
Title 錯綜する〈神秘主義〉と〈自然主義〉 : 洋行期永井荷風の音楽論生成をめぐって
Sub Title The intricate relationship between mysticism and naturalism in Nagai Kafu's music theory
Author 清松, 大(Kiyomatsu, Hiroshi)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 2018

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.115, (2018. 12) ,p.15 (134)- 30
(119) 

JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-01150001-

0015

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


─ 15─（134）

錯
綜
す
る〈
神
秘
主
義
〉
と〈
自
然
主
義
〉

─
洋
行
期
永
井
荷
風
の
音
楽
論
生
成
を
め
ぐ
って
─

清
松
　
大

は
じ
め
に

　

洋
行
時
代
の
永
井
荷
風
を
め
ぐ
る
研
究
に
は
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
︒
洋
行
の
成
果
で
あ
る
﹃
あ
め
り
か
物
語
﹄︵
博
文
館
︑
一
九
〇
八
年
八
月
︶

や
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄︵
博
文
館
︑
一
九
〇
九
年
三
月
︶
を
は
じ
め
と
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
解
明
が
試
み
ら
れ
て
き
た
︒
荷
風
が
住

ん
で
い
た
︑
あ
る
い
は
訪
れ
た
都
市
と
作
品
生
成
の
関
係
を
め
ぐ
る
地
誌
的
な
考
察
や
︑
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
受
容
を
中
心
と
す
る
比
較
文
学
的
な

論
考
な
ど
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
︑
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
は
︑
洋
行
中
の
荷
風
の
生
活
や
作
家
活
動
は
同
時
代
日
本
の
文
壇
と
は
切
り
離
さ
れ
た

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

し
か
し
近
年
︑
洋
行
中
の
荷
風
の
作
家
活
動
と
︑
同
時
期
の
日
本
の
言
説
空
間
や
文
壇
状
況
と
の
接
続
を
試
み
る
議
論
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い

る（
（
（

︒
基
本
的
な
立
場
と
し
て
は
︑
本
稿
も
そ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
な
る
こ
と
を
予
告
し
て
お
く
︒
そ
の
う
え
で
本
稿
で
は
︑
神
秘
主
義
と
音
楽

と
い
う
観
点
か
ら
荷
風
の
洋
行
を
と
ら
え
な
お
し
て
み
た
い
︒
ま
た
︑
帰
国
に
前
後
し
て
発
表
さ
れ
︑﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
に
﹁
附
録
﹂
と
し
て

収
録
さ
れ
た
数
点
の
音
楽
論
は
︑
洋
行
を
経
て
荷
風
が
培
っ
た
音
楽
理
論
の
結
晶
と
い
え
る
が
︑
そ
の
中
で
も
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
画
期
的
な
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音
楽
論
と
い
え
る
﹁
西
洋
音
楽
最
近
の
傾
向
﹂︵﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
〇
八
年
一
〇
月
︶
を
︑
自
然
主
義
が
隆
盛
し
て
い
た
日
本
文
壇
の
言
説
空

間
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
︑
同
時
代
的
な
地
平
へ
と
議
論
を
開
い
て
い
き
た
い
︒

一
　『
復
活
の
曙
光
』
受
容
と
音
楽
的
「
神
秘
」
観
の
獲
得

　

洋
行
時
代
の
荷
風
と
音
楽
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
見
逃
せ
な
い
の
が
︑
姉
崎
嘲
風
﹃
復
活
の
曙
光
﹄︵
有
朋
館
︑
一
九
〇
四
年
一

月
︶
の
読
書
体
験
で
あ
る
︒
一
九
〇
四
年
二
月
二
五
日
付
の
黒
田
湖
山
宛
書
簡
に
お
い
て
︑
当
時
ア
メ
リ
カ
の
タ
コ
マ
に
滞
在
し
て
い
た
荷
風
は

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

弟
か
ら
姉
崎
博
士
の
﹁
復
活
の
曙
光
﹂
を
是
非
読
め
と
云
つ
て
送
つ
て
来
た
か
ら
︑
初
め
の
方
を
読
み
か
け
た
が
︑
非
常
に
得
る
処
が
あ
つ

た
︒
先
生
の
議
論
の
或
部
分
が
︑
殆
ど
僕
が
思
つ
て
居
た
事
と
同
じ
様
な
点
を
見
て
僕
は
実
に
嬉
し
い
心
持
が
す
る
︒
人
間
の
精
神
が
現
象

的
と
実
体
的
の
二
面
に
分
か
れ
て
居
る
事
や
︑
其
れ
か
ら
︑
宇
宙
の
愛
を
説
い
て
︑
所
謂
道
徳
と
は
何
ぞ
や
と
云
は
れ
た
処
な
ぞ
︑
僕
は
久

し
く
此
う
云
つ
た
様
な
思
想
を
朧
ろ
な
が
ら
に
抱
い
て
居
た
が
︑
今
先
生
の
説
に
よ
つ
て
明
細
に
了
解
す
る
事
が
出
来
た
︒
同
時
に
︑
僕
も

確
固
た
る
人
生
の
主
義
を
立
て
る
事
が
出
来
た
︒

　
﹃
復
活
の
曙
光
﹄
は
︑
当
時
の
知
識
人
層
︑
特
に
青
年
知
識
人
の
間
で
熱
狂
的
に
受
容
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
書
物
と
荷
風
文
学
と
の
影
響
関
係

に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
幾
人
か
の
論
者
に
よ
っ
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る（

（
（

が
︑
近
年
︑
岸
川
俊
太
郎
に
よ
っ
て
発
見
︑
紹
介
さ
れ
た
木
曜
会
宛
の

新
出
書
簡（

（
（

は
︑
こ
の
問
題
に
新
た
な
光
を
当
て
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
書
簡
の
一
部
を
以
下
に
示
す
︒

此
の
時
︑
余
の
弟
は
姉
崎
博
士
の
﹁
復
活
の
曙
光
﹂
を
送
り
来
れ
り
︒
余
は
博
士
の
神
秘
主
義
及
び
宗
教
に
関
す
る
意
見
を
読
み
た
り
︒
同

時
に
メ
レ
ヂ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
﹁
人マ

ン
・
エ
ン
ド
・

物
及
芸ア

ー
チ
ス
ト

術
家
と
し
て
の
ト
ル
ス
ト
イ
﹂
と
云
ふ
書
を
読
み
た
り
︒
余
は
い
た
く
感
動
し
た
り
︒︵
嘲
風
博

士
の
同
書
中
芸
術
と
神
秘
な
る
一
章
に
て
少
し
く
極
端
に
芸
術
の
写
実
主
義
を
排
斥
し
た
る
一
條
は
︑
余
少
し
く
同
意
し
が
た
き
処
あ
り
︒

さ
れ
ど
︑
其
は
此
処
に
要
な
け
れ
ば
云
は
ず
︑︶
恰
も
好
し
︑
此
の
以
前
に
於
て
余
は
ワ
グ
ネ
ル
楽
劇
の
筋ス

ト
ー
リ
ー書

を
読
み
︑
稍
ワ
グ
ネ
ル
楽
劇

の
何
物
た
る
を
解
せ
ん
と
し
た
る
時
な
り
し
故
︑
以
上
の
三
書
は
︑
一
個
の
新
し
き
思
想
を
余
の
胸
中
に
注
ぎ
来
れ
り
︒
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連
日
郊
外
に
出
で
ゝ
異
郷
の
原
野
に
対
し
︑
大
自
然
の
愛
に
包
ま
れ
︑
帰
り
来
つ
て
孤
燈
の
下
に
ゾ
ラ
以
外
の
思
想
を
読
む
︒
余
は
ほ
の

か
に
﹁
神
﹂
を
信
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ず
と
思
ふ
に
至
れ
る
な
り
︒﹁
信
仰
﹂
な
る
声
は
余
の
淋
し
き
心
に
響
を
生
ず
る
に
至
れ
り
︒

　

こ
れ
を
冒
頭
に
引
い
た
黒
田
宛
書
簡
と
比
較
し
た
と
き
に
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
荷
風
の
関
心
が
﹁
神
秘
主
義
及
び
宗
教
に
関
す
る
意
見
﹂
に
焦

点
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
黒
田
宛
書
簡
で
荷
風
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
姉
崎
は
﹁
人
間
の
精
神
﹂
を
﹁
現
象
的
と
実
体
的
と
﹂
の
二
面

に
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
﹁
小
我
﹂﹁
大
我
﹂
と
呼
び
︑
そ
の
二
面
の
う
ち
︑
実
体
的
な
側
面
︵
大
我
︶
が
人
間
の
﹁
通
常
意
識
の
根
底
を
為
し
て

居
る
﹂
と
説
明
す
る
︒
そ
し
て
︑
道
徳
的
良
心
や
宗
教
的
な
﹁
神
﹂
な
ど
も
︑
個
々
の
人
間
存
在
と
し
て
の
﹁
小
我
﹂
が
︑
い
か
に
﹁
大
我
﹂
と

関
係
す
る
か
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
宗
教
学
者
で
あ
る
姉
崎
の
思
想
の
根
幹
は
宗
教
論
に
あ
り
︑
荷
風
も
そ
の
読
書
体
験

を
通
し
て
﹁
神
﹂
へ
の
﹁
信
仰
﹂
が
芽
生
え
て
き
て
い
た
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
︒
実
際
︑﹁
岡
の
上
﹂︵﹃
文
芸
俱
楽
部
﹄
一
九
〇
五
年
六
月
︶

を
は
じ
め
と
し
て
︑
こ
の
時
期
の
荷
風
作
品
に
は
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
が
看
取
で
き
る
も
の
が
あ
り
︑﹃
復
活
の
曙
光
﹄
読
書
を
契
機
と
し
て
宗
教

に
対
す
る
一
定
の
関
心
が
荷
風
の
内
部
に
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
荷
風
の
関
心
は
︑
宗
教
的
神
秘
と
地
続
き

の
関
係
に
あ
っ
た
芸
術
的
神
秘
へ
と
比
重
を
移
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
﹃
復
活
の
曙
光
﹄
に
お
い
て
も
︑
芸
術
論
に
は
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
︒
姉
崎
に
よ
れ
ば
︑
芸
術
作
品
の
観
賞
に
お
い
て
は
﹁
色
や
形

の
符
号
的
現
象
以
上
﹂
に
︑﹁
先
天
的
﹂
な
存
在
と
し
て
の
﹁
自
然
﹂
と
の
間
に
﹁
精
神
的
交
通
﹂
が
行
わ
れ
る
と
い
う
︒﹁
彫
刻
や
画
﹂
の
形
や

色
︑
あ
る
い
は
音
楽
に
お
け
る
音
調
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
美
と
い
っ
た
も
の
は
︑
そ
れ
ら
を
通
し
て
共
通
の
美
の
根
源
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
媒

介
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
根
源
的
精
神
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
真
の
感
動
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
精
神
の
交

通
﹂
を
︑
姉
崎
は
﹁
人
間
精
神
の
神
秘
﹂
と
表
現
す
る
︒
そ
の
中
で
姉
崎
が
称
揚
し
て
い
た
の
が
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
で
あ
っ
た
︒
姉
崎
は
音

楽
の
も
つ
美
を
︑﹁
愉
快
な
音
の
組
合
わ
せ
﹂
や
﹁
共
鳴
か
ら
生
ず
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
︑
其
の
つ
ゞ
き
工
合
﹂
と
い
っ
た
機
械
的
な
技
巧
や
音
調

と
い
っ
た
表
面
的
な
要
素
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
し
︑
そ
の
代
表
と
し
て
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
を
高
く
評
価
し
て
い
る
︒
荷
風
自
身

も
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
オ
ペ
ラ
を
﹁
神
秘
﹂
の
領
域
へ
通
じ
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
︒
洋
行
中
の
日
記
で
あ
る
﹁
西
遊
日
誌
抄
﹂︵﹃
文
明
﹄
一

九
一
七
年
四
月
～
一
〇
月
︶
一
九
〇
六
年
一
月
五
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑
荷
風
は
こ
の
日
﹁
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
﹂
を
観
賞
し
︑﹁
深
き
感
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動
に
打
た
れ
詩
歌
の
極
美
は
音
楽
な
り
て
ワ
グ
ネ
ル
が
深
遠
な
る
理
想
の
幾
分
を
も
稍や

ゝ々

窺
得
た
る
が
如
き
心
地
﹂
が
し
た
と
い
う
︒
の
ち
の

﹁
オ
ペ
ラ
雑
観
﹂︵﹃
音
楽
界
﹄
一
九
〇
八
年
三
月
︶
で
も
︑
こ
の
と
き
の
経
験
に
つ
い
て
﹁
音
楽
が
一
種
神
秘
の
力
を
持
つ
て
居
て
聴
く
者
の
心

に
何
等
か
の
深
い
冥
想
を
与
へ
る
と
云
ふ
こ
と
を
経
験
し
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

　

荷
風
が
﹁
神
秘
﹂
に
言
及
し
て
い
る
も
の
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
一
九
〇
八
年
二
月
二
〇
日
付
の
西
村
渚
山
宛
書
簡
で
あ
る
︒
荷
風
は
﹁
小
説

以
外
に
全
力
を
傾
注
し
て
ゐ
る
の
は
音
楽
だ
︒
外
観
的
の
オ
ペ
ラ
か
ら
進
ん
で
純
音
楽
に
入
つ
た
︒
自
分
は
ピ
ア
ノ
も
ヰ
オ
ロ
ン
も
楽
器
は
手
に

し
な
い
が
毎
夜
必
ず
コ
ン
セ
ー
ル
に
出
掛
け
て
一
時
間
位
は
音
楽
を
き
く
事
に
し
て
居
る
音
楽
の
哲
理
に
関
す
る
書
物
も
一ひ

と
と
ほ
り通

は
読
ん
で
し
ま
つ

た
︒
音
楽
の
妙
味
は
口
で
は
言
は
れ
ぬ
が
理
論
の
説
明
す
る
通
り
つ
ま
り
無
心
無
意
の
境
に
さ
ま
よ
つ
て
直
に
大
な
る
﹁
吾
﹂
と
い
ふ
も
の
に
接

す
る
─
此
れ
で
あ
ら
う
﹂
と
述
べ
︑
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
﹁
牧
神
の
午
後
へ
の
前
奏
曲
﹂
を
﹁
音
楽
と
い
ふ
よ
り
は
一
種
神
秘
な
音
の
連
続
﹂
と
評

し
︑﹁
文
学
で
云
へ
ば
マ
ラ
ル
メ
や
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
作
物
に
均
し
き
も
の
で
あ
ら
う
﹂
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
自
分
は
文
章
詩
句
を
あ
る

程
度
ま
で
音
楽
と
一
致
さ
せ
た
い
と
思
つ
て
居
る
︒
言
辞
の
発
音
章
句
の
朗
読
が
直
に
一
種
神
秘
な
思
想
に
触
れ
る
や
う
に
し
た
い
﹂
と
述
べ
な

が
ら
︑
そ
の
実
例
と
し
て
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
紀
行
文
や
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
作
品
を
挙
げ
て
い
る
︒

二
　
音
楽
と
共
感
覚
・
象
徴
主
義

　
﹁
音
楽
と
一
致
﹂
し
﹁
一
種
神
秘
な
思
想
に
触
れ
る
﹂
文
章
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
︒
松
田
良
一
は
︑
文
語
体
や
一
人
称
の
採
用
が
︑

一
続
き
に
流
れ
る
言
葉
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ
ム
を
作
り
出
す
こ
と
に
寄
与
し
て
い
た
と
い
う
観
点
か
ら
荷
風
の
試
み
を
と
ら
え
て
い
る（

（
（

︒
し
か

し
︑
荷
風
に
と
っ
て
の
音
楽
的
な
文
章
と
は
︑
単
に
リ
ズ
ム
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
い
っ
た
︑
表
層
的
な
要
素
か
ら
の
み
解
釈
さ
れ
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
︒
む
し
ろ
︑﹃
復
活
の
曙
光
﹄
に
お
い
て
姉
崎
が
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
を
論
じ
る
際
に
述
べ
て
い
る
よ
う
な
﹁
音
調
以
上
﹂
の
も
の
︑
す
な
わ

ち
︑
音
の
組
み
合
わ
せ
や
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
い
っ
た
表
層
的
な
も
の
の
︑
さ
ら
に
奥
に
あ
る
何
か
を
荷
風
は
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
永
井
博
は
︑
西
村
宛
書
簡
の
﹁
直
に
大
な
る
﹁
吾
﹂
と
い
ふ
も
の
に
接
す
る
﹂
と
い
う
箇
所
か
ら
﹁
荷
風
の
音
楽
鑑
賞
の
態
度
を
根
本
的
に

規
定
し
た
の
は
嘲
風
で
あ
っ
た
﹂
と
し
︑
さ
ら
に
印
象
主
義
音
楽
と
象
徴
主
義
文
学
の
結
び
つ
き
や
︑
書
簡
中
の
﹁
直
ち
に
大
な
る
﹃
吾
﹄
と
い
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ふ
も
の
に
接
す
る
﹂
と
い
う
文
言
と
﹁
直
に
一
種
神
秘
な
思
想
に
触
れ
る
﹂
と
い
う
文
言
の
同
一
性
を
指
摘
し
つ
つ
︑
荷
風
が
﹁
音
楽
の
妙
味
﹂

と
同
じ
も
の
を
﹁
文
学
の
妙
味
﹂
と
し
て
発
見
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
文
学
上
の
方
向
性
を
示
唆
さ
れ
る
過
程
に

お
い
て
﹂
姉
崎
の
論
が
大
き
な
助
力
を
し
た
と
す
る（

（
（

︒
説
得
力
の
あ
る
指
摘
だ
が
︑
永
井
の
い
う
﹁
文
学
上
の
方
向
性
﹂
の
内
実
や
意
義
に
つ
い

て
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
印
象
主
義
音
楽
と
象
徴
主
義
文
学
の
結
び
つ
き
﹂
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
︑﹁
姉
崎
─
荷
風
﹂
と
い

う
単
線
的
な
影
響
関
係
に
回
収
し
て
し
ま
っ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
︒

　

本
稿
冒
頭
で
も
ふ
れ
た
﹁
西
洋
音
楽
最
近
の
傾
向
﹂
に
は
︑
先
の
西
村
宛
書
簡
と
類
似
し
た
箇
所
が
み
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
荷
風
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ

ー
の
音
楽
を
﹁
聴
者
は
音
楽
が
現
は
す
色
彩
の
美
に
酔
ひ
︑
捕
へ
ん
と
す
る
も
捕
へ
難
き
夢
幻
の
瞑
想
に
誘
ひ
入
れ
ら
る
ゝ
︒
マ
ラ
ル
メ
の
詩

の
︑
秩
序
を
以
て
配
列
さ
れ
た
言
語
が
︑
云
現
す
代
り
に
暗
示
す
る
味
と
︑
配
列
其
自
身
の
間
に
︑
驚
く
べ
き
色
と
線
と
の
美
を
含
ん
だ
趣
き
が

あ
る
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
南
明
日
香
は
︑
荷
風
に
よ
る
﹁
マ
ラ
ル
メ
の
詩
の
理
解
に
は
︑
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
学
ん
だ
感
覚
の
交
響
の
発
想
が
見
ら

れ
る
﹂
と
指
摘
す
る（

（
（

︒
こ
れ
は
︑
前
出
の
西
村
宛
書
簡
に
お
い
て
荷
風
が
﹁
一
種
神
秘
な
思
想
に
触
れ
る
﹂
文
章
の
実
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
モ

ー
パ
ッ
サ
ン
の
紀
行
文
﹁
夜
﹂︵﹃
放
浪
生
活
﹄La Vie Errant, 1890

の
一
章La N

uit

︶
の
中
の
一
節
を
さ
し
て
い
る
︒
少
々
長
く
な
る
が
︑
問

題
の
一
節
を
荷
風
自
身
の
訳
文（

（
（

か
ら
引
い
て
お
く
︒

　

わ
れ
は
感
覚
の
錯
乱
を
覚
ゆ
る
ま
で
︑
恍
惚
と
し
て
快
感
に
酔
ひ
︑
片
息
つ
き
つ
つ
佇
み
た
り
︒
わ
れ
の
嗅
ぎ
し
は
果
し
て
此
れ
音
楽

か
︑
耳
に
聞
き
し
は
匂
ひ
か
︒
わ
れ
又
星
の
中
に
眠
れ
る
に
非
ず
や
と
疑
ふ
︒︵
中
略
︶

　

わ
れ
は
象
徴
派
と
呼
べ
る
近
代
の
詩
人
が
如
何
に
し
て
︑
わ
れ
の
今
打
た
れ
た
る
が
如
き
︑
そ
は
明
晰
な
る
言
語
に
移
得
べ
か
ら
ず
思
は

る
る
︑
響
く
が
如
き
神
経
の
錯
乱
を
ば
描
か
ん
と
せ
し
や
を
心
に
問
ひ
ぬ
︒︵
中
略
︶

　

こ
の
一
派
の
詩
人
の
大
な
る
保
護
者
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
短
曲
︑
わ
が
記
憶
の
中
に
呼
返
さ
る
︒

︵
中
略
︶

長
き
反
響
は
彼
方
遥
か
に
相
混
じ
て

暗
々
と
し
て
底
知
れ
ぬ
調
和
の
中
に
︑
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広
き
事
夜
の
如
く
光
の
如
く

匂
と
色
と
響
と
は
相
呼
び
相
応
ふ
︒

匂
は
幼を

さ
な
ご児

の
肉
の
如ご

と

さ
は
や
か
に

縦
笛
の
音
の
如
愛
ら
し
く
牧
場
の
如
く
緑
に
し
て

或
は
又
朽
ち
て
豊
か
に
色
も
濃
く
︑

龍
涎
︑
麝
香
︑
練
香
に
も
や
譬
ふ
べ
く
︑

物
の
匂
は
限
り
も
知
れ
ず
ひ
ろ
ご
り
て
︑

魂
と
五
官
と
の
往
来
を
歌
ふ
︒

　

わ
れ
は
今
正
に
骨
髄
ま
で
も
︑﹁
匂
ひ
と
色
と
響
と
は
相
呼
び
相
応
ふ
︑﹂
と
云
ふ
神
秘
な
る
詩
句
を
感
ぜ
ざ
り
し
か
︒︵
中
略
︶

　

こ
は
︑
医
学
的
に
も
︑
認
め
ら
れ
た
る
現
象
に
し
て
︑
近
来
は
﹁
色
を
聴
く
﹂
と
云
ふ
語
を
借
り
て
多
く
の
論
文
を
草
す
る
も
の
少
か
ら

ず
︒

　

さ
れ
ば
甚
し
く
神
経
過
敏
な
る
人
に
あ
り
て
は
︑
一
度
機
官
の
一
部
が
強
烈
な
る
刺
戟
を
受
る
時
︑
そ
の
刺
戟
は
波
浪
の
如
く
隣
れ
る
他

の
機
官
に
交
通
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
異
り
た
る
感
覚
を
伝
ふ
る
は
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
実
に
し
て
︑
例
へ
ば
音
楽
が
或
人
に
対
し
て
能
く
色
彩

の
幻
想
を
起
さ
し
む
る
を
見
れ
ば
︑
此
の
如
き
は
正
し
く
感
覚
の
伝
播
が
各
神
経
機
官
の
正
等
な
る
能
力
に
基
き
て
反
応
を
生
じ
た
る
も
の

と
云
ふ
を
得
べ
し
︒

　

こ
こ
で
は
︑﹁
色
を
聴
く
﹂
あ
る
い
は
﹁
音
楽
が
或
人
に
対
し
て
能
く
色
彩
の
幻
想
を
起
さ
し
む
る
﹂
と
い
っ
た
︑
共
感
覚
︵﹁
感
覚
の
錯

乱
﹂︶
を
持
つ
人
物
が
実
在
す
る
こ
と
と
︑
近
代
の
象
徴
派
詩
人
た
ち
が
︑
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
よ
う
な
﹁
神
経
の
錯
乱
﹂
を
描
こ
う
と

し
て
き
た
こ
と
が
同
列
に
置
か
れ
る
︒﹁
匂
ひ
と
色
と
響
と
は
相
呼
び
相
応
ふ
﹂
と
い
う
共
感
覚
的
現
象
を
詠
み
こ
ん
だ
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

﹁correspondence

﹂
も
︑
そ
の
文
脈
に
お
い
て
引
か
れ
て
い
る
︒﹃
復
活
の
曙
光
﹄
に
お
い
て
姉
崎
は
﹁
感
覚
的
な
る
味
や
音
の
如
き
も
︑﹁
高
い
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音
﹂﹁
軽
い
味
﹂
な
ど
の
如
く
︑
物
其
の
物
を
言
ひ
現
は
す
に
︑
他
の
範
囲
か
ら
借
り
来
つ
た
表
象
を
用
ひ
て
居
る
﹂
と
し
つ
つ
﹁
複
雑
な
る
︑

激
烈
な
る
︑
深
刻
な
る
︑
遠
大
な
る
︑
幽
玄
な
る
思
想
感
情
を
︑
形
や
音
に
発
表
し
て
︑
そ
れ
に
依
て
其
の
本
の
精
神
を
人
の
肺
腑
に
徹
し
よ
う

と
す
る
画
や
音
楽
が
︑
如
何
に
し
て
表
象
を
用
ひ
ず
に
成
立
ち
得
る
か
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
前
出
の
木
曜
会
宛
書
簡
で
荷
風
が
言
及
し

て
い
た
メ
レ
シ
ュ
コ
フ
ス
キ
ー
の
ト
ル
ス
ト
イ
論
︵
原
題
：Л

ев Толсtой и Досtоевский, 1901

︑
英
訳
：Tolstoi as m

an and artist, w
ith an 

essay on D
ostoïevski, 1902

︶
は
︑
ト
ル
ス
ト
イ
が
用
い
る
﹁
馬
蹄
の
﹃
透
明
な
る
﹄
音（

（
（

﹂
や
︑﹁
焼
い
た
コ
ル
ク
の
臭
ひ
﹂
が
接
吻
の
感
触
と

結
合
さ
れ
る
こ
と
︑
食
事
の
﹁
親
し
げ
な
る
微
笑
の
味
﹂︑
人
間
の
臭に

ほ
ひ気

に
含
ま
れ
る
﹁
円
み
﹂
と
い
っ
た
表
現
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
よ
う
な
表

現
に
対
す
る
﹁
諸
々
の
概
念
を
ご
つ
た
交
ぜ
に
し
扭ね

ぢ
曲
げ
や
う
と
す
る
病
的
傾
向
﹂
と
い
う
批
判
を
認
め
な
が
ら
も
︑
そ
れ
ら
は
健
全
か
つ
自

然
な
感
覚
の
﹁
発
展
︑
細
化
︑
深
化
﹂
で
あ
る
と
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
人
間
の
五
感
に
お
い
て
一
見
か
け
離
れ
て
い
る
よ

う
な
も
の
も
﹁
決
し
て
著
し
く
相
分
た
れ
﹂
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑﹁
此
等
の
範
囲
が
相
移
り
行
き
﹂︑﹁
相
流
れ
合
ひ
相
掩
ふ
﹂
も
の
な
の
で

あ
り
︑﹁
音
声
が
輝
き
花
や
か
に
﹂
見
え
る
こ
と
や
︑﹁
運
動
︑
色
彩
ま
た
は
香
気
﹂
と
い
っ
た
も
の
の
結
合
が
﹁
音
楽
的
印
象
﹂
を
生
じ
得
る
と

述
べ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
言
説
は
︑
先
に
挙
げ
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
﹁
夜
﹂
の
一
節
と
︑
か
な
り
の
部
分
で
符
合
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
﹁
西
洋
音
楽
最
近
の
傾
向
﹂
に
お
い
て
荷
風
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽
に
﹁
音
楽
が
現
は
す
色
彩
の
美
﹂
や
﹁
マ
ラ
ル
メ
の
詩
の
︑
秩
序
を
以

て
配
列
さ
れ
た
言
語
が
︑
云
現
す
代
り
に
暗
示
す
る
味
と
︑
配
列
其
自
身
の
間
に
︑
驚
く
べ
き
色
と
線
と
の
美
を
含
ん
だ
趣
き
﹂
を
見
出
し
て
い

た
︒﹁
神
秘
﹂
と
い
う
言
葉
こ
そ
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
︑
こ
れ
は
荷
風
が
目
指
し
た
文
章
像
の
内
実
に
︑
か
な
り
の
部
分
で
重
な
る
も

の
と
い
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
音
楽
の
中
に
色
や
匂
い
を
感
じ
取
る
よ
う
な
﹁
感
覚
の
錯
乱
﹂
を
も
た
ら
す
よ
う
な
文
章
こ
そ
が
︑
荷
風
の
い
う

﹁
一
種
神
秘
な
思
想
﹂
に
通
ず
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
人
間
の
器
官
に
起
こ
る
感
覚
の
混
乱
や
結
合
と
い
っ
た
︑
言
葉
で
言
い

表
す
こ
と
の
困
難
な
内
的
現
象
を
荷
風
は
﹁
神
秘
﹂
と
表
現
し
︑
音
楽
そ
の
も
の
や
︑
音
楽
的
な
文
章
か
ら
受
け
る
印
象
を
論
ず
る
際
の
言
葉
と

し
て
取
り
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
﹁
夜
﹂
に
﹁
不
可
解
と
称
す
る
執し

着う
ね

き
盲
目
の
﹁
未
知
﹂
は
唯
こ
れ
官
能
に
よ
つ
て
の
み
発
見
し
了

解
し
推
知
し
得
る
も
の
な
れ
ば
︑
官
能
は
実
に
宇
宙
と
不
可
解
と
の
間
に
立
つ
唯
一
の
紹
介
者
な
ら
ず
や
﹂
と
い
う
一
文
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
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れ
て
く
る
︒
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
よ
れ
ば
︑
官
能
こ
そ
が
不
可
知
︵
神
秘
︶
な
領
域
と
の
唯
一
の
媒
介
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
︑﹁
然
る
に
若
し
︑

精
緻
に
し
て
力
あ
る
五
官
以
外
の
感
覚
を
有
し
未
だ
吾
人
が
其
の
周
囲
よ
り
開
拓
せ
ざ
り
し
動
作
と
表
象
と
を
︑
奮
激
せ
る
知
覚
中
に
変
形
し
得

た
り
と
せ
ば
︑
吾
人
が
智
識
と
感
動
の
天
地
は
い
か
に
多
様
の
変
化
を
生
じ
得
べ
き
か
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
知
覚
の
﹁
変
形
﹂
す
な

わ
ち
諸
感
覚
の
交
錯
や
結
合
と
い
っ
た
現
象
こ
そ
が
︑
人
間
の
知
識
で
は
は
か
れ
な
い
未
知
の
感
覚
領
域
へ
の
開
拓
を
推
し
進
め
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
や
姉
崎
︑
メ
レ
シ
ュ
コ
フ
ス
キ
ー
ら
の
思
想
を
複
合
的
に
受
容
す
る
中
で
︑
荷
風
は
人
間
の
感
覚
︵
官

能
︶
に
お
い
て
起
こ
る
錯
乱
や
結
合
を
﹁
神
秘
﹂
な
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
荷
風
自
身

が
共
感
覚
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
神
秘
﹂
を
真
に
実
感
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
︒
実
際
︑
荷
風
が

﹁
西
洋
音
楽
最
近
の
傾
向
﹂
に
お
い
て
用
い
て
い
る
﹁
音
楽
が
現
は
す
色
彩
の
美
﹂
や
﹁
驚
く
べ
き
色
と
線
と
の
美
を
含
ん
だ
趣
き
﹂
と
い
っ
た

抽
象
的
な
評
語
は
︑﹁
音
楽
が
或
人
に
対
し
て
能
く
色
彩
の
幻
想
を
起
さ
し
む
る
﹂︵﹁
夜
﹂︶
と
い
っ
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
的
表
現
の
模
倣
の
域
を
抜

け
出
て
い
な
い
︒
し
か
し
少
な
く
と
も
︑
音
楽
を
評
す
る
際
の
表
現
方
法
と
し
て
︑
共
感
覚
を
め
ぐ
る
象
徴
主
義
的
言
説
か
ら
多
く
を
学
び
取
っ

て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
鈴
木
貞
美
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
﹁correspondence

﹂
の
世
界
観
に
つ
い
て
﹁
匂
い
と
色
彩
と
音
響
と
を
自
然
の
発
す
る
言
葉
と
し
︑

そ
れ
ら
が
調
和
す
る
豊
か
な
感
覚
の
世
界
︑
す
な
わ
ち
自
然
の
背
後
に
潜
む
豊
か
な
神
秘
﹂
と
詩
人
の
魂
と
が
﹁
交
感
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
描

き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る（

（
（

︒﹁
自
然
の
背
後
に
潜
む
神
秘
﹂
と
﹁
詩
人
の
魂
﹂
と
の
﹁
交
感
﹂
と
い
う
観
念
は
︑
姉
崎
が
﹃
復

活
の
曙
光
﹄
に
お
い
て
述
べ
て
い
た
世
界
観
と
き
わ
め
て
正
確
に
符
合
す
る
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
荷
風
自
身
の
象
徴
主
義
理
解
に
も
通
じ
る
も
の
で

あ
る
︒
帰
国
後
の
﹁
仏
国
文
壇
の
表
徴
派
に
つ
い
て
﹂︵﹃
新
文
林
﹄
一
九
〇
九
年
四
月
︶
の
中
で
荷
風
は
﹁
此
表
徴
派
の
前
程
を
な
し
た
所
謂

自ナ
チ
ユ
ラ然

主リ
ズ
ム義

な
る
も
の
は
︑
或
る
事
象
の
外
形
の
描
写
︑
及
び
動
作
の
結
果
か
ら
し
て
︑
其
外
形
を
形
く
り
︑
其
結
果
を
導
い
た
内
容
に
含
ま
れ
て

ゐ
る
真ツ

ル
ー
ス理

を
追
窮
せ
ん
と
為
た
の
で
あ
る
が
︑
表
徴
主
義
で
は
︑
其
等
の
外
形
と
か
結
果
と
か
は
第
二
の
問
題
と
し
て
︑
直
ち
に
真
理
其
物
と
接

触
せ
ん
と
す
る
の
だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

　

荷
風
が
姉
崎
の
影
響
に
よ
っ
て
一
度
は
宗
教
的
神
秘
へ
の
関
心
を
強
め
な
が
ら
︑
そ
こ
か
ら
芸
術
的
神
秘
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
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す
で
に
述
べ
た
︒
い
わ
ば
荷
風
は
﹁
宗
教
﹂
の
問
題
を
括
弧
に
入
れ
な
が
ら
︑﹁
芸
術
﹂
の
方
向
へ
引
き
つ
け
て
い
く
よ
う
に
し
て
﹁
神
秘
﹂
に

ま
つ
わ
る
問
題
意
識
を
再
構
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
姉
崎
の
思
想
的
概
念
と
︑
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
介
し

た
象
徴
主
義
的
な
芸
術
観
念
が
︑
荷
風
自
身
の
主
体
性
に
よ
っ
て
積
極
的
に
結
合
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
き
わ
め
て
自
然
な
事
態
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

　

し
か
も
︑
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
同
時
代
日
本
の
象
徴
主
義
受
容
と
も
重
な
る（

（（
（

︒
荷
風
の
目
に
ふ
れ
た
可
能
性
の
高
い
も
の
と
し
て
は
︑
長
谷

川
天
渓
が
﹃
太
陽
﹄
に
一
九
〇
五
年
一
〇
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
連
載
し
た
﹁
表
象
主
義
の
文
学
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
そ
こ
で
天
渓
は
﹁
科

学
の
煩
雑
な
る
研
究
を
斥
け
て
︑
直
接
に
神
霊
に
接
せ
む
と
す
る
は
表
象
派
な
り
︒
真
理
を
直
観
せ
む
と
す
る
は
此
の
一
派
な
り
﹂
と
し
つ
つ
︑

﹁
科
学
に
反
対
し
て
︑
真
理
を
直
観
し
︑
神
秘
の
霊
界
に
優
遊
せ
む
と
す
る
表
象
派
の
文
学
は
︑
自
ら
科
学
的
風
潮
に
生
ま
れ
た
る
文
学
に
反
対

せ
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
天
渓
の
言
説
は
︑
科
学
万
能
主
義
を
排
斥
し
﹁
神
秘
の
中
に
優
遊
す
る
精
神
に
取
つ
て
は
︑
一
切
の
事
物
皆
我
な
ら
ざ

る
は
な
い
︒
こ
れ
を
称
し
て
無
我
と
い
ふ
も
︑
若
し
く
は
大
我
と
い
ふ
も
︑
少
し
も
差
違
は
な
い
﹂
と
す
る
﹃
復
活
の
曙
光
﹄
の
世
界
観
と
相
似

形
を
な
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
姉
崎
に
代
表
さ
れ
る
神
秘
主
義
的
思
想
に
よ
っ
て
象
徴
主
義
を
と
ら
え
る
理
解
の
様
式
は
︑
早
稲
田
派
と
呼
ば

れ
自
然
主
義
を
擁
護
し
た
天
渓
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
に
論
陣
を
張
っ
た
田
山
花
袋
や

島
村
抱
月
と
い
っ
た
文
学
者
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
︒
以
下
︑
章
を
改
め
て
そ
の
問
題
を
追
っ
て
い
き
た
い
︒

三
　
自
然
主
義
陣
営
の
動
向
と
「
西
洋
音
楽
最
近
の
傾
向
」

　

洋
行
期
荷
風
と
同
時
代
日
本
と
の
関
係
性
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
︑
荷
風
に
よ
る
田
山
花
袋
﹁
露
骨
な
る
描
写
﹂︵﹃
太
陽
﹄
一
九
〇
四
年

二
月
︶
へ
の
言
及
で
あ
る
︒
前
出
の
生
田
宛
書
簡
に
荷
風
は
﹁
花
袋
子
は
戦
地
へ
行
つ
た
さ
う
な
︒
僕
は
太
陽
で
氏
の
﹃
露
骨
な
る
描
写
﹄
と
云

ふ
も
の
を
読
ん
だ
︒
君
は
ど
う
思
ふ
ね
﹂
と
記
し
て
い
る
︒﹁
露
骨
な
る
描
写
﹂
で
花
袋
は
文
章
に
お
け
る
﹁
技
巧
﹂
の
弊
害
を
説
き
︑﹁
こ
の

所
謂
技
巧
を
蹂
躙
す
る
に
非
ざ
れ
ば
︑
日
本
の
文
学
は
と
て
も
完
全
な
る
発
展
を
為
す
こ
と
は
出
来
ぬ
と
思
ふ
﹂
と
主
張
す
る
︒
そ
し
て
花
袋

は
﹁
次
に
こ
の
頃
姉
崎
博
士
な
ど
の
手
に
︑
新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
い
ふ
こ
と
が
盛
ん
に
唱
導
せ
ら
れ
て
︑
ワ
グ
ネ
ル
の
楽
劇
な
ど
も
段
々
わ
が
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文
壇
に
紹
介
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
や
う
だ
が
︑
こ
の
傾
向
も
︑
自
分
が
今
ま
で
言
つ
た
﹁
露
骨
な
る
描
写
﹂
と
い
ふ
こ
と
と
大
な
る
関
係
が
あ
る
の

で
︑
日
本
の
新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
も
今
少
し
自
然
主
義
と
交
渉
す
る
所
が
あ
つ
て
も
宜
し
い
﹂
と
し
て
い
る
︒﹁
技
巧
﹂
を
排
し
事
物
を
あ
り
の

ま
ま
﹁
露
骨
﹂
に
描
写
す
る
こ
と
を
説
く
花
袋
の
自
然
主
義
と
姉
崎
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
神
秘
思
想
と
は
一
見
相
容
れ
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
え

る
︒
し
か
し
︑
時
代
を
遡
り
つ
つ
花
袋
の
言
説
を
た
ど
れ
ば
両
者
の
間
に
は
意
外
な
近
接
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

　

花
袋
は
﹁
西
花
余
香
﹂︵﹃
太
平
洋
﹄
一
九
〇
一
年
五
月
二
七
日
︶
で
﹁
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
於
い
て
︑
空
想
と
神
秘
思
想
と
を
合
せ
た
る
自
然

主
義
の
大
に
文
壇
の
地
歩
を
占
﹂
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
れ
が
﹁
ニ
イ
チ
エ
の
大
箇
人
主
義
﹂︑﹁
ダ
ー
ヰ
ン
の
自
然
学
﹂︑﹁
ワ
グ
ネ
ル
の

音
楽
論
﹂
に
よ
っ
て
大
い
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
と
す
る
︒
ま
た
︑
同
年
六
月
一
七
日
の
﹁
西
花
余
香
﹂
で
は
︑﹁
フ
ロ
ー
ベ
ル
︑
ゾ
ラ
等
の
自
然

主
義
は
一
変
し
て
︑
空
想
神
秘
主
義
と
な
り
︑
更
に
作
者
の
万
有
神
説
的
主
題
を
加
味
し
て
︑
愈
々
革
新
の
色
を
帯
び
来
れ
り
﹂
と
し
て
い
る
︒

花
袋
は
自
然
主
義
と
は
一
見
対
立
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
﹁
空
想
﹂
や
﹁
神
秘
思
想
︵
主
義
︶﹂
を
称
揚
し
︑
そ
れ
ら
を
融
合
さ
せ
た
自
然
主
義

を
説
く
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
花
袋
の
主
張
は
︑﹁
主
観
﹂
と
﹁
客
観
﹂
を
め
ぐ
る
描
写
論
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
︒
正
宗
白
鳥
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た

﹁
野
の
花
﹂
論
争（

（（
（

の
中
で
発
表
さ
れ
た
﹁
作
者
の
主
観
︵
野
の
花
の
批
評
に
つ
き
て
︶﹂︵﹃
新
声
﹄
一
九
〇
一
年
八
月
︶
に
お
い
て
花
袋
は
︑﹁
主

観
に
二
種
あ
り
︑
一
を
作
者
の
主
観
と
為
し
︑
他
を
大
自
然
の
主
観
と
為
す
︒︵
中
略
︶
作
者
の
主
観
は
多
く
類
性
の
も
の
を
画
く
に
止
ま
れ
ど

も
︑
大
自
然
の
主
観
は
さ
ま
〳
〵
な
る
傾
向
︑
主
義
︑
主
張
を
容
れ
て
︑
し
か
も
よ
く
そ
れ
を
具
象
的
な
ら
し
む
﹂
と
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒

前
の
自
然
主
義
は
客
観
に
偏
し
て
枯
淡
に
傾
き
︑
つ
と
め
て
学
問
ら
し
き
処
を
以
て
そ
の
得
意
の
と
こ
ろ
と
為
せ
し
に
︑
後
の
自
然
主
義
は

全
く
こ
れ
と
趣
を
異
に
し
︑
漸
く
大
自
然
の
主
観
に
進
ま
ん
と
す
る
如
き
傾
向
を
生
しマ

マ

来
れ
り
︒
前
自
然
主
義
は
空
想
神
秘
の
主
観
を
却
け

て
︑
単
に
自
然
外
形
の
形
似
を
得
ん
と
し
︑
後
自
然
主
義
は
自
然
に
渇
し
︑
自
然
に
朶
耽
す
る
こ
と
甚
だ
深
き
と
共
に
直
に
︑
進
み
て
そ
の

深
秘
な
る
人
性
の
蘊
奥
を
捉
へ
ん
と
せ
り
︒
今
日
の
所
謂
主
観
的
運
動
の
勇
将
烈
士
は
皆
こ
の
後
自
然
主
義
の
所
生
に
し
て
︑
一
面
よ
り
見

れ
ば
楽
天
厭
世
両
極
観
の
一
種
の
連
合
と
も
言
ふ
べ
く
︑
一
面
よ
り
見
れ
ば
自
然
主
義
と
深
秘
主
義
の
一
致
と
も
言
ふ
べ
し
︒
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こ
れ
に
対
し
白
鳥
は
﹁
君
の
所
謂
大
主
観
は
純
客
観
の
み
︒
大
小
主
観
の
弁
の
如
き
は
︑
畢
竟
無
用
の
論
の
み
﹂︵﹁
花
袋
氏
に
与
ふ
﹂﹃
読
売

新
聞
﹄
一
九
〇
一
年
九
月
二
日
﹁
月
曜
附
録
﹂︶
と
断
ず
る
︒
そ
れ
に
対
し
三
度
花
袋
は
九
月
九
日
の
﹃
太
平
洋
﹄
紙
上
で
﹁
私
の
所
謂
大
自
然

の
主
観
と
云
ふ
の
は
︑
こ
の
ネ
ー
チ
ユ
ア
が
自
然
に
天
地
に
発
展
せ
ら
れ
て
ゐ
る
形
を
さ
す
の
で
︑
こ
れ
か
ら
推
し
て
行
く
と
︑
作
者
即
ち
一
個

人
の
主
観
に
も
大
自
然
の
面
影
が
宿
つ
て
ゐ
る
わ
け
に
な
る
の
で
︑
従
つ
て
作
者
の
進
ん
だ
主
観
は
無
論
大
自
然
の
主
観
と
一
致
す
る
事
が
出
来

る
の
だ
﹂
と
反
論
を
加
え
て
い
る
︒

　

注
目
す
べ
き
は
︑
こ
こ
で
花
袋
の
い
う
﹁
大
自
然
の
主
観
﹂
や
﹁
作
者
の
主
観
﹂
と
い
っ
た
考
え
方
が
︑﹃
復
活
の
曙
光
﹄
に
お
け
る
﹁
大
我
﹂

と
﹁
小
我
﹂
の
関
係
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
花
袋
に
よ
れ
ば
﹁
主
観
﹂
に
は
二
種
類
あ
り
︑﹁
一
を
作
者
の
主
観
と
為
し
︑
他
を
大
自

然
の
主
観
と
為
す
﹂
と
い
う
︒﹁
作
者
即
ち
一
個
人
の
主
観
﹂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
﹁
小
主
観
﹂
に
は
﹁
大
自
然
の
主
観
﹂
の
面
影
が
宿
っ
て
お

り
︑
そ
の
﹁
小
主
観
﹂
を
推
し
進
め
れ
ば
﹁
大
自
然
の
主
観
﹂
と
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
こ
に
花
袋
は
﹁
空
想
と
神
秘
思
想
と
を
合
せ
た

る
自
然
主
義
﹂
の
様
態
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
論
理
が
︑
通
常
の
現
象
界
に
お
け
る
個
々
人
の
主
観
的
﹁
小
我
﹂
の
共
通
の

根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
﹁
大
我
﹂
を
想
定
し
︑﹁
此
世
に
あ
る
総
て
の
美
し
い
者
︑
善
き
者
︑
真
な
る
者
﹂
も
そ
こ
か
ら
現
れ
て
く
る
﹁
表

象
﹂
で
あ
る
と
す
る
﹃
復
活
の
曙
光
﹄
の
世
界
観
と
響
き
あ
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
︒

　

相
馬
庸
郎
は
﹁
作
者
の
主
観
﹂
等
に
示
さ
れ
た
考
え
方
に
つ
い
て
︑
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
﹃
美
学
上
の
時
事
問
題
﹄︵Aesthetische Zeitfragen, 

1895

︶
を
森
鷗
外
が
約
述
し
た
﹁
審
美
新
説
﹂︵﹃
め
さ
ま
し
草
﹄
一
八
九
八
年
二
月
～
一
八
九
九
年
九
月
︶
中
の
﹁
自
然
主
義
﹂
と
い
う
項
の

内
容
が
そ
の
ま
ま
﹁
盗
用
﹂
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

︒
鷗
外
を
介
し
て
花
袋
に
内
面
化
さ
れ
て
い
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
主
義
観
が
︑

姉
崎
の
理
論
と
呼
応
す
る
こ
と
は
︑
む
し
ろ
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒﹁
露
骨
な
る
描
写
﹂
に
お
け
る
﹁
日
本
の
新
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
も
今
少
し
自
然
主
義
と
交
渉
す
る
所
が
あ
つ
て
も
宜
し
い
﹂
と
い
う
言
葉
の
背
景
に
は
︑
右
の
よ
う
な
思
想
的
近
接
性
が
想
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
花
袋
以
外
の
自
然
主
義
者
た
ち
に
も
看
取
さ
れ
る
︒

　

田
山
花
袋
や
島
村
抱
月
︑
岩
野
泡
鳴
ら
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
﹁
新
自
然
主
義
﹂
の
論
理
が
象
徴
主
義
的
思
想
と
強
く
結
び
つ
い
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
相
馬
庸
郎
や
権
藤
愛
順
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る（

（（
（

︒
花
袋
は
一
九
〇
七
年
一
〇
月
の
﹃
文
章
世
界
﹄﹁
文
壇
近
事
﹂
に
お
い
て
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﹁
象
徴
派
の
運
動
は
将
来
わ
が
小
説
界
に
︑
何
う
い
ふ
影
響
を
来
す
か
と
い
ふ
の
は
大
問
題
で
あ
る
︒
自
然
派
中
の
主
観
派
が
段
々
其
情
操
と
か

心
理
と
か
を
誇
張
し
て
︑
自
然
に
煩
渇
し
自
然
に
朶
頤
し
︑
直
ち
に
深
秘
な
る
内
性
を
曝
露
せ
ん
と
煩
悶
し
た
結
果
︑﹃
非
自
然
﹄
と
い
ふ
や
う

な
と
こ
ろ
に
思
ひ
も
か
け
ず
到
達
し
た
の
は
面
白
い
﹂
と
し
︑﹁
象
徴
︑
神
秘
と
謂
ふ
こ
と
を
︑
単
に
自
然
派
の
傾
向
に
慊
ら
ず
し
て
起
つ
た
も

の
だ
と
か
︑
自
然
主
義
と
丸
で
交
渉
の
無
い
も
の
だ
と
か
言
ふ
も
の
は
︑
今
の
新
興
の
文
芸
の
外
形
を
見
て
内
部
を
知
ら
ぬ
と
言
つ
て
決
し
て
差

支
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
岩
野
泡
鳴
は
﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
〇
七
年
一
〇
月
一
三
日
の
﹁
諸
評
家
の
自
然
主
義
を
評
す
﹂
に
お
い

て
﹁
花
袋
の
い
う
と
こ
ろ
に
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
賛
成
す
る
﹂︵
相
馬
︶︒
相
馬
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
文
章
に
共
通
し
て
い
る
の
は
﹁
い
ず
れ
も

自
己
を
自
然
派
の
陣
営
に
い
る
と
規
定
し
つ
つ
︑
そ
の
主
観
的
要
素
を
強
調
す
る
点
﹂
と
﹁
あ
り
う
べ
き
こ
れ
か
ら
の
自
然
派
は
﹁
象
徴
派
﹂
的

要
素
を
必
然
的
に
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
点
で
あ
る（

（（
（

﹂︒

　

島
村
抱
月
﹁
文
芸
上
の
自
然
主
義
﹂︵﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
〇
八
年
一
月
︶
は
︑
自
然
主
義
の
﹁
描
写
の
方
法
・
態
度
﹂
の
ひ
と
つ
と
し
て

﹁
主
観
挿
入
的
﹂﹁
説
明
的
﹂
な
﹁
印
象
派
自
然
主
義
﹂
と
い
う
概
念
を
打
ち
だ
し
た
︒
ま
た
︑
片
上
天
弦
﹁
印
象
派
の
小
説
﹂︵﹃
早
稲
田
文
学
﹄

一
九
〇
八
年
七
月
︶
は
印
象
主
義
に
つ
い
て
︑
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
﹁
小
説
壇
を
風
靡
し
て
ゐ
た
自
然
主
義
的
傾
向
の
一
部
を
示
す
も

の
︑
即
ち
自
然
主
義
文
学
の
描
写
方
法
乃
至
そ
の
態
度
の
一
部
面
で
あ
る
﹂
と
し
つ
つ
︑﹁
真
を
写
せ
︑
生
命
を
捉
へ
よ
と
い
ふ
題
材
目
的
の
上

で
は
︑
印
象
主
義
即
ち
自
然
主
義
と
見
て
も
よ
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
天
弦
は
﹁
印
象
主
義
の
作
品
﹂
に
つ
い
て
﹁
凸
凹
的
︑
暗
示

的
︑
沈
黙
的
な
と
こ
ろ
に
︑
何
も
の
か
を
深
く
探
り
求
め
し
め
る
が
如
き
︑
無
限
の
感
が
伴
ふ
︒
こ
れ
を
神
秘
的
と
も
い
ひ
得
よ
う
︒
純
客
観
の

態
度
が
や
ゝ
も
す
れ
ば
着
け
来
た
ら
ん
と
す
る
堅
き
殻
を
砕
い
て
︑
自
由
な
︑
大
胆
な
︑
皮
肉
徹
底
せ
る
内
性
の
発
露
に
一
歩
を
近
づ
け
た
﹂
も

の
と
し
て
高
い
評
価
を
下
し
て
い
る
︒
そ
の
他
︑
桜
井
天
壇
﹁
独
逸
の
抒
情
詩
に
於
け
る
印
象
的
自
然
主
義
﹂︵﹃
早
稲
田
文
学
﹄
一
九
〇
八
年
五

月
︶
が
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
印
象
的
自
然
主
義
の
例
を
列
挙
す
る
な
ど
︑
一
九
〇
八
年
の
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
で
は
﹁
印
象
的
自
然
主
義
﹂
と
い

う
文
芸
思
想
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
︒

　

権
藤
愛
順
が
指
摘
す
る（

（（
（

よ
う
に
︑
荷
風
は
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
で
の
印
象
主
義
と
自
然
主
義
を
め
ぐ
る
言
説
を
意
識
し
て
い
た
︒
一
九
〇
七
年
一

二
月
一
一
日
の
西
村
渚
山
宛
書
簡
に
荷
風
は
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
文
壇
で
は
ゾ
ラ
の
自
然
派
か
ら
一
進マ

歩マ

ん
だ
︑
印
象
派
の
作
物
が
今
の
処
で
は
最
も
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進
歩
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
く
思
は
れ
る
︒
此
の
辺
の
消
息
は
早
稲
田
文
学
な
ぞ
に
屢
々
論
じ
ら
れ
て
居
る
処
だ
か
ら
︑
日
本
の
文
壇
も
同
じ

調
子
で
進
ん
で
居
る
も
の
だ
と
信
じ
て
居
ま
す
﹂
と
記
し
て
い
る
︒﹃
早
稲
田
文
学
﹄
も
新
帰
朝
者
と
し
て
の
荷
風
を
好
意
的
に
迎
え
よ
う
と
し

た
︒﹁
西
洋
音
楽
最
近
の
傾
向
﹂
と
同
じ
号
の
相
馬
御
風
﹁
新
書
雑
感
﹂
は
︑
洋
行
前
の
荷
風
が
自
然
主
義
的
傾
向
を
有
す
る
作
家
で
あ
っ
た
こ

と
な
ど
に
ふ
れ
つ
つ
︑﹃
早
稲
田
文
学
﹄
前
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
田
山
花
袋
﹁﹃
生
﹄
に
於
け
る
試
み
﹂
中
の
﹁
山
か
ら
流
れ
出
た
ま
ゝ
の
濁
ら

な
い
自
然
派
﹂
と
い
う
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
︑﹁
僕
は
﹁
あ
め
り
か
物
語
﹂
を
読
ん
で
其
所
謂
﹁
濁
ら
な
い
﹂
ピ
ユ
ア
な
自
然
派
の

態
度
と
云
ふ
の
は
か
う
も
あ
ら
う
か
と
思
つ
た
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
そ
し
て
御
風
は
﹃
あ
め
り
か
物
語
﹄
を
︑﹁
わ
が
国
自
然
派
の
作
品
と
し
て

は
最
も
純
な
る
も
の
︑
即
ち
一
口
に
云
へ
ば
近
来
の
好
著
と
し
て
推
奨
﹂
し
て
い
る
︒
周
知
の
ご
と
く
︑
一
九
一
〇
年
二
月
の
﹃
早
稲
田
文
学
﹄

は
﹁
推
讃
之
辞
﹂
に
お
い
て
荷
風
の
﹃
歓
楽
﹄︵
易
風
社
︑
一
九
〇
九
年
九
月
︶
を
最
優
秀
作
と
し
て
お
り
︑
椎
名
健
人
の
指
摘
す
る
よ
う
に
︑

﹁
荷
風
に
自
然
主
義
と
の
親
和
性
を
見
出
す
傾
向
は
決
し
て
御
風
一
人
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（

（（
（

﹂︒
そ
し
て
︑
相
馬
庸
郎
が
指
摘
す
る

よ
う
に
︑﹁
こ
の
﹁
推
讃
之
辞
﹂
は
︑
日
本
自
然
主
義
文
学
が
そ
も
そ
も
の
出
発
点
に
お
い
て
︑
象
徴
主
義
や
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム
と
複
雑
に
結
び
つ

き
う
る
﹁
新
自
然
主
義
﹂
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
必
然
的
に
生
み
出
し
た
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た（

（（
（

﹂
と
い
え
よ
う
︒

　

こ
の
よ
う
な
背
景
に
鑑
み
れ
ば
︑﹁
西
洋
音
楽
最
近
の
傾
向
﹂
が
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
と
い
う
媒
体
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
の
持
つ
意
味
は
大
き

い
︒
荷
風
は
こ
の
評
論
で
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
︑
マ
ラ
ル
メ
︑
マ
ネ
と
い
っ
た
﹁
表
象
派
と
云
は
れ
た
詩
人
︑
印
象
派
と
称
さ
れ
た
美
術
家
﹂
た
ち
を

引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
︑
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽
を
﹁
一
面
表
象
派
文
学
の
動
静
に
伴
ひ
︑
正
し
く
此
の
要
求
に
応
じ
て
現
は
れ
た
も
の
﹂
と

す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
音
楽
は
﹁
何
れ
も
印
象
派
の
画
に
見
る
べ
き
詩
景
︑
表
象
派
の
詩
篇
に
の
み
味
は
れ
べ
き
情
緒
の
発
現
で
あ
る
﹂
と
述

べ
︑﹁
フ
ラ
ン
ス
最
新
の
印
象
派
の
音
楽
﹂
が
﹁
更
に
こ
の
印
象
派
の
勝
利
を
確
か
に
し
﹂
た
と
荷
風
は
こ
の
文
章
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒
荷

風
に
よ
る
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
印
象
主
義
音
楽
受
容
が
象
徴
主
義
的
な
共
感
覚
観
念
を
介
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
︑﹁
西
洋

音
楽
最
近
の
傾
向
﹂
と
は
︑﹃
早
稲
田
文
学
﹄
誌
上
の
自
然
主
義
論
者
た
ち
の
間
で
高
潮
し
て
い
た
象
徴
主
義
や
印
象
主
義
へ
の
関
心
に
﹁
音
楽
﹂

の
分
野
か
ら
応
答
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
前
出
の
片
上
天
弦
﹁
印
象
派
の
小
説
﹂
は
﹁
文
芸
の
上
で
印
象
派
又
は
印
象
主
義
と
い
ふ
名

前
に
は
︑
凡
そ
四
つ
の
場
合
が
あ
る
︒
絵
画
︑
彫
刻
︑
小
説
︑
及
び
批
評
︑
こ
れ
等
の
孰
れ
に
も
通
じ
て
︑
こ
の
名
前
が
用
ひ
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
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て
い
る
︒
抱
月
が
﹁
文
芸
上
の
自
然
主
義
﹂
で
展
開
し
た
の
も
絵
画
を
通
じ
た
印
象
主
義
論
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
音
楽
的
な
印
象
主
義
は
︑

ほ
と
ん
ど
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
い
わ
ば
荷
風
は
︑﹁
新
自
然
主
義
﹂
の
理
念
と
符
合
す
る
象
徴
主
義
・
印
象
主
義
的
な
神

秘
観
を
︑
従
来
の
絵
画
を
通
し
た
論
法
で
は
な
く
音
楽
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
文
学
者
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑﹃
早
稲

田
文
学
﹄
の
自
然
主
義
陣
営
か
ら
み
れ
ば
き
わ
め
て
魅
力
的
な
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒﹁
西
洋
音
楽
最
近
の
傾
向
﹂
と
は
︑
洋
行
で
培
わ
れ
た

荷
風
音
楽
論
の
発
表
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
象
徴
主
義
や
印
象
主
義
を
吸
収
し
つ
つ
発
展
を
遂
げ
て
い
こ
う
と
す
る
日
本
の
自
然
主
義
陣
営
か
ら

の
強
い
期
待
を
反
映
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る（

（（
（

︒

　

洋
行
時
代
に
お
け
る
荷
風
の
音
楽
受
容
は
︑﹃
復
活
の
曙
光
﹄
読
書
を
皮
切
り
と
す
る
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
へ
の
傾
倒
か
ら
帰
国
前
後
に
書
か
れ
る

音
楽
評
論
の
生
成
に
至
る
ま
で
︑
同
時
代
日
本
文
壇
の
︑
特
に
自
然
主
義
的
傾
向
を
持
つ
言
説
空
間
と
の
強
い
関
係
性
を
有
し
て
い
た
︒﹃
あ
め

り
か
物
語
﹄
や
﹃
ふ
ら
ん
す
物
語
﹄
の
作
者
と
し
て
の
荷
風
は
︑
洋
行
で
培
っ
た
耽
美
的
な
作
風
を
も
た
ら
し
た
帰
朝
作
家
と
し
て
語
ら
れ
る
の

が
文
学
史
に
お
け
る
常
で
あ
っ
た
が
︑
特
に
そ
の
音
楽
論
は
︑﹃
早
稲
田
文
学
﹄
を
中
心
と
す
る
自
然
主
義
勢
力
の
磁
場
か
ら
は
決
し
て
引
き
離

し
て
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
︒

注（
（
） 

日
比
嘉
高
﹃
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ア
メ
リ
カ
﹄︵
新
曜
社
︑
二
〇
一
四
年
二
月
︶
は
︑
滞
米
時
代
に
荷
風
が
読
ん
で
い
た
新
聞
雑
誌
に
つ
い
て
﹁﹃
太
陽
﹄

を
は
じ
め
と
す
る
主
要
紙
誌
に
つ
い
て
は
︑
も
ち
ろ
ん
一
个
月
弱
の
遅
れ
は
あ
る
に
せ
よ
︑
ア
メ
リ
カ
に
い
な
が
ら
定
期
的
に
入
手
で
き
た
は
ず
で
あ

る
︒
書
物
の
物
流
の
側
面
か
ら
見
て
み
れ
ば
︑
北
米
の
移
民
地
は
日
本
の
言
説
空
間
と
密
接
な
連
動
性
を
保
持
し
て
い
た
﹂︵
一
八
一
頁
︶
と
述
べ
て

い
る
︒
ま
た
︑
岸
川
俊
太
郎
﹁
滞
米
初
期
に
お
け
る
永
井
荷
風
の
﹁
思
想
混
乱
﹂
の
解
明
に
向
け
て
─
姉
崎
嘲
風
︑
ワ
ー
グ
ナ
ー
︑
メ
レ
シ
コ
フ
ス
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キ
イ
の
同
時
代
受
容
の
分
析
を
通
し
て
─
﹂︵﹃
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
﹄
別
冊
第
二
四
号
︑
二
〇
一
六
年
九
月
︶
は
︑
後
述
の
新

出
書
簡
を
糸
口
と
し
な
が
ら
滞
米
時
代
の
荷
風
の
読
書
を
同
時
代
日
本
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
や
メ
レ
シ
ュ
コ
フ
ス
キ
ー
受
容
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
︒

さ
ら
に
廣
瀬
航
也
﹁
永
井
荷
風
﹁
秋
の
ち
ま
た
﹂
論
─
日
露
戦
後
に
お
け
る
描
写
の
問
題
を
視
座
と
し
て
─
﹂︵﹃
他
者
を
め
ぐ
る
思
考
と
表
現

─
日
仏
間
の
文
化
的
移
行
﹄
二
〇
一
七
年
九
月
︶
も
︑﹁
秋
の
ち
ま
た
﹂︵﹃
あ
め
り
か
物
語
﹄
所
収
︶
に
み
ら
れ
る
描
写
方
法
を
︑
日
露
戦
後
の
﹁
印

象
﹂
を
め
ぐ
る
描
写
論
を
参
照
し
な
が
ら
と
ら
え
な
お
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
︒

（
（
） 

網
野
義
紘
﹃
荷
風
文
学
と
そ
の
周
辺
﹄︵
翰
林
書
房
︑
一
九
九
三
年
一
〇
月
︶
や
中
澤
千
磨
夫
﹃
荷
風
と
踊
る
﹄︵
三
一
書
房
︑
一
九
九
六
年
三
月
︶︑

松
田
良
一
﹃
永
井
荷
風　

ミ
ュ
ー
ズ
の
使
徒
﹄︵
勉
誠
社
︑
一
九
九
五
年
一
二
月
︶
は
︑
姉
崎
の
科
学
主
義
批
判
が
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
か
ら
の
離
反
を
促
し

た
と
い
う
意
見
で
一
致
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
功
利
的
道
徳
に
対
す
る
姉
崎
の
攻
撃
が
荷
風
の
共
感
を
呼
ん
だ
と
い
う
点
に
お
い
て
も
網
野
・
中
澤
の
意

見
は
一
致
す
る
︒
さ
ら
に
松
田
と
永
井
博
﹁
永
井
荷
風
と
姉
崎
嘲
風
︵
一
︶
─
﹁
確
固
た
る
人
生
の
主
義
﹂
を
め
ぐ
っ
て
─
﹂︵﹃
金
沢
大
学
国
語

国
文
﹄
第
二
〇
号
︑
一
九
九
五
年
二
月
︶
は
︑
荷
風
の
父
久
一
郎
と
の
関
係
性
に
注
目
し
な
が
ら
そ
の
影
響
を
論
じ
て
い
る
︒
ま
た
︑
松
田
は
﹃
復
活

の
曙
光
﹄
読
書
に
よ
っ
て
荷
風
の
オ
ペ
ラ
志
向
が
誘
引
さ
れ
た
と
し
︑
永
井
︵﹁
永
井
荷
風
と
姉
崎
嘲
風
︵
二
︶
─
演
劇
改
良
案
か
ら
フ
ラ
ン
ス
象

徴
主
義
受
容
ま
で
─
﹂︵﹃
金
沢
大
学
国
語
国
文
﹄
第
二
二
号
︑
一
九
九
七
年
二
月
︶
は
︑﹁
夏
の
海
﹂︵﹃
新
小
説
﹄
一
九
〇
六
年
三
月
︶
や
﹁
旧
恨
﹂

︵﹃
太
陽
﹄
一
九
〇
七
年
五
月
︶
と
い
っ
た
在
米
時
代
の
作
品
が
︑
姉
崎
の
触
発
を
契
機
と
す
る
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
オ
ペ
ラ
の
影
響
下
に
構
想
さ
れ
た
こ
と

を
論
証
し
て
い
る
︒

（
（
） 

岸
川
俊
太
郎
﹁
一
九
〇
四
年
の
永
井
荷
風　

新
出
書
簡
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
三
田
文
学
﹄
第
一
一
四
号
︑
二
〇
一
三
年
七
月
︶
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
書
簡
は

一
九
〇
四
年
八
月
下
旬
頃
に
巌
谷
小
波
の
木
曜
会
に
宛
て
て
出
さ
れ
︑
そ
の
後
︑
一
九
一
九
年
五
月
の
﹃
手
紙
雑
誌
﹄
に
﹁
淋
し
き
旅
の
空
﹂
と
い
う

題
で
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒

（
（
） 

松
田
︑
前
掲
書
︑
七
六
～
七
八
頁
︒

（
（
） 

永
井
︑
前
掲
論
文
﹁
永
井
荷
風
と
姉
崎
嘲
風
︵
二
︶
─
演
劇
改
良
案
か
ら
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
受
容
ま
で
─
﹂︒

（
（
） 

南
明
日
香
﹃
永
井
荷
風
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
パ
リ
・
東
京　

造
景
の
言
葉
﹄︵
翰
林
書
房
︑
二
〇
〇
七
年
六
月
︶
六
九
頁
︒

（
（
） 

一
九
一
〇
年
七
月
の
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
に
﹁
夜
︵
モ
オ
パ
ツ
サ
ン
が
旅
行
記
の
一
節
︶﹂
と
し
て
掲
載
︒

（
（
） 

訳
文
は
安
倍
能
成
︑
森
田
草
平
訳
﹃
人
及
芸
術
家
と
し
て
の
ト
ル
ス
ト
イ
並
に
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
ー
﹄︵
玄
黄
社
︑
一
九
一
四
年
二
月
︶
に
よ
っ
て

お
り
︑
以
降
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
︒

（
（
） 

鈴
木
貞
美
﹃﹁
日
本
文
学
﹂
の
成
立
﹄︵
作
品
社
︑
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
︶
三
六
七
頁
︒



─ 30─ （119）

（
（0
） 

明
治
三
〇
年
代
の
象
徴
主
義
受
容
に
つ
い
て
は
︑
遠
山
博
雄
﹁
象
徴
主
義
移
入
の
諸
問
題
︵
上
︶︵
下
︶﹂︵﹃
駒
澤
大
学
総
合
教
育
研
究
部
紀
要
﹄
第
四

号
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
︑﹃
駒
澤
大
学
外
国
語
論
集
﹄
第
九
号
︑
二
〇
一
〇
年
九
月
︶
に
詳
し
い
︒

（
（（
） 
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
︑
つ
と
に
吉
田
精
一
﹃
自
然
主
義
の
研
究　

上
﹄︵
東
京
堂
︑
一
九
五
五
年
一
一
月
︶
や
︑
相
馬
庸
郎
﹃
日
本
自
然
主
義
再
考
﹄

︵
八
木
書
店
︑
一
九
八
一
年
一
二
月
︶
な
ど
に
よ
っ
て
詳
細
に
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒

（
（（
） 

相
馬
︑
前
掲
書
﹃
日
本
自
然
主
義
再
考
﹄
六
～
七
頁
︒

（
（（
） 

相
馬
庸
郎
﹃
日
本
自
然
主
義
論
﹄︵
八
木
書
店
︑
一
九
七
〇
年
一
月
︶︑
権
藤
愛
順
﹁
明
治
期
に
お
け
る
感
情
移
入
美
学
の
受
容
と
展
開
─
﹁
新
自
然

主
義
﹂
か
ら
象
徴
主
義
ま
で
﹂︵﹃
日
本
研
究
﹄
第
四
三
号
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︶︒

（
（（
） 

相
馬
︑
前
掲
書
﹃
日
本
自
然
主
義
論
﹄
二
七
頁
︒

（
（（
） 

権
藤
︑
前
掲
論
文
︒

（
（（
） 

椎
名
健
人
﹁
作
家
間
の
師
弟
関
係
と
承
認
の
機
能
─
永
井
荷
風
﹃
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
﹄
を
手
が
か
り
に
─
﹂︵﹃
教
育
・
社
会
・
文
化
：
研
究

紀
要
﹄
第
一
八
号
︑
二
〇
一
八
年
三
月
︶︒

（
（（
） 

相
馬
︑
前
掲
書
﹃
日
本
自
然
主
義
再
考
﹄
八
頁
︒

（
（（
） 

た
だ
し
︑
荷
風
音
楽
論
と
同
時
代
自
然
主
義
思
潮
と
の
接
近
を
︑
両
者
の
一
義
的
な
親
和
性
に
基
づ
く
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
り
︑

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
移
入
さ
れ
た
﹁
自
然
主
義
﹂
の
多
義
性
が
も
た
ら
し
た
混
乱
の
中
で
起
こ
っ
た
一
現
象
と
し
て
み
る
べ
き
だ

ろ
う
︒

※
本
稿
に
お
け
る
荷
風
作
品
・
書
簡
等
の
引
用
は
︑
特
に
断
り
の
な
い
限
り
︑
す
べ
て
﹃
荷
風
全
集
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年
五
月

～
一
九
九
五
年
八
月
︶
に
よ
っ
た
︒


