
に
憩
う
人
々
の
夢
を
映
し
て
い
る
。
第
三
段
落
は
、
眼
前
の
夜

空
に
展
開
す
る
。
ハ
ノ
ラ
マ
を
現
出
さ
せ
た
想
像
力
、
思
考
の
力
に
つ
い
て
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
連
ね
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
美
人
の
如
く
魅
惑

こ
の
詩
は
、
句
点
に
よ
っ
て
三
つ
の
段
落
に
分
け
ら
れ
る
。
最
初
の
三
行
は
、
深
夜
の
灯
の
明
る
さ
、
冬
空
の
澄
み
切
っ
た
イ
メ
ー
ジ

「
身
外
之
海
」
と
い
う
の
は
、
窓
外
に
広
が
る
漆
黒
の
空
で
あ
ろ
う
。
漆
黒
の
空
に
ポ
ッ
リ
と
浮
か
ぶ
廃
名
の
窓
の
灯
が
、
高

的
で
、
家
の
如
く
安
ら
ぎ
に
満
ち
、
日
、
月
の
如
く
宇
宙
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
灯
の
如
く
人
に
光
明
を
も
た
ら
し
、
ま

た
暖
炉
の
如
く
人
に
温
も
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
廃
名
の
暖
炉
の
火
が
赤
々
と
燃
え
盛
り
、
火
影
が
白
壁
に
樹
の
枝
の

よ
う
に
ゆ
ら
め
き
淡
く
映
っ
て
い
る
。
こ
の
樹
の
枝
の
如
き
ゆ
ら
め
き
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
る
う
ち
に
、
第
二
段
落
の
鳥
の
林
以
下
の
世
界

が
生
ま
れ
た
。
と
、
急
に
薪
の
は
じ
け
る
音
。
冬
の
夜
の
静
寂
が
、
そ
し
て
廃
名
の
沈
思
が
、

こ
こ
に
至
っ
て
詩
は
、

是
燈
、

是
月
、

一
巡
り
し
て
最
初
の
第
一
行
目
に
た
ど
り
着
く
。

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

一
層
際
立
ち
、
深
ま
り
ゆ
く
気
配
で
あ
る
。

号
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廃
名
の
詩
に
つ
い
て

「
竹
林
巫
一
条
小
路

城
上
也
窺
得
見
、

的
時
候
（
這
時
遊
城
的
恨
多
）
、
少
不
了
有
人

e18) 

城
下
人
亦
望
城
上
。」

例
え
ば
、
廃
名
の
有
名
な
短
紅
lj説

「

了
城

y

一
個
人
、
—
ー
胸
祖
付人
出
中

探
首
招
水
、
但
枯
果
城
ー
人
屯
城
卜
人
、
伯
沸
不
＾

心
河
辺
忽
然
姑

水
。
ず
山
的
人
附
肘

f
過
附

X
村

＇A
卜

•1
1」
中
の
一

を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

し
、
そ
の
密
接
な
る
関
係
を
再
確
認
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い

（廃
名
の

た
い
と
考
え
て
い

ヽ

゜

で
は
、
廃
名
の
こ
の
よ
う
な
詩
作
が
彼
の
lJ説
の
文
体
と
ど
う
閲
わ
る
の
で
あ
ろ
う
力
。

で
は
、

圃
者
の
ー
わ
り
の

一
瑞
を
例
J

四、

そ
の
変
転
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
し
ば
し
ば
主
客
の
転
倒
に
よ
る
視
点
の
移

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

一
塊
り
で
あ
り

で
あ
ろ
う
。
廃
名
の
詩
は

不
図
生
ま
れ
た
詩
興
を
自
由
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
屎
開
で
次
々
と

て
あ
り
、

・
ヘ
ラ
パ
ラ
で
は
な
く
、

か
な
く
て
も
詩
だ
」

（
「
送
一
）
と

て
い
る
と
お
り

る
こ
と
が

i
か

以
上
見
て
き
た
よ
う
に

廃
名
の

i
 

0

,
量,

い
ず
れ
も
彼
の

吋
観
に
ふ
さ
わ
し
い

-
4
n
仕
方
を
し
て
お
り

か

「K‘

え
ら
れ
る
。
た
た

と
り
あ
え
す
、

一
試
解
と
し
て
提
示
し
て
お
く

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
現

元
を

る
こ
と

1,
必
ず
し
も
詩
の
理
解
を
深
め
ー
L
ぐ
い
こ
4
.

る
夜
空
と
灯
の
光
で
白
壁
に
映
―
0
廃
名
の
思
索
の
影
と
か
ォ
ー
・
／
ー
・

ッ
プ
ー
て
く
る

、3
も

だ
の
て
あ
ろ
う
。
白
壁
に
映
る
影
と
い
う
の
は

T
か
ら
見
た

名
の
思
t‘
の
，＇ぞ
だ
と
も
考
え
｀

と

夜
空
―
」

出
さ
れ
る

の

と
白
壁
こ

し
出
さ
1
る

t) 

い
影
の

ロ
ジ
ー
の

つ一

こ

ー
思
い
つ
h
l

叫 l)



(2
)
 (

r
創
世
紀
」
二
三
期

ち

「
新
詩
論
集
」
高
雄
士
業
書
局
民
国
四
五
所
収
、

店

民

国

七

0

所
収
）
が
後
を
継
ぎ
、
王
志
健

「
現
代
中
国
詩
史
」

痙
弦
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）

に
始
ま
り
、

疫
弦

版
社

一
九
八
六
）

末
尾
の

「
城
下
人
亦
望
城
上
」
の
一
語
は
、
極
め
て
廃
名
的
な
表
現
方
法
で
あ
る
と
思
っ
。
普
辿
な
ら
、

「
城
上
人
望
城
下
人
」
で
事
足

れ
り
と
し
て
し
ま
っ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
末
に
こ
の
一
文
を
加
を
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
城
下
の
見
ら
れ
て
い
る
人
が
逆
に

城
上
か
ら
見
て
い
る
人
を
見
る
と
い
う
主
客
の
転
側
に
よ
っ
て
、
俄
然
、
そ
の
情
景
の
所
在
の
な
い
長
閑
さ
が
あ
り
あ
り
と
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
客
の
転
倒
に
よ
る
視
点
の
移
動
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
彼
の
詩
的
発
想
法
の
根
幹
に
位
置
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
廃
名
の
難
解
な
文
体
の
核
心
は
、
こ
う
し
た
詩
的
発
想
法
に
基
づ
き
分
析
を
加
を
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
一
層
内
在
的
な

周
作
人

「
懐
廃
名
」

（台
湾
商
務
印
書
館

一
方
、
台
洒
で
は
、

廃
名
の
詩
の
専
論
は
、
目
下
の
所
、
第
三
立
に
挙
げ
た
蒋
成
璃

「廃
名
詩
歌
解
読
」
の
み
で
あ
る
。
藍
棟
之

「現
代
派
詩
選
」

「前
言」

は
、
蒋
氏
よ
り
早
く
廃
名
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
取
り
あ
げ
て
い
る
の
は
廃
名
の
詩
論
で
あ
り
、
詩
そ
の
も

の
で
は
な
い
。
同
じ
く
第
三
章
に
挙
げ
た
孫
玉
石
主
編

「
中
国
現
代
詩
導
読
」
も
、
廃
名
の
詩
八
首
の
読
み
を
提
示
す
る
の
み
て
、

に
は
触
れ
な
い
。
大
陸
で
の
廃
名
詩
評
価
は
、
八
0
年
代
の
後
半
に
よ
う
や
く
そ
の
緒
に
就
い
た
段
階
で
あ
る
と

t
-
Cl

え
る
。

廃
名
の
詩
に
対
す
る
紹
介
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
紀
弦

「
従
廃
名
的

「街
頭
」
説
起
」

民
国
五
五
、
の
ち

「
中
国
新
詩
研
究
」
洪
範

(
l
)
 

（「
薬
堂
雑
文
」
香
港
動
力
出
版
社
所
収
）。

〔註〕

解
明
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

（「
文
芸
世
紀
」

一
巻
二
期

民
国
六
四
）
に
お
い
て
、
現
代
派
の
主
要
な
詩
人
の

一
人
と
し
て
位
誼
つ
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

民
国
三
四
年
、

の

「
禅
趣
詩
人
廃
名
」

（人
民
文
学
出

―-＿
四

.-a
価
の
問
題

(942) 



(
17
)
 

(
16
)
 

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

の
両
集
は、

結
局
未
刊
に
終
わ

っ
た
よ
う
で
、
百
二
十
余
首
の
詩
稿
の
行
方
も
不
明
の
ま
ま
で
あ
る

（廃
名

「
天
馬
詩
集
」
、

妥

「
今
年
三
月
詩
集

「
天
馬
」
が
成
り
、
計
八
十
余
首
を
収
め
、

「競
」
が
成
り
、
計
四
0
首
を
収
め
る
。」

と
い
う
。
こ

集
」
は
主
要
な
二
八
首
を
収
録
）
。

但
し
、

「十
三
『
十
年
詩
草
」」

本
章
の
廃
名
の
詩
は
、
い
ず
れ
も
前
出

「凋
文
柄
選
集
」
所
収
。
尚
、
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
廃
名
の
詩
は
、

三
七
首

一
九
四
二
年
に
沈
啓
兄
の
発
見
し
た
民
国
二
0
年
十
月

一
七
日
付
け
の
廃
名
の

（中
略
）
今
年
五
月
詩
集

風
雨
淡
」

四
期

ユ
ー
リ
ー

・
ト
ゥ
イ
ニ
ャ
ー
ノ
フ

「詩
的
言
語
と
は
何
か
」

（水
野
忠
夫
他
訳
、
せ
り
か
杏
房

(15
)
 

（前
出

「談
新
詩
」
所
収
）。

(14
)
 
「文
学
雑
誌
」

一
巻
二
期

(
-
九
三
七

・
六
）
。

(
13
)
 
「
十
三
「
十
年
詩
草
」」

（前
出

「談
新
詩
」
所
収
）。

(12
)
 
朱
光
潜

「
編
集
後
記
」

（「
文
学
雑
誌
」

一
巻
二
期

一
九
三
七
・
六
）。

(
11
)
 
-, 

「嘗
試
集
」
」

（前
出

「談
新
詩」

所
収
）。

(10
)
 
草
川
未
雨

「中
国
新
詩
壇
的
昨
日
今
日
和
明
日
」

（海
音

局

凋
文
柄

「談
新
詩
」

（人
民
文
学
出
版
社

一
九
八
四
）。

一
九
二
九
、
上
海

(
9
)
 

(
8
)
 

店
影
印

「
茶
鋪
」

（前
出

r
橋
」
所
収
）。

(
7
)
 
楊
義

『中
国
現
代
小
説
史
第

一
巻
」

（人
民
文
学
出
版
社

一
九
八
六
）
。

(
6
)
 
「瞳
人
」

（前
出

「
橋
」
所
収
）。

(5
)
 
下
之
琳

「
「
凋
文
柄
選
集
」
序
」

（前
出

「
凋
文
柄
選
集
」
所
収
）。

(
4
)
 

(
3
)
 

廃
名

「「
廃
名
lJ説
選
」
序
」

（
「
凋
文
柄
選
集
」
人
民
文
学
出
版
社

一
九
八
五
所
収
）。

周
作
人

「「
棗
」
和

「橋
」
的
序
」

（廃
名

「橋
」
開
明
書
店

民
国
ニ

―
‘
上
海

店
影
印

一
九
八
五
）
等
参
照
。

一
九
八
五
）。

一
九
八
六

所
収
）。

h

集
自
序
に
よ
れ
ば
、

（
前
出

r
淵
文
柄
選

(943) 



え
た
も
の
で
あ
る
。
研
討
会
の
席
上
、
私
の
発
表
の
評
論
員
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
痙
弦
氏
（
「
聯
合
報
」
副
刊
主
編
、
詩
人
）
及
び
貴
重
な
意
見
を
出

し
て
い
た
だ
い
た
李
瑞
騰
氏

（国
立
中
央
大
学
中
文
系
副
教
授
）
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

〔付
記
〕

(18
)
 

本
稿
は
、

「菱
蕩
」

（「
北
新
」
二
巻
八
期

民
国
三
ニ

・
七
）。

廃
名
の
詩
に
つ
い
て

一
九
二
八

・
ニ
、
の
ち

「桃
園
」
所
収
）
。
こ
こ
で
は
、
前
出

『
凋
文
柄
選
集
」
に
拠
っ
た
。

一
九
九
一
年
八
月
、
台
湾
師
範
大
学
で
開
か
れ
た

「
「
二
十
世
紀
中
国
文
学
」
研
討
会
」
に
お
い
て
発
表
し
た
原
稿
に
修
正
を
加

表

(944) 




