
に
は
、
純
情
や
悲
劇
性
は
稀
薄
に
な
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
女
も
の
が
た

り
」
と
い
う
類
型
に
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
写
実

と
い
う
技
巧
に
新
し
い
進
境
は
示
し
た
け
れ
ど
も
、
内
容
的
に
近
代

性
を
稀
薄
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
硯
友
社
の
作
品
が
人
々
に

あ
か
れ
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ

の
よ
う
な
風
俗
的
傾
向
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
紅
葉
は
こ
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
た
め
に
「
心

の
闇
」
　
（
二
六
年
）
　
「
多
情
多
恨
」
（
二
九
年
）
「
金
色
夜
叉
」
　
（
三

〇
年
）
を
書
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
作
に
は
、
再
び
純
情

と
悲
恋
が
大
き
く
浮
か
び
上
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
、
従
来
紅
葉

の
代
表
作
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
伽
羅
枕
」
　
「
三
人
妻
」

な
ど
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
位
置
を
失
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
二
十
年
代
の
小
説
の
特
質
と
し
て
、

純
情
と
悲
恋
は
ま
さ
に
、
そ
の
中
心
に
位
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

と
く
に
、
斎
藤
緑
雨
が
「
油
地
獄
」
な
ど
で
、
写
実
は
果
し
得
た

が
、
純
情
を
否
定
的
に
あ
つ
か
っ
た
の
と
思
い
あ
わ
せ
る
と
、
硯
友

社
の
新
し
さ
が
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
写
実
の
み
に

新
し
さ
お
も
し
ろ
さ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
純
情
と
悲
恋
と
い
う

時
代
の
人
間
的
な
課
題
を
、
取
り
あ
ば
た
か
ら
、
お
も
し
ろ
さ
、
よ

さ
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

も
う
時
間
が
来
た
の
で
、
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
透
谷

二
六

や
露
伴
の
超
現
実
的
な
世
界
で
の
純
情
や
悲
恋
の
追
求
、
二
十
年
代

末
の
、
深
刻
小
説
や
観
念
小
説
に
お
け
る
純
情
と
悲
恋
、
ま
た
一
葉

の
初
期
の
小
説
な
ど
こ
の
間
題
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
ま
た
、

明
治
小
説
の
方
法
上
の
特
質
で
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
こ
の
純
情
と

悲
恋
と
の
関
係
な
ど
も
、
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
た
次
の

機
会
に
お
話
し
し
た
い
。

受
贈
誌
（
3
1
・
1
－
3
2
・
2
）

法
政
大
学
文
学
部
紀
要

人
文
科
学
紀
要

高
知
大
学
学
術

研
　
究
　
報
　
告

西
京
大
学
学
術

報
　
告
　
人
　
文

清
泉
女
子
大
学
紀
要

東
洋
大
学
紀
要

滋
　
賀
　
大
　
学

学
芸
学
部
紀
要

金
　
沢
　
大
　
学
、

法
文
学
論
文
集

日
本
大
学
世
田
谷

教
養
学
部
紀
要

N
O
宍
日
本
文
学
籍
）
一

第
九
輯
（
猿
轡
）
Ⅲ

第
四
巻

三
四
・
三
七
・
四
〇

第
七
号

三第
六
・
八
輯

第
六
号

四
文
学
篇

第
五
輯

法

政

大

学

文

学

部

日

　

本

　

文

　

学

　

科

東
京
大
学
教
養
学
部

人

　

文

　

科

　

学

　

科

高
　
　
知
　
　
大
　
　
学

西
　
　
京
　
　
大
　
　
学

清
　
泉
　
女
　
子
　
大
　
学

東
　
　
洋
　
　
大
　
　
学

滋
賀
大
学
学
芸
学
部

金
　
　
沢
　
　
大
　
　
学

日
　
　
本
　
　
大
　
　
学

世

田

谷

教

養

学

部

国
　
崎
　
望
　
久

太
　
郎

恥
灘
灘
荻
諏

落
　
伍
　
者
　
の
　
文
　
学

－
　
啄
木
論
の
一
視
点
1
－
・

文
学
者
の
さ
ま
ざ
ま
の
型
の
う
ち
に
、
あ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
顕
著

な
日
本
的
特
性
と
し
て
落
伍
者
の
文
学
の
系
譜
を
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
が
日
本
の
民
族
の
文
学
心
を
つ
よ
く
ひ
き
つ
け
る
理

由
は
、
ま
だ
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
伝
統
的
に
強
力
な
も

の
で
、
わ
れ
わ
れ
が
文
学
を
受
容
す
る
際
の
心
理
的
傾
斜
と
し
て
前

提
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

落
伍
者
と
は
、
も
ち
ろ
ん
実
生
活
上
の
つ
ら
い
緊
張
を
必
要
と
す

る
戦
線
か
ら
の
脱
落
者
で
あ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
戦
斗
の
種
類

や
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
戦
斗
か
ら
の
離
脱
の
様
相
も
多
様
で

あ
る
が
、
実
生
活
に
敗
北
し
た
点
は
共
通
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
多

く
の
人
々
が
実
生
活
の
上
で
経
験
す
る
一
嬢
の
落
伍
者
は
こ
こ
で
は

問
題
に
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
落
伍
者
に
し
て
な
お
文
学
活
動
を
継
続

し
た
人
々
だ
け
を
対
象
に
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
々
の

実
生
活
と
そ
の
文
学
的
創
造
的
活
動
と
は
、
内
面
的
に
深
く
結
び
あ

落
伍
者
の
文
学

っ
て
い
る
し
、
文
学
の
本
質
を
考
察
す
る
場
合
に
も
非
常
に
大
事
な

契
機
を
ふ
く
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
落
伍
者
の

文
学
の
系
譜
に
、
も
う
少
し
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で

は
顕
微
鏡
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
細
胞
の
よ
う
に
、
文
学
と
実
生
活
と

の
関
係
が
、
弦
大
さ
れ
た
明
ら
か
な
形
で
示
め
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
文
学
の
面
白
さ
に
は
、
こ
う
し
た
実
生
活
と
の
関
係
か
ら
喚

起
さ
れ
る
部
分
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

近
代
の
作
家
を
念
頭
に
う
か
べ
る
時
、
人
生
の
中
途
で
挫
折
し
た

人
々
の
数
の
多
い
こ
と
に
痛
ま
し
い
思
い
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

自
ら
生
命
を
絶
っ
た
肩
山
、
透
谷
、
龍
之
介
、
春
月
、
有
島
武
郎
、

太
宰
治
を
は
じ
め
と
し
て
、
窮
迫
の
中
に
文
学
者
と
し
て
の
生
命
を

消
耗
し
尽
し
た
か
に
思
わ
れ
る
一
葉
や
啄
木
、
葛
西
蓄
蔵
や
嘉
村
磯

多
等
の
作
家
の
生
体
験
は
、
ま
こ
と
に
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
。
中

途
で
挫
折
し
た
と
い
う
点
で
は
小
林
多
喜
二
の
例
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

二
七



彼
は
天
皇
制
権
力
の
野
蛮
な
拷
問
に
よ
っ
て
無
惨
に
し
て
悲
痛
な
死

に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
雌
の
系
列
に
は
、
も
ち
ろ
ん
入
れ
る
わ

け
に
は
行
か
ぬ
。
自
殺
し
た
作
家
や
殆
ん
ど
窮
死
に
近
い
生
を
終
え

た
作
家
で
あ
っ
て
も
、
彼
等
を
お
し
な
べ
て
落
伍
者
と
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
そ
の
文
学
も
落
伍
者
の
文
学
と
み
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
そ
こ
に
は
微
妙
な
相
違
が
あ
る
。
わ
れ
あ
れ
が
落
伍
者
の
文

学
と
呼
ぶ
と
き
、
そ
こ
に
は
時
代
の
文
学
精
神
の
前
進
か
ら
落
伍
し

た
と
い
う
霜
切
な
意
識
に
よ
る
必
死
の
表
情
が
感
じ
ら
れ
る
場
合
に

限
定
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
だ
か
ら
一
葉
は
若
く
し
て
み
ま
か

っ
た
が
、
む
し
ろ
自
己
の
文
学
的
可
能
性
に
つ
い
て
は
夢
想
を
持
ち

え
た
。
子
規
も
病
苦
の
間
に
長
く
な
い
生
涯
を
閉
ぢ
た
が
、
そ
の
文

学
は
す
こ
ぶ
る
健
康
で
あ
っ
た
。
蓄
蔵
や
磯
多
は
実
生
活
の
上
か
ら

は
、
ま
さ
し
く
落
伍
者
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
等
は
芸
術
至
上

主
義
的
な
信
仰
を
持
ち
得
た
点
に
お
い
て
救
お
れ
て
い
た
。
だ
か
ら

わ
れ
わ
れ
は
自
己
の
文
学
的
仕
事
に
自
信
を
う
し
な
い
自
ら
死
を
選

ん
だ
作
家
た
ち
の
系
列
を
念
頭
に
も
て
ば
よ
か
ろ
う
。
彼
等
が
客
観

的
に
実
生
活
上
の
落
伍
者
で
な
か
っ
た
場
合
に
も
落
伍
者
意
識
は
共

有
し
て
い
た
。
文
学
的
に
自
己
の
表
現
が
、
時
代
の
要
求
に
隔
離
さ

れ
て
い
る
と
い
う
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

㈲

石
川
啄
木
を
こ
の
系
列
に
お
い
て
み
る
こ
と
に
人
々
は
奇
異
の
感

を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
従
来
、
啄
木
は
浪
漫
主
義
詩
人
と
し

革
～
－
↓
r
　
　
　
匿
鉦
陪
瞥
謙
遜
蜜
㍗
い
巌
駄
離
散
将
熟
か
小
高
蕉
￥
無
i
山
隠
高
イ
息
子
日
豪
計
軍
”
主
5
い
獣
卸
軋
方
終
年
か
れ
無
学
亮
．
、
書
”
暫
く
芳
賀
．
”
満
票

二
八

て
出
発
し
、
自
然
主
義
の
観
照
性
を
批
判
し
、
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」

の
評
論
に
お
い
て
、
い
ち
早
く
社
会
主
義
文
学
へ
の
道
を
指
摘
し
た

戦
斗
的
革
命
的
詩
人
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
啄
木
の
、
先
駆

者
と
し
て
の
明
敏
な
頭
脳
と
直
観
と
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
の

豊
富
な
可
能
性
を
ふ
く
む
遺
産
で
あ
っ
た
。
－
一
応
は
こ
れ
で
よ

い
と
い
う
妥
協
的
な
考
え
を
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
今
日
で
は
、
こ
の

定
説
化
し
て
い
る
啄
木
像
を
根
本
か
ら
再
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
こ
の
啄
木
像
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
発
展
過
程
の
中
で
形

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
啄
木
研
究
も
、
そ
の
小
説
の
再
評

価
や
伝
記
研
究
の
精
緻
化
と
し
て
相
当
前
進
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
が
、
殆
ん
ど
そ
の
す
べ
て
が
戦
前
の
啄
木
像
を
壮
厳
す
る
仕
事
に

捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
根
本
的
な
批
判
が
な
い
。
だ
か
ら
右
の
よ
う
な

啄
木
の
文
学
史
的
光
栄
に
関
す
る
定
説
は
、
既
に
定
説
で
は
な
く
伝

説
で
あ
る
。
伝
説
は
客
観
的
歴
史
的
批
判
の
追
求
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
私
が
若
い
諸
君
の
新
鮮
な
感
受
と
批
判
に
期
待
す

る
の
も
実
に
こ
の
点
で
あ
る
。
諸
君
は
啄
木
を
愛
す
る
だ
ろ
う
。
愛

す
る
と
は
対
象
の
批
判
的
構
成
に
ま
で
い
た
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か

ら
自
由
な
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
を
用
意
し
て
も
お
か
し
い
筈
は
な
い
。

出
来
る
だ
け
客
観
的
に
把
握
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
わ
け

の
も
の
で
も
な
い
。

啄
木
の
文
学
に
「
落
伍
者
の
文
学
」
的
性
格
を
み
よ
う
と
い
う
こ

と
は
、
も
ち
ろ
ん
啄
木
文
学
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
多
く
の
試
み
の
中

i
鎮
裳
勘
　
　
　
）
、
南
中
．
凝
蔦
瀧
嬰
日
管
教
露
－
卦
．
岳
－
p
t
S
B
t
蕃
動
き
の
摸
．
虜
。
g
n
凹
－
日
昌
日
日
巴
語
忠
覆
審
忠
急
熱
忠
簡
鞍
益
虫
稼
萎
黒
鼠
菅
菅
停
泊
旧
情

の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
お
れ
わ
れ
が
さ
き
の
固
定
し
た
啄

木
像
か
ら
解
放
さ
れ
る
だ
け
の
消
極
的
な
意
味
は
も
ら
う
る
だ
ろ
う
。

現
在
必
要
な
の
は
固
定
化
し
た
見
解
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

啄
木
は
一
九
〇
二
年
明
治
三
十
五
年
十
月
、
岩
手
県
立
盛
岡
中
学

を
五
年
生
の
時
中
退
し
た
。
彼
の
一
生
の
挫
折
が
、
こ
の
時
の
青
年

客
気
に
由
来
し
て
い
る
と
の
み
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
正
規
の

学
歴
を
欠
い
た
た
め
に
、
啄
木
の
う
け
た
実
生
活
上
の
ハ
ン
デ
ィ
キ

ャ
ッ
プ
は
可
成
り
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
気
付
い
て
東
京

で
私
立
中
学
へ
編
入
試
験
を
受
け
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も
果
せ
な

か
っ
た
。
明
治
の
社
会
は
学
歴
に
よ
っ
て
実
生
活
上
の
序
列
を
規
制

す
る
風
習
を
頑
な
に
守
っ
た
か
ら
、
啄
木
が
生
活
を
展
開
向
上
せ
し

め
よ
う
と
す
る
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
も
た
ら
し
た
。
小
学
校
教

員
に
な
る
資
格
さ
え
得
ら
れ
ず
、
代
用
教
員
を
も
っ
て
甘
じ
ね
は
な

ら
な
か
っ
た
。
「
日
本
一
の
代
用
教
員
」
を
も
っ
て
自
認
し
た
と
し
て

も
、
代
用
教
員
は
代
用
教
員
で
あ
り
、
社
会
の
待
遇
は
そ
れ
に
相
応

し
た
。
三
十
九
年
の
年
譜
は
「
月
給
八
田
。
時
に
食
事
を
欠
く
ほ
ど

の
窮
乏
に
あ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
北
海
道
に
お
け
る
新

聞
記
者
生
活
の
変
転
も
そ
の
必
然
的
な
展
開
で
あ
っ
て
窮
乏
を
打
開

す
る
機
会
は
な
か
っ
た
。

啄
木
が
社
会
の
下
層
に
沈
滴
す
る
こ
と
に
嫌
悪
を
感
じ
、
そ
こ
か

ら
の
脱
出
に
必
死
の
期
待
を
抱
い
た
時
で
も
そ
れ
は
全
く
遇
然
の
機

会
を
ま
つ
の
み
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
一
年
四
月
、
釧
路
を
き
り
、
単

落
伍
者
の
文
学

身
上
京
し
て
新
詩
社
に
投
じ
た
時
も
、
生
活
上
の
実
際
的
な
顧
慮
は

少
し
も
は
ら
っ
て
い
な
い
。
五
月
以
降
は
金
田
一
京
助
の
下
宿
に
こ

ろ
げ
こ
み
、
物
心
両
面
の
援
助
を
う
げ
ろ
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ

て
小
説
家
と
し
て
の
生
活
に
出
発
し
よ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
を
こ
の

時
二
十
三
才
の
啄
木
に
、
文
壇
が
そ
れ
ほ
ど
寛
大
で
あ
る
筈
も
な
く

「
小
説
の
売
込
み
に
狂
奔
す
れ
ど
も
殆
ど
成
算
な
く
、
妄
想
と
不
眠
症

に
悩
ま
さ
れ
、
且
つ
川
上
眉
山
の
生
活
難
に
よ
る
自
殺
に
衝
動
を
受

く
」
（
年
譜
）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
翌
四
十
二
年
二
月
朝
日
新
聞
に
、

校
正
係
と
し
て
月
給
二
十
五
円
、
外
に
夜
勤
手
当
〓
復
一
円
の
約
束

で
入
社
し
た
時
、
漸
く
啄
木
の
生
活
上
の
基
礎
が
で
き
た
よ
う
に
見

え
る
。
け
れ
ど
も
啄
木
の
扶
養
す
べ
き
家
族
は
両
親
と
妻
子
、
妹
と
が

あ
っ
′
た
。
内
部
に
は
家
庭
の
不
和
が
あ
り
、
病
気
が
あ
っ
た
。
こ
の

前
後
の
啄
木
の
経
済
的
窮
乏
は
そ
の
日
記
と
手
紙
と
に
よ
っ
て
精
し

く
知
る
と
と
が
で
き
る
。
貧
乏
は
彼
の
一
生
に
つ
き
ま
と
う
て
い
た
。

特
別
に
浪
費
癖
が
あ
っ
た
あ
げ
で
も
な
い
が
、
そ
れ
と
戦
う
現
実
的

な
手
段
や
処
理
能
力
を
欠
い
て
い
た
啄
木
は
、
愈
々
窮
迫
を
か
さ
ね

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

彼
の
経
済
的
困
難
は
四
十
四
年
二
月
、
大
学
病
院
三
浦
内
科
で
受

診
、
慢
性
腹
膜
炎
と
決
定
し
た
以
後
更
に
肺
結
核
の
悪
化
と
共
に
い

よ
い
よ
甚
し
く
な
っ
た
。
そ
の
惨
状
の
中
で
遂
に
翌
四
十
五
年
四
月

十
三
日
、
そ
の
多
難
な
り
し
生
涯
を
終
っ
た
。
身
近
か
に
い
た
友
人

達
は
や
れ
や
れ
と
い
う
思
い
を
も
っ
て
、
こ
の
薄
幸
な
詩
人
の
葬
餞

二
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を
執
り
お
こ
な
っ
た
。

㈲

啄
木
は
生
活
者
と
し
て
は
明
ら
か
に
落
伍
者
で
あ
っ
た
。
勝
気
で

自
己
の
才
能
に
た
の
む
こ
と
の
多
か
っ
た
啄
木
に
は
、
こ
の
事
実
は

辛
棒
し
が
た
い
現
実
で
あ
っ
た
。
彼
は
現
実
に
失
う
こ
と
の
多
か
っ

た
自
己
の
生
活
を
文
学
の
世
界
に
求
め
た
。
実
生
活
に
う
し
な
っ
た

も
の
の
代
償
を
と
も
か
く
、
文
学
の
世
界
で
発
見
す
る
方
法
を
手
に

し
え
た
と
こ
ろ
に
啄
木
の
悲
し
い
幸
福
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
そ
の

文
学
の
迫
真
力
の
秘
密
な
源
で
も
あ
っ
た
。
「
歌
は
私
の
悲
し
い
玩

具
で
あ
る
。
」
　
と
い
う
方
法
論
の
把
握
が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
思
想

的
追
求
と
理
論
的
活
動
と
が
、
そ
の
実
生
活
を
認
識
す
る
上
に
新
し

い
相
を
加
え
た
こ
と
も
多
大
で
あ
っ
た
。
か
く
て
彼
の
文
学
的
理
論

的
世
界
が
生
れ
、
そ
れ
は
あ
お
た
だ
し
い
歩
み
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、

浪
漫
主
義
自
然
主
義
を
経
て
、
更
に
社
会
主
義
文
学
へ
の
方
向
を
指

し
し
め
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
的
先
駆
者
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
こ
の
生
活
上
の
落
伍
者
は
落
伍
者
た
る
痛
切
な
経
験
の
代
償
と

し
て
、
文
学
上
の
先
駆
者
と
し
て
の
仕
事
を
果
し
て
遂
行
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
わ
れ
あ
れ
は
多
少
安
易
に
啄
木
文
学
の
実
質

を
過
大
に
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

彼
が
詩
集
『
あ
こ
が
れ
』
を
刊
行
し
て
明
星
派
の
浪
漫
主
義
詩
人

と
し
て
詩
壇
の
片
隅
に
登
場
し
た
の
は
、
明
治
荊
八
年
二
十
才
の
五

三
〇

月
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
集
に
つ
い
て
の
研
究
も
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。

模
倣
に
巧
み
な
技
巧
的
な
詩
で
あ
る
と
み
た
り
、
「
自
己
の
生
活
と

経
験
を
い
か
に
時
代
思
潮
と
結
び
つ
け
て
自
己
の
思
想
と
人
生
観
を

追
求
し
た
か
を
実
証
し
た
」
（
窪
川
鶴
次
郎
）
詩
集
と
み
ら
れ
た
り
、
其

の
間
に
十
分
な
統
一
的
見
解
は
な
い
。
け
れ
ど
も
確
に
後
者
の
見
解

が
前
提
に
し
て
い
る
啄
木
の
浪
漫
的
知
性
は
特
長
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
泣
豊
・
有
明
を
は
じ
め
当
時
の
詩
人
た
ち
か
ら
詩
的
技
巧
を
奪
取

し
、
そ
の
模
倣
な
い
し
亜
流
と
み
ら
れ
る
作
品
を
つ
く
り
え
た
の
も
、

そ
う
し
た
浪
漫
的
知
性
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

彼
が
こ
う
し
た
詩
人
的
出
発
を
し
た
明
治
三
十
八
年
は
、
明
星
派
の

全
盛
期
は
既
に
過
ぎ
か
け
自
然
主
義
文
学
が
そ
の
力
強
い
運
動
の

出
発
を
な
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
前
年
あ
た
り
か
ら
自
然
主

義
運
動
は
盛
ん
に
な
り
は
じ
め
て
い
る
。
時
代
の
新
し
い
思
想
に
接

触
す
る
に
は
啄
木
は
あ
ま
り
に
遠
く
に
お
り
、
そ
の
自
然
主
義
思
想

の
現
実
性
を
理
解
す
る
に
は
、
若
く
且
つ
浪
漫
的
で
あ
り
す
ぎ
た
。

だ
か
ら
啄
木
は
文
学
史
的
に
正
確
に
い
え
ば
時
代
遅
れ
の
浪
漫
詩
人

と
し
て
自
然
主
義
文
学
運
動
の
形
成
期
に
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

北
海
道
で
苦
し
い
現
実
生
活
の
体
験
を
か
さ
ね
、
自
然
主
義
文
学

を
理
解
す
る
に
い
た
る
文
学
的
思
想
的
径
路
は
い
ま
は
云
わ
な
い
。

と
ま
れ
彼
が
自
己
を
自
然
主
義
文
学
者
と
し
て
規
定
し
た
明
治
四
十

一
年
、
あ
る
い
は
「
食
ふ
べ
き
詩
」
に
自
然
主
義
的
詩
論
を
か
い
た

翌
四
十
二
年
、
こ
う
し
た
時
期
に
は
自
然
主
義
文
学
運
動
は
既
に
頚

懸
期
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
事
実
を
わ
れ
わ
れ
は
注
意
し
ょ
う
。

彼
は
急
速
に
あ
る
い
は
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
新
し
い
思
想
へ
自
己
を
結
び

付
け
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
し
て
其
処
に
到
達
し
た
瞬
間
、
既
に
時

代
の
文
学
動
向
は
別
の
方
向
に
向
っ
て
い
た
。
其
処
に
啄
木
の
悲
劇

が
あ
る
。
彼
は
そ
の
文
学
も
思
想
も
落
着
い
て
成
熟
さ
せ
る
と
と
が

で
き
な
い
。
そ
こ
に
彼
の
文
学
的
主
体
性
の
弱
き
の
必
然
性
が
あ
る
。

感
傷
的
で
あ
る
の
は
、
彼
の
短
歌
作
品
の
み
の
特
長
で
は
な
い
。
そ

の
思
想
と
評
論
活
動
の
全
体
を
通
じ
る
共
通
し
た
特
長
で
あ
る
。
こ

う
い
う
よ
う
に
一
概
に
評
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
正
し
く
な
い
か
も

知
れ
ぬ
。
特
に
自
然
主
義
文
学
の
時
期
に
お
け
る
啄
木
は
、
自
己
と

自
己
の
生
活
へ
の
反
省
と
凝
視
を
続
け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
若
さ
が

も
つ
抽
象
的
論
理
の
明
快
さ
に
ひ
か
れ
て
、
現
実
の
重
み
を
全
身
を

も
っ
て
う
け
と
め
て
い
る
姿
勢
は
な
い
。
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明
治
四
十
三
年
の
六
月
、
所
謂
大
逆
事
件
が
起
り
、
自
然
主
義
運

動
に
内
合
さ
れ
て
い
た
民
衆
の
民
主
的
諸
要
求
、
人
間
的
諸
権
利
に

つ
い
て
の
思
想
は
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
る
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
。
文

壇
の
反
響
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
啄
木
は
既
に
こ
の
年
二
月
に
か

い
た
評
論
「
性
急
な
思
想
」
　
に
お
い
て
自
然
主
義
運
動
が
「
国
家
と

い
う
既
定
の
権
力
に
対
し
て
も
、
其
懐
疑
の
鋒
尖
を
向
け
ね
は
な
ら

ぬ
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
」
　
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
幸
徳
の
事
件

に
よ
っ
て
強
い
衝
動
を
う
け
る
心
理
的
準
備
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

落
伍
者
の
文
学

こ
の
の
ち
社
会
主
義
関
係
の
書
物
を
さ
が
し
は
じ
め
、
四
十
四
年
一

月
友
人
瀬
川
へ
の
手
紙
の
車
で
「
自
分
を
社
会
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と

を
露
擬
し
て
ゐ
た
が
、
今
で
は
も
う
躊
躇
し
な
い
。
」
　
と
云
う
に
至

っ
て
い
る
。
啄
木
の
社
会
主
義
思
想
の
性
質
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
、

し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
自
己
を
社
会
主
義
者
と
規

定
す
る
こ
と
が
、
如
何
な
る
現
実
的
意
味
を
も
っ
て
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点
は
果
し
て
主
体
的
に
深
く
啄
木
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
か
。
社
会
主
義
思
想
及
び
社
会
主
義
運
動
の
歴
史
的
展
開
と
啄
木

の
こ
の
自
己
確
認
と
を
比
較
し
て
み
る
時
、
此
処
で
も
わ
が
啄
木
は

ま
た
悲
劇
的
で
あ
っ
た
。
徹
底
的
弾
圧
に
よ
っ
て
運
動
自
体
が
壊
滅

に
ぴ
ん
し
た
時
、
彼
は
社
会
主
義
思
想
に
た
ど
り
つ
き
、
其
処
に
自

己
の
立
脚
地
を
お
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
も
な
く
訪
れ
た
死
に
よ
っ
て
、
彼
の
社
会
主
義
者
と
し
て
の
活

動
は
知
る
と
と
が
で
き
な
い
。
多
少
の
計
画
や
空
想
は
語
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
革
命
的
詩
人
の
面
貌
を
覗
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
先
駆
者
と
し
て
の
文
学
史
的
光
栄
を
彼
に
許
す
唯
一
の
論
理
は
、

自
然
主
義
文
学
の
批
判
的
帰
結
は
社
会
主
義
で
あ
り
、
社
会
主
義
文

学
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
論
理
の
抽
象
性
は
、
そ
の
後
の
文
学
史
の
具
体
的
展
開
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
観
念
の
呪
縛
か

ら
解
か
れ
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。
啄
木
は
晩
年
社
会
主
義

思
想
に
到
達
し
た
。
し
か
し
思
想
家
と
し
て
は
未
熟
で
あ
り
、
ま
た

三
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体
系
的
な
思
索
に
堪
え
る
人
間
で
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
多
く
の
社

会
主
義
思
想
家
が
弾
圧
さ
れ
た
の
ち
、
社
会
主
義
に
共
鳴
を
感
じ
た

事
実
は
、
彼
の
浪
漫
主
義
・
自
然
主
義
受
容
の
場
合
と
非
常
に
似
て

い
る
の
を
知
る
で
あ
ろ
う
。

先
駆
者
の
苫
斗
と
い
う
よ
り
、
時
代
の
新
し
い
思
潮
に
遅
れ
ま
い

と
し
で
真
面
目
な
思
想
的
前
進
に
焦
っ
て
い
る
若
者
の
印
象
が
強
く

の
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
不
安
と
焦
燥
と
は
、
さ
き
の
実
生
活
上
の

落
伍
者
で
あ
っ
た
事
実
と
微
妙
に
照
応
し
て
い
る
。
ま
た
文
学
的
思

想
的
前
進
の
点
に
お
い
て
も
い
つ
も
落
伍
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

必
死
の
追
求
の
果
て
に
獲
得
さ
れ
た
文
学
的
思
想
的
立
場
は
、
文
壇

の
あ
わ
た
だ
し
い
　
「
性
急
な
思
想
」
的
前
進
に
よ
っ
て
既
に
彼
と
隔

絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
－
　
こ
う
し
た
点
か
ら
も
啄
木
を
観
察

す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
は
自
己
の
豊
か
な
可
能
性
を
開
花
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
文
学
的
運
動
の
中
心
的
推
進
力
と
な
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
た
だ
生
活
派
短
歌
の
創
造
に
お
い
て
、
彼
の
文
学
的
主
体
に

適
応
し
た
形
式
を
発
見
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
強
い
て

み
と
め
ま
い
と
し
た
。
一
つ
の
才
能
の
不
幸
な
虐
殺
が
あ
る
。
そ
れ

で
も
彼
は
こ
の
抒
情
詩
的
方
法
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

）ヽ

．　み岬

啄
木
以
外
に
も
多
く
の
落
伍
者
が
あ
り
、
そ
の
文
学
が
あ
っ
た
。

時
代
と
歴
史
の
性
格
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
の
実
質
は
違
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
、
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わ
れ
わ
れ
の
文
学
を
享
受
す
る
心
的
傾
向
に
、
こ
う
し
た
落
伍
者
に

対
す
る
判
官
ヒ
イ
キ
的
な
偏
愛
が
あ
る
こ
と
は
警
戒
せ
ね
は
な
ら
ぬ
。

判
官
ヒ
イ
キ
は
ね
が
民
族
の
精
神
構
造
の
顕
著
な
特
質
で
あ
る
し
義

経
伝
説
を
は
じ
め
多
く
の
伝
説
を
形
成
せ
し
め
た
。
今
、
啄
木
が
若

く
し
て
天
才
的
詩
人
で
あ
り
、
人
生
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
悲
惨
を
経

験
し
、
美
し
い
恋
愛
を
し
、
悲
哀
に
満
ち
た
歌
を
作
り
、
遂
に
落
伍

し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
革
命
的
詩
人
と
し
て
の
先
駆
的

後
光
を
与
え
る
こ
と
に
は
、
慎
重
で
あ
る
が
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
は
啄

木
伝
説
の
形
成
を
そ
の
研
究
史
の
中
に
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

啄
木
が
お
か
れ
て
い
た
歴
史
的
位
相
に
よ
り
近
く
接
近
す
る
道
を
さ

が
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ
啄
木
を
正
し
く
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
革
命
的
詩
人
の
か
わ
り
に
文
学
的

主
体
性
の
か
弱
い
、
し
か
し
鋭
い
歌
人
啄
木
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

思
想
家
啄
木
で
は
な
く
、
生
活
派
短
歌
の
創
造
者
と
し
て
の
意
義
が

再
評
価
さ
れ
る
機
会
が
生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ

で
み
た
よ
う
に
落
伍
者
と
し
て
の
啄
木
を
み
る
こ
と
は
、
そ
の
一
視

点
か
ら
の
観
察
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
周
意

し
て
よ
い
視
点
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

文
　
学
　
教
　
育
　
の
　
構
　
想

－
　
『
小
僧
の
神
様
』
　
の
鑑
賞
を
め
ぐ
っ
て
　
ー
ー

水

田

悲

愁

潤

夢
殿
の
救
世
観
音
を
見
て
ゐ
る
と
、
そ
の
作
者
と
い
ぶ
や
う
な
も
の
は
全

く
浮
ん
で
来
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
志
賀
直
哉

文
学
教
育
と
は
、
文
学
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
人
間
を
つ
く
り
出
そ

ぅ
と
す
る
教
育
活
動
で
あ
る
。
文
学
が
人
間
形
成
に
関
与
し
、
教
育

性
を
も
つ
の
は
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
典
型
が
、
読
者
に
人
間
や
社
会

の
全
体
的
な
把
握
を
さ
せ
、
自
己
の
小
さ
な
世
界
を
お
し
ひ
ろ
げ
、

人
間
性
を
変
革
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
文
学
は
、
わ

れ
わ
れ
か
ら
人
間
の
価
値
に
つ
い
て
の
自
覚
を
ひ
き
出
し
、
現
実
に

た
ち
む
か
う
勇
気
と
力
を
与
え
る
。
し
、
か
も
、
人
生
い
か
に
生
く
べ

き
か
と
い
う
問
題
は
、
文
学
に
お
い
て
は
直
接
に
教
訓
と
し
て
与
え

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
文
学
享
受
の
感
動
の
掘
り
下
げ
を
と
お
し

て
具
体
的
に
つ
か
み
と
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
文
学
教
育
で
は
、
そ

の
感
動
を
孤
独
な
個
人
の
も
の
に
と
ど
め
な
い
で
、
感
覚
や
思
想
の

ち
が
っ
た
人
間
ど
う
し
が
人
間
と
し
て
じ
か
に
ふ
れ
あ
い
、
時
に
は

文
学
教
育
の
構
想

対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
た
が
い
の
断
層
や
み
ぞ
を
な
く
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
文
学
教
育
が
、
た
ん
に
教
師
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
る
学
校
教
育
と
し
て
の
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
家
庭
や

友
だ
ち
ど
う
し
の
人
間
交
渉
と
し
て
も
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
読
者
に
と
っ
て
は
文
学
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
う
し
た

意
図
で
は
読
ま
れ
な
い
。
文
学
は
普
通
に
は
娯
楽
の
た
め
に
読
ま
れ
、

あ
る
お
も
し
ろ
さ
へ
の
期
待
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
は
文
学
教
育
の
主
張
に
、
文
学
が
有
閑
階
級
的
な
遊
び
や
ア

ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
反
対
し
、
問
題
意
識
の
よ
び

お
こ
し
を
言
う
が
、
文
学
の
本
質
や
機
能
と
、
読
者
の
作
品
へ
の
姿

勢
を
混
同
し
て
論
じ
る
こ
と
が
、
文
学
教
育
を
混
乱
さ
せ
、
文
学
教

育
を
カ
サ
カ
サ
と
し
た
も
の
に
し
て
は
こ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と

を
謙
虚
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
立
場

か
ら
、
わ
た
し
は
「
読
者
の
が
わ
に
立
つ
価
値
的
な
読
み
と
り
」
を
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