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レ

シ
ン
グ
の
無
韻
詩
行
戯
曲
の
こ
こ
ろ
み

ツ

ー
！
プ
ラ
ン
グ
ヴ
ァ

l
ス
戯
曲
史
の
一
段
階
｜
｜

宮

下

啓

ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
エ
プ
ラ
イ
ム
・
レ
ッ
シ
ン
グ

（
一
七
二
九
｜
八
一
）

は
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
期
を
代
表
す
る
文
人
の
一
人

で
、
劇
作
・
批
評
・
宗
教
哲
学
の
三
つ
の
分
野
で
重
要
な
仕
事
を
の
こ
し
た
。
と
り
わ
け
彼
は
ド
イ
ツ
の
演
劇
を
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
の
模

倣
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
て
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
才
能
を
高
く
評
価
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
十
八
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ

演
劇
の
目
ざ
ま
し
い
展
開
を
先
導
し
た
。

レ
ッ
シ
ン
グ
が
フ
ラ
ン
ス
演
劇
を
批
判
し
た
と
い
っ
て
も
、
批
判
の
対
象
は
も
っ
ぱ
ら
古
典
主
義
演
劇
の
理
論
と
形
式
で
あ
っ
た
。

イ
ツ
の
モ
リ
エ

l
ル
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、

（

1
）
 

劇
論
の
よ
き
理
解
者
で
も
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
喜
劇
か
ら
多
く
を
学
び
と
っ
て
い
た
し
、
デ
ィ
ド
ロ
の
演

悲
劇
と
は
王
侯
貴
族
を
主
人
公
と
し
て
韻
文
で
書
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
固
定
観
念
を
、

レ
ッ
シ
ン
グ
は
時
代
遅
れ
で
あ
る
と

感
じ
て
い
た
。
彼
は
『
ミ
ス
・
サ
ラ
・
サ
ン
プ
ソ
ン
』
（
一
七
五
五
）

に
よ
っ
て
、

散
文
に
よ
る
ド
イ
ツ
市
民
悲
劇
の
歴
史
を
拓
い
た
。

う
し
て
彼
は
散
文
優
位
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
他
の
だ
れ
よ
り
も
強
く
意
識
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

か
た
わ
ら
無
韻
の
詩
文
体
に
よ
る
戯
曲
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一寸

ド
、，．
'-



を
い
ち
は
や
く
こ
こ
ろ
み
て
い
た
。

一
七
五
七
J
九
年
頃
の
一
連
の
こ
こ
ろ
み
は
、
最
後
の
完
成
作
と
な
っ
た
劇
詩
『
賢
者
ナ
i
タ
ン
』
（
一

七
七
九
）

の
助
走
で
も
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
式
の
押
韻
詩
行
に
と
っ
て
か
わ
る
、
散
文
時
代
の
詩
文
体
の
実
験
と
は
、
ど
の
よ
う
な
性
質
を

帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

レ
ッ
シ
ン
グ
は
散
文
の
推
奨
者
で
あ
っ
た
。

韻
文
で
書
か
れ
た
原
作
を
訳
す
に
つ
い
て
も
散
文
訳
を
す
す
め
た
。

た
と
え
ば
、
『
ハ
ン
ブ

ル
グ
演
劇
論
』
（
一
七
六
七
i
六
九
）

で
フ
ラ
ン
ス
の
ド
・
ブ
ロ
ワ
に
よ
る
悲
劇
『
ゼ
ル
ミ

i
ル
』
を
論
評
し
た
文
章
の
中
で
次
の
よ
う
に

幸一日いた。

、
ム
μ
O
r

．

「
力
感
を
欠
い
て
単
調
一
途
の
韻
文
よ
り
も
、
力
強
く
て
耳
に
快
い
散
文
を
聞
き
た
い
と
、

（

2
）
 

韻
文
に
よ
る
翻
訳
の
か
ず
あ
る
中
で
、
聞
く
に
堪
え
る
の
は
半
ダ
l
ス
ほ
ど
も
あ
る
ま
い
」

だ
れ
し
も
が
望
む
の
で
は
あ
る
ま
い

-261-

レ
ッ
シ
ン
グ
は
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
の
大
学
生
時
代
に
マ
リ
ヴ
ォ
！
の
唯
一

の
悲
劇
『
ア
ニ
パ
ル

（
ハ
ン
ニ
パ
ル
）
』
を
友
人
と
と
も
に
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ラ
ン
の
詩
文
体
に
訳
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
ク
レ
ビ
ヨ
ン
の
悲
劇
『
カ
テ
ィ
リ
l
ナ
』
な
ど
、
若
干
の
断
片
が
彼
の
訳

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
も
初
期
の
習
作
時
代
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
七
五

0
年
代
の
前
半
に
彼
は
早
く
も
押
韻
の
詩

文
体
に
よ
る
翻
訳
に
背
を
向
け
た
。
彼
は
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
i
プ
が
書
い
た
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
・
カ
プ
レ
ッ
ト

（
二
行
ず
つ
押
韻
さ
れ
た
弱
強
格
五

脚
の
詩
形
）

に
よ
る
『
エ
ロ
イ
ザ
か
ら
ア
ベ
ラ
！
ド
へ

（
エ
ロ
イ
l
ズ
か
ら
ア
ベ
ラ
l
ル
ヘ
）
』
の
冒
頭
の
七
行
を
文
芸
評
論
の
中
で
引
用

し
た
が
、
彼
が
こ
れ
に
添
え
た
訳
文
は
完
全
に
散
文
体
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
イ
ギ
リ
ス
の
ト
ム
ソ
ン
の
悲
劇
『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
』
を
彼
は
七

百
行
ほ
ど
独
訳
し
た
が
、
ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

i
ス

（
無
韻
の
弱
強
格
五
脚
の
詩
形
）

の
原
文
を
、
こ
れ
ま
た
散
文
体
で
訳
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
紙
面
の
都
合
で
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
と
訳
文
の
対
照
を
掲
げ
る
こ
と
は
ひ
か
え
る
が
、
語
義
的
に
は
十
分
な
対
応
関
係
を
一
不
さ
ず
、
若
干



の
解
釈
を
ふ
く
め
て
、
原
文
よ
り
は
や
や
長
目
の
訳
文
に
な
る
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
る
。

『
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
の
第
五
四
号
（
一
七
六
七
年
一
一
月
六
日
付
）
以
下
で
レ
ッ
シ
ン
グ
は
ト
マ
ス
・
コ
ル
ネ
l
ユ
の
悲
劇
『
エ
セ

エ
セ
ッ
ク
ス
伯
爵
』

（

4
）
 

と
無
名
の
ス
ペ
イ
ン
作
家
に
よ
る
作
品
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
れ
ら
二
作
と
の
対
比
を
通
じ
て
コ
ル
ネ
l
ユ
の
作
品
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
。

ッ
ク
ス
』
の
再
演
を
話
題
と
し
た
。
彼
は
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
・
パ
ン
ク
ス
に
よ
る
『
不
卒
な
寵
臣
、

ま
た
の
名
、

レ
ッ
シ
ン
グ
は
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
演
劇
の
コ
二
致
の
法
則
、
悲
劇
と
喜
劇
の
峻
別
、

韻
文
体
、
気
品
な
ど
を
批
判
し
た
。

『
ハ
γ
守
フ
ル
ク

演
劇
論
』
全
体
を
通
じ
て
と
く
に
重
要
な
個
所
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
パ
ン
ク
ス
の
作
品
か
ら
対
話
の
一
部
を
、

み
ず
か
ら
の
翻
訳

に
よ
っ
て
例
示
し
た
。
第
五
七
号
（
一
七
六
七
年
一
一
月
一
七
日
付
）

と
第
五
八
号
（
一
一
月
二

O
日
付
）

に
、
ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

l
ス
文
体

の
原
文
か
ら
訳
さ
れ
た
対
話
が
載
っ
た
。

レ
ッ
シ
ン
グ
の
散
文
に
よ
る
独
訳
の
実
体
を
、
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
こ
こ
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
女
王
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
こ
っ
た
反
乱
を
抑
え
さ
せ
る
た
め
に
エ
セ
ッ
ク
ス
伯
を
総
司
令
官
に
任
じ
た
。
伯
爵
の
ひ

き
い
る
軍
勢
が
あ
ま
り
に
弱
体
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
は
敵
将
と
の
秘
密
会
談
で
和
議
を
結
ぼ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
疑
惑
を
招
き
、
伯
爵
は
告

発
さ
れ
た
。
女
王
は
彼
を
愛
す
る
あ
ま
り
に
告
発
を
許
そ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
敵
を
討
つ
ま
で
帰
国
す
る
べ
か
ら
ず
と
の
命
に
そ
む
い
て

帰
還
し
た
彼
を
公
然
と
弁
護
す
る
口
実
を
も
た
な
か
っ
た
。
彼
女
は
彼
の
無
罪
を
信
じ
て
は
い
る
が
、

（
第
三
幕
第
一
場
）
。

さ
り
と
て
完
全
に
は
信
じ
き
れ
ず
に

い
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
ノ
ッ
チ
ン
ガ
ム
が
女
王
の
前
で
伯
爵
を
誹
誘
す
る
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こ
の
際
、
パ
ン
ク
ス
の
原
文
と
レ
ッ
シ
ン
グ
の
独
訳
文
の
そ
れ
ぞ
れ
を
直
訳
調
で
日
本
一
前
訳
し
て
対
照
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
。

レ

ノ
ッ
チ
ン
ガ
ム

ッ
シ
ン
グ
の
散
文
の
体
質
を
う
か
が
い
知
る
一
助
と
な
り
う
る
に
ち
が
い
な
い
。

ノ
ッ
チ
ン
ガ
ム

あ
な
た
の
こ
と
を
、
死
せ
る
聖
者
の
こ
と
以
上
に
悪
し
く
語
る

者
は
な
く
／
世
の
人
々
は
彼
ら
の
崇
め
る
神
に
お
と
ら
ず
あ
な
た

を
崇
拝
し
て
い
ま
す
。
／
平
安
に
、
富
に
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
永

遠
の
希
望
に
お
と
ら
ぬ
ほ
ど
に
。
／
し
か
し
彼
ら
は
し
ば
し
ば

純
粋
こ
の
上
な
い
愛
情
か
ら
発
し
た
／
心
底
か
ら
の
涙
を
も
っ

て
、
希
望
し
て
い
ま
す
、
あ
な
た
が
、
願
わ
く
ば
／
エ
セ
ッ
ク
ス

に
対
す
る
人
々
の
不
満
の
種
を
除
き
、
／
お
力
を
も
っ
て
こ
の
反

逆
者
を
お
守
り
に
な
ろ
う
と
せ
ず
、
／
彼
を
法
の
裁
き
と
、

に
恥
辱
と
に
お
委
ね
に
な
り
ま
す
よ
う
に
と
。
／
そ
れ
こ
そ
あ
な

た
と
、
／
そ
し
て
人
々
の
受
け
た
不
幸
へ
の
仕
返
し
で
す
。

女
王と

す
る
と
、
人
々
は
私
に
政
治
の
仕
方
を
教
え
る
つ
も
り
で
す

ミカヮ・

さ
ら

あ
な
た
の
こ
と
で
す
と
、
女
王
？
｜
｜
あ
な
た
の
こ
と
を
、

う

っ
と
り
と
賛
歎
し
て
語
ら
な
い
者
が
い
ま
す
も
の
か
。
あ
の
世
の

聖
者
の
名
声
と
て
、
す
べ
て
の
人
の
舌
が
語
る
あ
な
た
へ
の
讃
美

に
は
及
び
ま
せ
ん
。
こ
れ
だ
け
、
た
だ
一
つ
だ
け
、
し
か
も
、
あ
な

た
へ
の
純
粋
こ
の
上
な
い
愛
情
か
ら
発
す
る
熱
烈
こ
の
上
な
い
涙

-264-

を
も
っ
て
、
人
々
が
願
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ー
ー
ー
こ
の

一
つ
だ
け
の
こ
と
と
は
、
願
わ
く
ば
あ
な
た
が
、
こ
の
エ
セ
ッ
ク

ス
め
へ
の
人
々
の
苦
情
を
取
り
除
き
、

か
よ
う
な
反
逆
者
を
こ
れ

以
上
弁
護
な
さ
ら
ず
、
法
の
裁
き
と
汚
辱
と
に
彼
を
近
寄
ら
せ
ま

い
な
ど
と
な
さ
ら
ず
、
思
い
切
っ
て
復
讐
の
神
に
彼
を
委
ね
て
お

し
ま
い
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
す
。

女
王だ

れ
が
私
に
指
凶
で
き
る
と
い
う
の
で
す
か
？



こ
の
す
ぐ
あ
と
に
つ
づ
く
ノ
ッ
チ
ン
ガ
ム
の
言
葉
は
原
文
か
ら
の
直
訳
で
は
「
天
に
関
し
て
は
服
従
あ
る
の
み
で
す
」
と
あ
る
の
に
対
し

て、

レ
ッ
シ
ン
グ
の
訳
文
は
「
あ
な
た
に
指
図
で
す
と
／
｜
｜
こ
よ
な
く
深
く
服
従
し
て
天
に
祈
ろ
う
と
す
る
者
が
、
天
に
指
凶
な
ど
い
た

し
ま
す
も
の
か
？
」
と
な
る
。
こ
の
種
の
修
辞
的
疑
問
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
個
性
的
な
文
体
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
彼
は
、
右

の
対
照
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
原
文
に
即
し
た
翻
訳
で
は
な
く
、
彼
な
り
の
表
現
法
、
ご
く
自
然
な
日
常
的
で
平
明
な
文
体
に
、
こ
の
イ

の
で
あ
っ
た
。
彼
は
パ
ン
ク
ス
の
詩
文
体
を
「
市
民
悲
劇
の
最
も
大
胆
な
散
文
に
変
え
た
」
の
で
あ
っ
た
。

ギ
リ
ス
戯
曲
を
改
作
し
た
」

数
十
行
に
も
わ
た
っ
て
レ
ッ
シ
ン
グ
が
パ
ン
グ
ス
作
の
悲
劇
か
ら
訳
し
た
文
を
示
し
た
の
は
、

コ
ル
ネ

l
ユ
の
『
エ
セ
ッ
ク
ス
』
に
比
較

し
て
、
性
格
描
写
に
す
ぐ
れ
、
力
動
感
と
真
実
味
に
み
ち
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
あ
と
彼
は
次
の

よ
う
に
書
い
て
自
分
の
文
体
の
方
法
論
と
い
う
べ
き
も
の
を
披
露
し
た
。

「
だ
が
、
私
の
翻
訳
か
ら
パ
ン
ク
ス
の
口
調
を
判
断
し
て
は
い
け
な
い
。
私
は
彼
の
表
現
方
法
を
完
全
に
捨
て
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
彼

p
hりつ臼

の
表
現
は
、
く
だ
け
で
も
い
る
が
重
々
し
く
も
あ
り
、
平
俗
で
も
あ
り
高
踏
的
で
も
あ
る
。
人
物
ご
と
に
ち
が
う
の
で
な
く
、
全
体
が
こ
の

調
子
で
あ
る
。
：
：
：
私
は
平
俗
よ
り
誇
張
を
警
戒
し
た
。
た
い
て
い
の
人
は
多
分
こ
れ
と
逆
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
多
く
の
人
が
、
誇
張
と
悲
劇
性
と
を
ほ
と
ん
ど
同
一
の
も
の
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
読
者
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
ば
か
り
か
、

作
家
た
ち
の
多
く
さ
え
も
が
そ
う
な
の
で
あ
る
。
主
人
公
は

（
作
家
自
身
と
は
）

ち
が
う
種
類
の
人
間
の
よ
う
に
語
る
と
で
も
い
う
の
だ
ろ

う
か
。
『
誇
張
に
み
ち
た
長
広
舌
』
、
格
言
と
法
螺
と
長
広
舌
。
こ
れ
ら
が
彼
ら
の
い
う
と
こ
ろ
の
悲
劇
の
口
調
を
な
す
も
の
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。デ

ィ
ド
ロ
が
い
う
、
（
彼
が
と
く
に
彼
の
同
国
人
た
ち
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
）
『
わ
れ
わ
れ
は
、
演
劇
を
根
底
か

ら
損
な
う
も
の
に
も
欠
き
は
し
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
古
代
人
（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
）

か
ら
、
こ
の
上
な
く
壮
麗
な
詩
法
を
う
け
つ
い



だ
。
が
、
こ
れ
は
音
量
が
き
わ
め
て
精
確
で
、

ア
ク
セ
ン
ト
の
き
わ
め
て
い
ち
じ
る
し
い
言
葉
、
広
大
な
舞
台
、
音
楽
の
伴
奏
つ
き
の
朗
話

しな
まど
っ tこ
てし
し、 カミ
る適
』合

し
；宮な
」）し、

し
泊、

も

わ
れ
わ
れ
は
、
葛
藤
と
談
話
に
お
け
る
彼
ら
古
代
人
の
素
朴
さ
、
叙
述
の
真
実
ら
し
さ
を
見
逃
し
て

「
不
自
然
で
勿
体
ぶ
っ
て
誇
張
し
た
言
葉
に
は
、
け
っ
し
て
感
情
は
存
在
し
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
感
情
の
存
在
を
示
し
も
せ

ず
、
感
情
を
生
み
出
せ
る
も
の
で
も
な
い
。

る」

感
情
と
い
う
も
の
は
、

素
朴
、

ス
l
u
、

i
、

一、A
I

l
ノ

平
板
な
言
葉
や
話
法
と
立
派
に
調
和
で
き
る
の
で
あ

フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
悲
劇
の
韻
文
に
対
す
る
批
判
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
市
民
劇
の
唱
導
者
で
あ
っ
た
デ
ィ
ド
ロ
を
引
用
し
て
み
せ
る
と
こ

ろ
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
面
白
が
躍
如
と
し
て
い
る
。
彼
は
さ
ら
に
い
う
。

「
私
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
宮
廷
は
作
家
が
自
然
を
研
究
で
き
る
と

ら
、
こ
の
機
械
を
ふ
た
た
び
人
聞
に
戻
す
の
が
作
家
の
仕
事
で
あ
る
。
：
：
：
素
朴
な
自
然
さ
ほ
ど
、

野
、
組
雑
が
自
然
か
ら
遠
い
と
同
様
、
誇
張
、
誇
大
も
、
上
品
か
ら
遠
い
」

し
と
や
か
で
上
品
な
も
の
は
な
い
。
粗
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こ
ろ
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
も
し
華
麗
さ
と
か
礼
儀
正
し
さ
と
か
が
人
聞
を
機
械
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
た

韻
文
の
宮
廷
悲
劇
に
か
え
て
散
文
の
市
民
悲
劇
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
右
の
引
用
文
中
に
一
爪
さ
れ
た
文
体
論
を
自
作

の
悲
劇
『
エ
ミ
l
リ
ア
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
』
（
一
七
七
二
）

で
実
践
し
て
み
せ
た
。
こ
の
悲
劇
の
口
調
に
つ
い
て
弟
カ
l
ル
・
レ
ッ
シ
ン
グ
は

調
を
低
め
て
、

「
そ
の
口
調
は
、
劇
作
品
を
賎
し
め
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
音

ま
っ
た
く
自
然
な
も
の
と
し
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
わ
れ
わ
れ
の
感
情
に
は
い
り
こ
み
や
す
く
す
る
も
の
で
す
」

作
者
で
あ
る
兄
に
あ
て
た
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
感
想
を
し
る
し
た
。

ち
な
み
に
レ
ッ
シ
ン
グ
は
芸
術
論
『
ラ
オ
コ

i
ン
』
（
一
七
七
六
）

の
本
文
中
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
と
『
リ
チ
ャ
l
ド
三

陛
』
、
脚
註
で
ト
ム
ソ
ン
の
『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
』
か
ら
、

ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ
！
ス
の
英
文
を
引
用
し
た
が
、

い
ず
れ
も
彼
自
身
の
訳
文
を
添
え



な
か
っ
た
。
同
じ
『
ラ
オ
コ

l
ン
』
の
た
め
の
資
料
と
し
て
残
さ
れ
た
覚
え
書
き
の
中
に
は
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
か
ら
三
行
半
が
引
か

れ
て
い
て
、
彼
は
こ
れ
に
散
文
訳
を
添
え
て
い
た
。

以
上
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
レ
ッ
シ
ン
グ
の
散
文
好
み
の
例
証
で
あ
る
と
同
時
に
、
翻
訳
の
実
践
論
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
詩
形
式
の

戯
曲
文
体
を
す
べ
て
否
定
し
去
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
散
文
へ
の
執
着
は
、

じ
つ
は
既
成
の
韻
文
形
式
を
一
掃
し
て
、
そ
の
上
で
新
し

い
詩
行
を
模
索
す
る
た
め
の
準
備
段
階
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
暗
示
す
る
の
は
、

一
七
五

0
年
代
後
半
に
書
か
れ
た
、
示
フ
ラ
ン
グ
ヴ
ァ
l
ス

に
よ
る
創
作
戯
曲
の
短
い
断
片
の
い
く
つ
か
で
あ
る
。

す
で
に
一
七
五
五
年
の
夏
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
親
し
い
友
人
で
あ
る
ラ
ム
ラ
ー
が
知
人
に
あ
て
た
書
簡
の
中
で
、

将
来
無
韻
の
弱
強
格
詩
行
で
作
品
を
書
く
で
し
ょ
う
」
と
予
言
し
て
い
た
。

「
彼
（
レ
ッ
シ
ン
グ

tま
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一
七
五
八
年
に
レ
ッ
シ
ン
グ
が
友
人
の
一
人
か
ら
受
け
と
っ
た

（日）

書
簡
に
「
私
は
と
く
に
弱
強
格
文
体
の
悲
劇
を
た
い
そ
う
待
ち
か
ね
て
い
ま
す
」
と
い
う
文
章
が
あ
っ
た
。

友
人
た
ち
の
期
待
は
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
。

レ
ッ
シ
ン
グ
は
一
度
な
ら
ず
守
フ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ
l
ス
の
戯
曲
に
着
手
し
た
が
、

い
ず
れ
も
完
成

に
は
る
か
遠
い
段
階
で
中
断
さ
れ
た
。
今
日
三
つ
の
断
片
が
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
が
一
七
五
七
年
か
ら
一
七
五
九
年
の
間

（

M
）
 

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
が
、
三
者
相
互
の
聞
の
順
序
は
さ
だ
か
で
な
い
。

も
は
や
明
確
に
年
代
を
確
定
し
よ
う
の
な
い
遺
稿
断
片
の
順
序
づ
け
に
か
か
ず
ら
う
の
は
私
の
能
力
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず

次
の
点
に
関
心
を
寄
せ
る
だ
け
で
満
足
し
て
お
く
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

レ
ッ
シ
ン
グ
が
三
つ
の
断
片
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

i
ス

を
二
つ
の
、
様
態
を
異
に
す
る
形
式
で
こ
こ
ろ
み
て
い
た
、
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。



ま
ず
『
ク
レ
オ
ニ
ス
』
（
同
Z
o巳
ω
）
は
、

五
幕
悲
劇
と
し
て
構
想
さ
れ
、

第
一
幕
第
三
場
の
は
じ
め
で
中
断
さ
れ
た
。

全
体
の
筋
は
不
明

2

－、、、、

宇
れ
よ

μ

ギ
リ
シ
ア
神
話
時
代
の
話
で
あ
る
。

へ
i
ラ
ク
レ

l
ス
の
十
三
代
目
の
子
孫
に
あ
た
る
メ
ッ
セ

i
ニ
ア
の
王
と
そ
の
息
子
の
物
語
で

あ
る
。
息
子
ク
レ
オ
ニ
ス
が
行
方
知
れ
ず
で
父
が
そ
の
身
を
案
じ
て
い
る
。
敵
方
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
息
子
は
、
や
が
て
別
人
の
名
を
も
っ

て
登
場
し
、
父
親
と
再
会
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
推
理
が
可
能
に
な
る
。

一
七
五
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
レ
ッ
シ
ン
グ
は
一
幕
悲
劇
『
フ
ィ
ロ

l
タ
ス
』
を
書
い
た
。
若
い
王
子
フ
ィ
ロ

I
タ
ス
は
敵
軍
に
と
ら

わ
れ
て
い
る
が
、
捕
囚
と
な
っ
た
こ
と
を
深
い
恥
辱
と
感
じ
て
い
て
、
名
誉
を
回
復
し
、
父
で
あ
る
王
に
と
っ
て
戦
略
上
の
障
害
と
な
ら
な

い
よ
う
に
わ
れ
と
わ
が
身
を
絶
つ
。

『
ク
レ
オ
ニ
ス
』
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
主
題
を
も
っ
作
品
で
あ
っ
た
。

息
子
が
敵
軍
に
と
ら
わ
れ
て

い
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
二
つ
の
作
品
は
共
通
し
て
い
た
。
父
の
立
場
を
案
じ
る
息
子
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
か
、
息
子
の
身
の
上
を
気
遣

み
れ
ば

レ
ッ
シ
ン
グ
が
『
フ
ィ
ロ

l
タ
ス
』
を
完
成
に
至
ら
せ

『
ク
レ
オ
ニ
ス
』
を
断
片
に
終
ら
せ
た
理
由
の
一
半
に
文
体
の
問
題
が

-268-

う
父
に
心
境
を
か
た
ら
せ
る
か
の
差
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
が
相
似
た
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
て

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
も
不
当
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

散
文
で
市
民
悲
劇
『
ミ
ス
・
サ
ラ
・
サ
ン
プ
ソ
ン
』
を
書
い
た
あ
と
、

レ
ッ
シ
ン
グ
は
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
研
究
し

み
ず
か
ら
も
ギ
リ
シ

ア
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
書
く
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
た
。
そ
の
際
、
散
文
を
採
る
か
韻
文
を
採
る
べ
き
か
、
二
者
択
一
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
悲
劇
の
用
い
て
い
た
押
韻
詩
行
は
も
は
や
問
題
に
な
ら
か
っ
た
。
韻
を
も
た
な
い
イ
ギ
リ
ス
式
の
戯
曲
の
文
体
、

つ
ま

り
ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ
i
ス
こ
そ
、
散
文
時
代
の
詩
文
体
と
し
て
有
力
な
、
実
験
に
あ
た
い
す
る
文
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

で
は
、
『
ク
レ
オ
ニ
ス
』
で
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た

F

フ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ
l
ス
と
は
、

ど
の
よ
う
な
形
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
幕
第

二
場
の
、

王
と
将
軍
の
対
話
か
ら
王
の
言
葉
の
十
行
を
と
り
出
し
て
み
る
と
し
よ
う
。
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開門

E
P…。円
ω巴『

σ円一ーーロロ門日

g
m
o
s
S
2
吋

（
耳
を
貸
せ
と
？

こ
の
私
に
？
｜
｜
よ
い
か
／

息
子
は
包
囲
さ
れ
た
の
だ
／
／
切
り
抜
け
る
道
が
ど
こ
に
あ
る
？

突
破
口
を
切
り

開
く
に
は
、

よ
い
か
、
／
並
の
神
経
で
は
だ
め
だ
／

無
理
は
し
て
く
れ
る
な
／
／
い
や
、

し
て
く
れ
る
が
よ
い
／

片
を
付
け
て
く

れ
／

そ
の
丸
腰
に
／
防
具
を
つ
け
よ
／

楯
を
高
く
か
か
げ
る
が
よ
い
／
1
1
1
が
、
そ
れ
も
無
駄
だ
／
／
こ
の
い
く
さ
の
さ
な
か
に
死

神
が
息
子
の
頭
上
に
／
降
り
て
く
る
。

お
慈
悲
を
、
神
々
よ
／

i
l血
の
流
れ
が
／
打
ち
割
ら
れ
た
頭
か
ら
ほ
と
ば
し
る
。
息
子
は
よ
ろ

め
く
、
／
倒
れ
る
、
死
ぬ
／
ー
ー
ー
仕
返
し
も
で
き
ず
に
？

む
ご
い
／
／
フ
ィ
レ
ウ
ス
よ
、
行
け
／

殺
害
者
が
だ
れ
か
は
わ
か
っ
て
い

る
／

さ
あ
／
）



わ
ず
か
な
量
の
引
例
か
ら
だ
け
で
も
、
多
く
の
文
体
的
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
の
詩
行
が
感
嘆
符
を
も
っ
短
い
語
句
で

再
三
中
断
さ
れ
る
の
も
目
立
つ
。
だ
が
、
も
っ
と
も
目
に
つ
く
特
徴
は
、
各
行
が
強
勢
を
も
っ
音
節
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

王
オ
イ
フ
ァ
エ
ス
の
次
の
言
葉
は
、
右
の
引
例
と
は
基
本
的
に
こ
と
な
る
形
態
を
示
し
て
い
る
。
行
頭
と
行
末
に
同
じ
語
句
を
配
置
し
、

さ
ら
に
単
音
節
の
人
称
代
名
詞
を
く
り
か
え
し
文
末
に
置
き
、
事
実
上
押
韻
詩
行
に
準
じ
て
い
る
。

国
ん
い
円
山
口
町

宅

gロ
門
戸
。
片
山
岳

ω
o
E
O
H，
与
問
。
岳
会

E
N毛
色
な
コ

開

σσ
ロ円山由。
ω
O
H，mH）町内
w

ユS
F

ロ山内山由
ωぺ
ω
・

J

－
。
門
広
O
H
・目。
F

N昨
E
・o・
∞
。
者
円
。

ω
目。
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U
O
B
H，。（目。可
2
N
F
g口
｝
ゆ
〔
目
。
円
ロ
号
。
口
店
吋

ロ
O
B
吋
。
仏
ゆ
可
。
件
N
Oロ・

ポ司。ロ－
m
o
p
m
w－ω
ω
目。

N
C
宮山門
A

山
口
当
MHmグ
ω。
ロ
ロ
目
。
Bmwロ
己
－
0
2
5
P
H
F吋

同

ω
門
口
mwEmwg丹
ロ
山
岳
門
仏
ゆ
門
間
色
お
ず
お

ω。甘口

ロ
g
Y
5
5
0門口己
mwpJ10
コS
宮
古
ロ
〈
ω円。円
ω
一即日弓

ハ
げ
）

同

ω片
口
。

B
R巳
ω。
Emw庁
ロ
ロ
門
目
当
包
件
。
門
口
付
F
Z
一

（
黙
る
が
よ
い
／

い
つ
私
が
彼
（
（
へ

l
ラ
ク
レ

l
ス
）
）
の
勇
敢
さ
を
／
疑
っ
た
ろ
う
か
？

ま
さ
に
こ
の
勇
敢
さ
を
／
思
え
ば
こ
そ
、

私
は
身
が
ふ
る
え
る
。
そ
の
勇
気
が
／
死
に
さ
か
ら
う
よ
う
に
、
だ
れ
し
も
そ
の
勇
気
と
肩
を
な
ら
べ
て
死
に
さ
か
ら
っ
て
こ
そ
／
当
然

と
い
う
も
の
だ
。
そ
の
勇
気
の
あ
え
て
す
る
こ
と
に
／
劣
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
勇
気
に
と
っ
て
／
誇
る
べ
き
は
、
身
寄
り
を
失
っ
て



悲
嘆
に
く
れ
る
父
親
の
／
愛
す
る
息
子
な
の
で
は
な
い
。

そ
の
勇
気
に
と
っ
て
／
誇
る
べ
き
は
、

兵
士
で
あ
っ
て
、

他
の
な
に
も
の
で

も
、
あ
り
は
し
な
い
／
l
l
i）

以
上
の
よ
う
な
特
異
さ
を
示
す
『
グ
レ
オ
ニ
ス
』
が
一
八
一
行
の
守
フ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

i
ス
の
断
片
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

『
フ
ァ
テ
ィ
l
メ
』
（
司
m
Z
E
5）
は
一

O
九
行
、
『
星
占
い
』
（
ロ

R
出
2
2
5匂
）
に
至
っ
て
は
コ
二
行
半
の
詩
行
を
後
世
に
と
ど
め
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。

『
フ
ァ
テ
ィ
l
メ
』
は
さ
な
が
ら
『
オ
セ
ロ
』
を
思
わ
せ
る
嫉
妬
を
主
題
と
し
た
一
幕
悲
劇
と
し
て
構
成
し
た
ら
し
く
、

夫

が
戦
場
に
出
て
い
る
留
守
中
の
貞
操
を
疑
わ
れ
た
フ
ァ
テ
ィ
l
メ
は
絶
望
し
て
自
害
し
、
夫
も
わ
れ
と
わ
が
身
を
刺
し
て
死
ぬ
と
い
う
筋
立

て
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
『
星
占
い
』
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
か
ら
取
材
し
た
五
幕
計
二
七
場
の
構
想
を
も
っ
大
規
模
な
歴
史
悲
劇

こ
れ
ら
両
者
の
や
フ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ
l
ス
の
様
態
は
か
な
ら
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
が
、
重
要
な
点
で
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
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で
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
と
同
じ
く
父
親
殺
し
と
な
る
こ
と
を
予
言
さ
れ
た
ル
カ
ス
の
運
命
を
描
く
も
の
で
あ
っ
た
。

『
フ
ァ
テ
ィ
l
メ
』
か
ら
の
数
行
だ
け
を
見
本
と
し
て
引
用
し
よ
う
。

何回

1Wσ
ロロ
ω門
己

Z
Eの
F・
5
0
E
H
d
c
σ
の

F
o
p
B
O
E

〈

2
2
0
－1
2
、吋位ロ

σハリ
FOロ吋

。
門
目
。
吋
者
巳
忠
弘
ロ
何
回
口
の
｝
】

ω。
耳
目
。
門
出
。
者
ω『
円
。
吋
何
回
口

σoJ10吋
巳
0
5
ω
立
omo
－－

ロ
片
｝

Mmmwmoロ
己
m
w
E
m
2
5
2
2
〉

σ
E
E
巳
s
c
t
oロ

己
ロ
門
同
日
目
丹
含
吉
区
立
ロ

g
∞の

F
E
Z－
己

m
B
mの
F
F
m。
roロ吋



。
ぽ
ロ
mti門
戸

ωの
｝
戸
内
誌
の
め

ω向
。
『
件
。
吋

目。

F
E戸
田
宮
の

F
8・

u
o
g
背
広
0

・
3
芹．

5
・
岳
N
O

；
5
2
ヨロ
wo－－

4
J
1
M
仲間一一己
o－H
M
m
w
ロ

N
。
円
ロ
ロ
ロ
己

N
比一い
0
2一
w－口弘山
ωの｝
M
O
ア

〉－
ω
【
山
口
問
。
己
円
。
目
見
・
ロ
巴
ロ

N
。門口

U
C
N
。
コ
回
目
問
吋

（時）
口
広
吋

（
自
分
の
顔
が
ど
ん
な
だ
か
わ
か
る
か
い
、
子
鳩
さ
ん
、
私
の
／
し
か
め
面
の
子
鳩
さ
ん
。
そ
れ
と
も
き
み
は
／
本
物
の
鳩
が
鏡
の
前
に

い
る
み
た
い
に
／
自
分
の
姿
を
見
て
羽
根
を
逆
立
て
て
／
小
さ
な
く
ち
ば
し
で
つ
つ
こ
う
と
す
る
気
か
い
？
／
お
か
し
な
顔
だ
も
の
／

笑
わ
ず
に
い
ら
れ
ょ
う
か
。
／
だ
っ
て
本
当
だ
も
の
、
ど
ち
ら
も
あ
と
ず
さ
り
し
て
／
怒
る
理
由
を
考
え
な
が
ら
、
必
要
以
上
に
子
供
っ

ぼ
く
／
身
ぶ
る
い
し
て
い
る
。
き
み
の
怒
り
だ
っ
て
／

怒
っ
て
い
る
の
か
い
？

き
み
？
）
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押
韻
や
頭
韻
ま
が
い
の
も
の
が
影
を
ひ
そ
め
て
い
る
こ
と
が
ま
っ
さ
き
に
目
を
引
く
。
そ
れ
以
上
に
注
意
す
べ
き
は
、
行
末
に
弱
拍
が
頻

出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

『
フ
ァ
テ
ィ

l
メ』

一
O
九
行
中
三
六
行
（
三
三
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
）
、

『
星
占
い
』
コ
二
行
中
七
行
（

六
）
が
弱
拍
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
数
値
は
の
ち
の
『
賢
者
ナ
i
タ
ン
』
の
三
八
四
九
行
中
の
一
三
三
四
行
（
三
四
・
七
）

に
近
い
比
率

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ふ
く
む
意
味
は
案
外
に
大
き
い
。
ド
イ
ツ
語
の
戯
曲
が
事
フ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

l
ス
を
導
入
す
る
過
程
に
お
い
て
、
行
末
を
す
べ
て
強

拍
に
す
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
一
行
お
き
に
強
拍
と
弱
拍
を
交
互
さ
せ
る
べ
き
か
、
二
つ
の
両
極
端
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
前
者
の
例
と
し

て
プ
ラ
l
ヴ
ェ
の
『
守
フ
ル
ー
ト
ゥ
ス
』
が
あ
り
、
後
者
の
例
と
し
て
J
－

E
・
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
に
よ
る
コ
ン
グ
リ
l
ヴ
作
『
喪
服
の
花
嫁
』

（

mm）
 

の
独
訳
が
あ
っ
た
。
若
き
日
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
場
合
に
は
、
三
つ
の
断
片
に
お
い
て
二
つ
の
異
る
形
態
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ



い
。
と
同
時
に
、

い
ず
れ
の
こ
こ
ろ
み
を
も
彼
が
短
い
断
片
に
し
か
終
わ
ら
せ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
二
つ
の
種
類

の
実
験
が
レ
ッ
シ
ン
グ
を
納
得
さ
せ
る
力
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

レ
ッ
シ
ン
グ
は
『
フ
ィ
ロ

l
タ
ス
』
以
降
は
、

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
擬
せ
ら
れ
る
作
品
を
一
つ
も
完
成
さ
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
市
民
劇
の
世
界

に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
は
い
か
に
も
十
八
世
紀
啓
蒙
主
義
の
市
民
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
劇
作
家
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
彼
は

こ
れ
に
よ
っ
て

e

フ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

l
ス
を
見
捨
て
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
上
記
の
こ
こ
ろ
み
か
ら
約
二
十
年
後
に
、
思
い
が
け
ず
劇
詩
『
賢

者
ナ
l
タ
ン
』
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
無
韻
の
詩
文
体
に
再
会
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
著
名
な
戯
曲
の
守
フ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

l
ス
は
、
表
面
的
な

形
状
に
関
す
る
か
ぎ
り
『
フ
ァ
テ
ィ
！
メ
』
と
『
星
占
い
』
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。

『
賢
者
ナ
l
タ
ン
』
の
成
立
の
由
来
と
来
と
そ
の
文
体
に
つ
い
て
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

l
ス
に
よ
る
ド
イ
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ツ
戯
曲
の
歴
史
に
一
時
期
を
画
し
た
こ
の
作
品
の
文
体
が
、
突
如
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
な
く
、
若
き
レ
ッ
シ
ン
グ
の
試
行
錯
誤
の
帰

結
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
す
る
べ
き
で
あ
る
。

上
記
の
観
察
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
な
結
論
を
み
ち
び
く
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
ド
イ
ツ
精
神
』
（
一
九
二
二
）

の
筆
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
グ
ン
ド
ル
フ
は
、
『
賢
者
ナ
l
タ
ン
』
の
ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

し
か
も
ド
イ
ツ
の
後
継
者
た
ち
に
対
し
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
の

（却〉

前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
有
益
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
混
乱
を
招
く
が
ご
と
き
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
」
と
書
い
た
。
シ
ェ
イ

ー
ス
が
、

「
反
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
的
原
理
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、

ク
ス
ピ
ア
が
自
由
奔
放
に
こ
の
文
体
を
駆
使
し
て
、

た
が
い
に
無
関
係
で
あ
っ
た
り
異
質
で
あ
っ
た
り
す
る
事
物
を
結
合
さ
せ
て
巧
み
に
表

現
し
て
み
せ
る
技
術
、

つ
ま
り
豊
か
な
詩
的
連
想
を
グ
ン
ド
ル
フ
は
賞
揚
し
た
。
そ
し
て
、
ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

i
ス
は
外
形
的
に
は
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
の
文
体
で
あ
っ
て
も
、
内
面
的
に
は
レ
ッ
シ
ン
グ
は
何
一
つ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
、
と
グ
ン
ド
ル
フ
は
い



（

nv 

う
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
詩
的
連
想
の
多
彩
さ
に
か
け
て
、

レ
ッ
シ
ン
グ
は
所
詮
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
お
よ
び
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
よ

う
に
述
べ
る
際
の
グ

γ
ド
ル
フ
の
前
提
は
、

「
レ
ッ
シ
ン
グ
の
詩
句
が
核
心
と
根
源
と
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
そ
れ
と

違
っ
て
い
て
も
、
そ
も
そ
も
守
フ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

l
ス
を
レ
ッ
シ
ン
グ
が
応
用
し
た
と
い
う
一
事
に
よ
っ
て
、

〈

nv

っ
て
合
法
化
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

は
じ
め
て
こ
の
文
体
が
戯
曲
に
と

グ
ン
ド
ル
フ
の
前
提
は
か
な
ら
ず
し
も
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。

レ
ッ
シ
ン
グ
は
け
っ
し
て
単
純
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
文
体
を
模
倣
し

ょ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ
l
ス
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
イ
ギ
リ
ス
戯
曲
の
文
体
で
あ
る
と
は
い
え
、

シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
個
人
の
文
体
を
応
用
す
る
と
い
う
発
想
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に
は
な
か
っ
た
。
彼
の
断
片
に
見
ら
れ
る
文
体
を
分
析
す
れ
ば
、

さ
ま
さ
ま
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の
点
に
お
い
て
こ
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

レ
ッ
シ
ン
グ
が
つ
い
に
た
だ
の
一
度
も
ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

i
ス
を
、
同
じ
詩
形
の
英
語
の
文
章
の
翻
訳
に
用
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
あ

ら
た
め
て
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

ア
ン
ジ
ャ
ン
守
フ
マ
ン

（
句
ま
た
が
り
）

の
多
用
と
い
っ
た
こ
と
も
ふ
く
め
て
、

レ
ッ
シ
ン
グ
の
プ

ラ
ン
ク
ヴ
ァ

l
ス
は
は
じ
め
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
そ
れ
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
出
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
散
文
優
位
時

代
の
韻
文
と
い
う
、
矛
盾
し
た
宿
命
を
も
っ
詩
文
体
の
こ
こ
ろ
み
が
、
創
作
に
お
い
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
事
実
に
証
明
さ
れ
て
い

る。
註（

1
）
 

一
七
四
九
年
四
月
二
八
日
付
の
父
親
あ
て
の
書
簡
で
二
十
歳
の
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
「
も
し
私
に
ド
イ
ツ
の
そ
リ
エ

l
ル
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
あ
た

え
て
も
ら
え
る
な
ら
、
私
は
永
遠
に
残
る
名
声
を
確
保
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
じ
つ
を
い
う
と
私
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
得
た
い
と
切
望
し
て



い
ま
す
」
と
書
い
た
。

ド
ル
モ
ン
・
ド
・
ブ
ロ
ワ
（
ピ
エ

l
ル
H

ロ
l
ラ
ン
・
ピ
ュ
イ
レ
ッ
ト
）
（
一
七
二
七
l
七
五
）
の
五
幕
悲
劇
『
ゼ
ル
ミ

l
ル
』
（
一
七
六
二
）
は

一
七
六
七
年
五
月
以
降
計
四
回
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
国
民
劇
場
で
上
演
さ
れ
た
。
ト
ロ
イ
ア
戦
争
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
の
舞
台
と
し
た
こ
の
悲
劇
は
、
原

文
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
ン
で
書
か
れ
て
い
た
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
散
文
訳
で
上
演
さ
れ
た
。

レ
ッ
シ
ン
グ
の
英
文
か
ら
の
独
訳
が
、
厳
密
な
忠
実
さ
を
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
文
の
意
を
よ
く
再
現
し
て
い
る
こ
と
は
欧
米
の
研
究

者
の
み
と
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

1
1
1
え・

c
c丘
町
ゎ
・
ロ
・
〈
巳
－
一
一
宮
ωωEmvω

同
巳
州
淳
一
。
ロ
件
。
岳
σ
ロロ
mUZFFω
ロ
m
c
ω
m
m
m凶
ロ
品
ピ
Z
S
E
R－

zo者
同
。
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