
詩
経
は
、
白
川
静
教
授
が
生
涯
を
通
じ
て
探
究
を
重
ね
ら
れ
た
対
象
一
つ
で
あ
っ
た
。
若
い
時
代
に
精
読
し
た
書
物
の
一
つ
と
し
て
、
教
授
は
、

朱
熹
の
「
詩
集
伝
」
を
挙
げ
て
お
ら
れ
、
詩
経
へ
の
関
心
か
ら
、
清
朝
の
学
者
た
ち
の
著
述
に
も
広
く
目
を
通
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
博
士
学
位
請
求
論
文
と
さ
れ
た
の
も
、
詩
経
研
究
の
核
心
部
分
を
な
す
、「
興
の
研
究
」
で
あ
り
、
同
じ
く
東
ア
ジ
ア
の
古
代
歌
謡
で
あ
る

「
万
葉
集
」
へ
の
探
求
を
進
め
ら
れ
た
の
も
、
詩
経
に
対
す
る
関
心
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
白
川
教
授
の
中
国
古
代
文
化
探
索
の
核
心
部
分
に
、
常
に
詩
経
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
、
教
授
の
漢
字
研
究
や

神
話
・
思
想
研
究
に
つ
い
て
言
及
す
る
人
は
多
か
っ
た
が
、
詩
経
研
究
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
教
授
独
自

の
視
点
や
方
法
論
、
そ
れ
を
通
し
て
得
ら
れ
た
成
果
に
つ
い
て
論
じ
た
人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
た
し
か
に
「
稿
本
詩
経
研
究
」
や
、

と
り
わ
け
「
興
の
研
究
」
は
む
つ
か
し
い
書
物
で
あ
る
。
一
度
や
二
度
の
読
書
で
、
こ
う
し
た
書
物
が
十
全
に
理
解
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
う

で
は
あ
る
に
し
て
も
、
教
授
の
古
代
文
化
研
究
の
中
で
も
核
心
部
分
に
位
置
し
た
詩
経
研
究
を
無
視
し
て
は
、
そ
の
学
問
の
こ
と
を
語
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

白
川
教
授
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
、
わ
た
し
自
身
も
こ
れ
ま
で
、
詩
経
の
こ
と
を
少
し
ず
つ
考
え
て
き
た
。
詩
経
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
経
書

の
一
つ
と
し
て
、
古
来
、
無
数
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
注
釈
書
が
あ
り
、
ま
た
詩
経
の
成
立
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
論
じ
た
書
物
や
論
文
も
、
数

え
切
れ
ぬ
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
莫
大
な
数
の
著
述
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
が
詩
経
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
本
当
に

有
用
な
も
の
は
、
き
わ
め
て
数
が
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
多
く
の
書
物
が
経
学
的
な
ド
グ
マ
で
詩
経
を
解
釈
し
、
そ
う
で
な
い
書
物
も
、
実

証
の
伴
わ
な
い
独
断
で
詩
経
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
現
在
に
も
、
そ
う
し
た
書
物
は
少
な
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
）。
ド
グ
マ
に

v

立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
二
号

白
川
教
授
の
詩
経
研
究

龍
谷
大
学
教
授

小
南
一
郎



白
川
教
授
の
詩
経
研
究

も
独
断
に
も
陥
ら
ず
、
説
得
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
書
物
は
数
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
限
ら
れ
た
数
の
書
物
の
中
に
あ
っ
て
も
、
わ

た
し
に
と
っ
て
は
、
問
題
意
識
を
共
有
で
き
る
書
物
の
筆
頭
が
、
白
川
教
授
の
詩
経
を
め
ぐ
る
一
連
の
著
作
な
の
で
あ
る
。

以
下
に
、
わ
た
し
が
理
解
す
る
、
教
授
の
詩
経
研
究
の
方
法
と
内
容
と
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
教
授
と
関
心
を

共
有
す
る
部
分
へ
の
言
及
が
中
心
に
な
り
、
教
授
の
研
究
の
全
体
像
を
捉
え
き
れ
て
は
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
以
下
に
記
す
よ
う
な
理

解
が
、
わ
た
し
の
白
川
教
授
の
研
究
に
対
す
る
、
価
値
評
価
を
こ
め
た
位
置
づ
け
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
た
し
の
詩
経
研
究
の
基
盤
と
な
り
、
出
発

点
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
経
三
百
余
篇
の
各
々
の
作
品
の
前
に
は
、
小
序
と
呼
ば
れ
る
序
文
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
作
品
が
、
い
つ
の
時
代
に
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
、

い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
作
ら
れ
た
の
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
小
序
の
言
う
と
こ
ろ
が
そ
の
ま
ま
信
じ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
詩
経
に

対
す
る
探
究
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
容
易
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
序
の
説
明
が
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴
代
の
学

者
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
論
じ
て
来
た
。
と
り
わ
け
、
小
序
は
詩
経
の
詩
篇
の
内
容
に
道
徳
的
な
教
戒
を
読
み
取
ろ
う
と
努
め
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
宋
代
の
朱
熹
が
詩
経
の
中
に
男
女
の
恋
愛
歌
と
し
て
読
む
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
、
小
序
の
道
学
的
な
詩
経
理
解

に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
漢
代
以
来
の
詩
経
学
の
進
展
は
、
小
序
へ
の
疑
問
の
深
ま
り
と
並
行
し
て
い
た

と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

白
川
教
授
も
、『
詩
経
研
究
通
論
篇
』
の
第
二
章
、
説
話
詩
の
研
究
、
に
お
い
て
、
小
序
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
背
後
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
歴
史

的
事
件
を
網
羅
的
に
検
討
し
、
個
々
の
作
品
と
、
小
序
が
関
連
づ
け
て
い
る
事
件
と
の
間
に
、
な
ん
ら
必
然
的
な
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
ら

れ
た
。
小
序
の
作
者
は
、
主
と
し
て
春
秋
左
氏
伝
を
使
っ
て
、
詩
経
の
個
々
の
作
品
を
順
番
に
、
む
り
や
り
に
歴
史
的
な
枠
組
み
の
中
に
押
し
込
ん

だ
こ
と
を
詳
し
く
論
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
も
小
序
に
対
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
呈
さ
れ
て
は
い
た
が
、
作
品
の

内
容
と
小
序
と
の
間
に
大
き
な
矛
盾
が
な
い
場
合
に
は
、
ひ
と
ま
ず
小
序
が
提
出
し
た
枠
組
み
の
中
で
そ
の
意
味
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
折
衷
的
な

態
度
を
取
る
注
釈
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
教
授
は
、
古
来
の
注
釈
が
援
用
し
て
来
た
、
作
品
内
容
の
意
味
づ
け
も
、
作
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品
制
作
の
背
景
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
歴
史
的
事
件
と
の
関
係
づ
け
も
、
と
も
に
架
空
の
も
の
で
、
ま
っ
た
く
拠
り
所
に
な
ら
な
い
こ
と
を
説
得
的
に

示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
古
く
よ
り
、
詩
経
を
読
む
た
め
の
基
礎
と
な
っ
て
来
た
、
経
学
的
な
枠
組
み
が
完
全
に
虚
妄
な
も
の
だ
と
知
ら
れ
た
と
き
、

詩
経
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
視
点
と
方
法
と
を
、
一
か
ら
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
詩
経
に
対

す
る
研
究
は
、
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
、
そ
の
研
究
を
一
歩
、
前
に
進
め
る
た
め
に
、
従
前
に
は
な
い
、
新
し
い
挑
戦
が
待
た
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

詩
経
が
小
序
の
呪
縛
か
ら
開
放
さ
れ
た
あ
と
、
ま
っ
た
く
新
し
い
視
点
で
、
そ
の
本
文
を
読
み
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
た
め
の
挑
戦
は
す
で
に
い
く
つ
か
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
セ
ル
・
グ
ラ
ネ
の
『
中
国
古
代
の
祭
礼
と
歌
謡
』
の
仕
事
に
つ
い
て
、
白

川
教
授
は
、
詩
経
に
対
す
る
古
典
的
研
究
に
終
止
符
を
打
ち
、
ま
っ
た
く
新
し
い
観
点
で
詩
経
を
研
究
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
グ
ラ

ネ
は
、
詩
経
の
形
成
の
場
を
中
国
古
代
の
農
村
に
求
め
、
そ
の
共
同
社
会
に
お
け
る
祭
礼
の
中
で
の
舞
踏
歌
や
男
女
の
歌
に
よ
る
掛
け
合
い
が
詩
経

の
詩
篇
形
成
の
基
盤
と
な
っ
た
と
す
る
論
を
展
開
し
、
そ
う
し
た
視
点
で
詩
経
の
各
作
品
を
読
み
な
お
し
た
。
教
授
は
、
こ
う
し
た
グ
ラ
ネ
の
観
点

を
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
グ
ラ
ネ
が
詩
経
形
成
の
過
程
を
あ
ま
り
に
も
単
純
化
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
不
満
を
表
明
さ
れ
る
。
詩
経
の
歌
謡
の
起
源

を
も
っ
ぱ
ら
古
代
農
村
の
季
節
の
行
事
の
場
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
、
疑
問
を
呈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
白
川
教
授
は
、
グ
ラ
ネ
が
説
く
よ
う
な
場
で
詩
経
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
グ
ラ
ネ
が
想
定
し
て
い
る

の
は
、
詩
経
の
詩
篇
を
育
て
た
場
の
一
つ
の
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
詩
経
の
多
様
な
内
容
の
詩
篇
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の

か
に
興
味
を
懐
く
者
の
一
人
と
し
て
は
、
教
授
が
、
グ
ラ
ネ
の
理
論
に
、
必
ず
し
も
正
面
か
ら
対
峙
し
て
お
ら
れ
ぬ
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
を
残
念
に
思
う
。
グ
ラ
ネ
が
言
う
よ
う
な
場
は
、
詩
経
を
育
ん
だ
場
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
農
村
の

祭
礼
の
場
が
、
詩
経
形
成
の
基
盤
全
体
の
中
で
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
を
占
め
、
そ
れ
以
外
の
部
分
を
形
成
し
た
場
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
詳
し
い
ご
意
見
を
聞
き
た
か
っ
た
と
思
う
。

グ
ラ
ネ
説
に
対
し
て
軽
く
い
な
さ
れ
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
と
は
対
照
的
に
、
教
授
が
正
面
か
ら
立
ち
向
か
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
松
本
雅
明
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白
川
教
授
の
詩
経
研
究

氏
の
『
詩
経
諸
篇
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』
が
展
開
す
る
詩
経
理
解
の
方
法
と
そ
の
結
論
と
で
あ
る
。
松
本
氏
の
詩
経
研
究
も
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統

的
な
研
究
を
大
き
く
越
え
た
も
の
で
、
独
自
の
視
点
と
方
法
論
と
を
も
っ
て
、
詩
経
の
形
成
に
つ
い
て
根
本
か
ら
考
え
な
お
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
松
本
氏
は
、
詩
篇
形
成
の
場
を
考
え
る
よ
り
も
、
ま
ず
詩
経
独
特
の
表
現
と
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
思
考
の
形
態
に
目
を
注
が
れ
た
。
そ
の

検
討
は
詩
経
の
表
現
の
細
部
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
そ
の
個
々
の
論
証
に
つ
い
て
は
論
理
の
追
い
に
く
い
部
分
が
な
い
で
は
な
い
が
、
結
論
と
し
て

導
き
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
詩
経
に
特
徴
的
な
表
現
様
式
で
あ
る
興
の
技
法
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
、
詩

き
ょ
う

経
諸
篇
の
形
成
の
順
序
と
し
て
、
庶
民
的
な
歌
謡
か
ら
、
知
識
階
層
の
歌
へ
と
い
う
新
古
の
層
を
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
国
風
の
詩
篇
と

小
雅
（
と
り
わ
け
変
小
雅
と
呼
ば
れ
る
部
分
）
と
に
見
え
る
興
の
技
法
の
性
格
の
変
化
を
通
し
て
、
国
風
の
庶
民
的
な
作
品
が
先
に
成
立
し
、
知
識

人
的
な
思
考
が
見
え
る
小
雅
の
諸
作
品
は
、
そ
の
あ
と
に
出
現
し
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

白
川
教
授
も
、
興
と
い
う
技
法
の
検
討
を
詩
経
の
詩
篇
の
形
成
を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
興
と
い
う
技
法
は
、
顧
頡

剛
な
ど
は
漢
代
の
歌
謡
に
も
同
様
の
形
態
の
も
の
が
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
は
い
る
が
、
他
の
文
化
地
域
の
古
代
歌
謡
に
も
、
現
在
の
民
謡
に
も
、
同

類
の
技
法
は
、
少
な
く
と
も
顕
著
な
か
た
ち
で
は
見
ら
れ
な
い
。
興
の
技
法
が
、
詩
経
に
見
え
る
も
っ
と
も
特
徴
的
な
歌
謡
の
あ
り
か
た
の
一
つ
だ

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
国
風
、
召
南
の
野
有
死
麕
篇
の
前
二
章
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

野
有
死
麕

白
茅
包
之

有
女
懐
春

吉
士
誘
之

林
有
樸
浤

野
有
死
鹿

白
茅
純
束

有
女
如
玉

こ
の
詩
で
は
、「
野
有
死
麕
、
白
茅
包
之
」
の
句
が
「
有
女
懐
春
、
吉
士
誘
之
」
に
対
し
て
興
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。「
野
原
に
は
死
ん
だ
麕
が

の
ろ

お
り
、
そ
れ
が
白
い
茅
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
前
二
句
と
、「
恋
心
を
懐
く
女
性
に
、
り
っ
ぱ
な
男
性
が
誘
い
を
か
け
た
」
と
い
う
後
二
句
と

ち
が
や

の
間
に
は
、
表
面
的
に
見
れ
ば
、
意
味
的
な
つ
な
が
り
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
前
後
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
松
本
雅
明
氏
は
、
死
麕
を
狩

り
の
獲
物
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
を
し
て
い
る
。

矢
を
負
っ
た
ま
だ
温
味
の
残
っ
て
い
る
鹿
が
、
茅
の
な
か
に
倒
れ
て
い
る
。
茂
っ
た
茅
が
乱
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
つ
つ
ん
で
い
る
。
興
の
リ

ズ
ム
は
な
お
、
喘
ぎ
つ
つ
茅
の
な
か
に
ど
う
と
倒
れ
る
さ
ま
を
も
想
い
お
こ
さ
せ
る
。
そ
こ
に
は
獲
物
を
追
い
つ
め
て
来
た
烈
し
い
活
動
、
そ
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れ
を
射
と
め
得
た
よ
ろ
こ
び
、
若
い
鹿
の
光
沢
あ
る
毛
並
、
そ
れ
を
つ
つ
み
な
が
ら
戦
ぐ
茅
が
あ
る
。
…
…
こ
の
秋
の
野
に
横
た
わ
る
鹿
が
、

「
吉
士
に
誘
わ
れ
る
少
女
」
に
対
比
さ
れ
、
そ
れ
を
呼
び
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
松
本
氏
の
詩
経
の
読
み
は
美
し
く
、
我
々
の
心
に
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
松
本
氏
は
、
興
を
な
す
前
句
が
あ
と

の
本
句
の
た
め
の
気
分
的
な
導
入
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
。
恋
心
を
懐
く
少
女
を
導
き
だ
す
た
め
に
、
前
句
の
鹿
は
、「
若
い
」「
光
沢

あ
る
毛
並
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
白
川
教
授
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
本
文
か
ら
、
こ
こ
ま
で
の
こ
と
が
本

当
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
代
的
な
感
覚
に
よ
る
恣
意
的
な
読
み
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
危
険
性
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

松
本
氏
は
、
興
の
技
法
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
機
能
を
、
興
の
部
分
が
、
後
の
本
句
を
導
き
出
す
た
め
の
気
分
象
徴
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
さ
れ

る
。
そ
う
し
て
、
み
ず
か
ら
の
感
性
を
信
頼
し
て
、
二
つ
の
部
分
を
掛
け
渡
す
情
緒
的
な
共
通
要
素
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
か
ら
、
大
胆
に
抽
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
松
本
氏
の
議
論
の
大
き
な
前
提
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
感
性
と
詩
経
の
詩
人
た
ち
の
感
性
と
に
は
重
な
る
部
分
が
大
き

い
の
だ
と
す
る
確
信
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
白
川
教
授
の
議
論
の
背
後
に
は
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
も
の
と
は
大
き
く

異
な
る
、
古
代
人
特
有
の
感
性
が
あ
り
、
独
自
の
も
の
の
見
方
が
あ
っ
た
と
す
る
信
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

白
川
教
授
も
、
興
の
機
能
の
中
に
、
松
本
氏
の
い
う
気
分
象
徴
的
な
は
た
ら
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
気
分
象
徴

的
な
機
能
は
、
興
の
機
能
の
ご
く
一
部
で
あ
り
、
興
の
元
来
の
機
能
が
変
遷
し
て
来
た
、
そ
の
最
後
の
様
相
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
松
本
氏
は
、
詩
経
の
作
品
の
成
立
順
序
と
し
て
、
そ
の
内
容
が
、
民
衆
的
な
素
朴
な
も
の
か
ら
、
知
識
人
的
な
思
考
を
こ
め
た
も
の

へ
と
展
開
し
た
と
想
定
し
、
ま
ず
国
風
の
詩
篇
が
成
立
し
、
そ
の
あ
と
に
雅
、
頌
が
展
開
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
教
授
は
、
そ
う
し
た
平
面

的
な
比
較
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
ま
ず
風
、
雅
、
頌
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
新
古
の
層
の
判
別
を
行
な
う
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。

教
授
は
、
グ
ラ
ネ
の
説
に
対
し
て
も
、
松
本
氏
の
議
論
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
詩
経
の
特
性
の
一
部
分
を
と
ら
え
た
も
の
だ
と
評
価
は
す
る

が
、
そ
の
一
部
の
特
性
で
も
っ
て
詩
経
全
体
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
詩
経
は
複
雑
な
内
容
を
そ
な
え
て
お
り
、
平
面
的
、

一
面
的
な
視
点
で
は
、
そ
の
全
体
を
と
ら
え
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
教
授
の
見
方
は
、
単
に
詩
経
と
い
う
一
つ
の
作

品
を
越
え
て
、
中
国
の
古
代
文
化
が
持
つ
重
さ
や
複
雑
さ
へ
の
畏
敬
の
念
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

ix

立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
二
号



白
川
教
授
の
詩
経
研
究

松
本
氏
の
興
の
理
解
は
、
詩
経
に
お
け
る
興
の
技
法
の
も
っ
と
も
新
し
い
様
相
を
と
ら
え
た
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
白
川
教
授
は
、
気
分
象
徴

と
し
て
興
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
以
前
に
、
宗
教
的
な
機
能
を
そ
な
え
た
興
の
用
法
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
興
の
起
源
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
興
の
技
法
と
関
連
し
て
、
詩
経
の
中
に
は
し
ば
し
ば
草
摘
み
に
言
及
す
る
作
品
が
あ
る
。
周
南
の
巻
耳
篇
に
は
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

采
采
巻
耳

不
盈
頃
筺

嗟
我
懐
人

然
彼
周
行

巻
耳
（
ミ
ミ
ナ
グ
サ
）
を
摘
む
こ
と
に
つ
い
て
、
松
本
氏
は
、「
征
行
の
夫
を
ま
つ
女
が
、
思
い
乱
れ
て
つ
む
さ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、

日
常
の
女
の
行
為
で
あ
る
」
と
云
い
、
日
常
生
活
の
中
の
行
為
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
白
川
教
授
は
、
草
摘
み
に
は
宗
教
的
な
意

味
が
あ
る
と
さ
れ
、
摘
ん
だ
草
を
広
い
道
の
傍
ら
に
置
く
の
は
、
そ
の
道
の
は
る
か
遠
く
に
い
る
人
の
安
全
を
祈
る
呪
術
的
な
行
為
だ
と
さ
れ
た
。

詩
経
の
中
に
し
ば
し
ば
見
え
る
束
薪
（
縛
っ
た
焚
き
木
）
の
興
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
王
風
の
揚
之
水
篇
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

揚
之
水

不
流
束
薪

彼
其
之
子

不
与
我
戍
申

懐
哉
懐
哉

曷
月
予
還
帰

こ
の
「
ほ
と
ば
し
る
水
も
、
薪
の
束
を
流
さ
な
い
」
と
い
う
興
に
つ
い
て
、
松
本
氏
は
、「
水
の
し
ぶ
き
の
な
か
に
薪
の
束
が
か
か
っ
て
い
る
興
は
、

心
に
わ
だ
か
ま
り
が
あ
っ
て
、
晴
々
と
し
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
説
明
を
す
る
。
興
の
機
能
を
気
分
象
徴
だ
と
す
る
考
え

が
、
こ
の
詩
篇
の
読
み
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
白
川
教
授
は
、
束
薪
は
水
の
神
へ
の
捧
げ
も
の
だ
と
さ
れ
、
そ
の
束
薪
が
ど
の

よ
う
に
流
れ
る
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
が
人
々
の
祈
願
を
受
け
入
れ
た
ど
う
か
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
教
授
は
、
興
の
技
法
の
背
後
に
、
よ
り
広
く
言
え
ば
詩
経
全
体
の
表
現
の
背
後
に
、
古
代
の
宗
教
的
観
念
の
存
在
を
想
定
し
て
お
ら

れ
る
。
し
か
し
、
詩
経
の
中
に
宗
教
的
な
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
詩
篇
の
内
容
を
宗
教
的
な
も
の
と
し
て
読
む
こ

と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
興
の
技
法
が
、
宗
教
行
事
か
ら
日
常
の
風
習
へ
と
転
換
す
る
そ
の
動
き
の
中
に
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
詩
経
全
体
も
、
古
代
人
た
ち
の
呪
言
が
日
常
の
歌
謡
に
移
り
行
く
、
そ
の
転
換
点
の
上
に
成
立
し
た
の
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
聖
か
ら
俗
へ

の
転
換
領
域
が
、
文
藝
の
成
立
と
伝
承
と
の
場
を
提
供
し
た
と
想
定
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

白
川
教
授
の
論
証
を
支
え
て
い
る
の
は
、
一
方
で
は
、
金
文
資
料
を
通
し
て
復
元
さ
れ
た
周
代
社
会
へ
の
深
い
知
識
で
あ
る
。
国
風
の
最
初
に
位
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置
す
る
周
南
、
召
南
の
地
理
的
な
位
置
づ
け
や
、
昧
風
の
諸
篇
を
形
成
し
た
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
そ
う
し
た
知
識
の
発
露
の
一
端

だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
詩
経
全
体
の
成
立
に
つ
い
て
も
、
西
周
中
期
以
降
の
、
冊
命
金
文
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
世
襲
貴
族
た
ち
の
社
会

が
そ
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
設
定
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
十
分
に
説
得
的
な
も
の
で
あ
る
。

王
国
維
の
中
国
古
代
研
究
の
精
華
を
ま
と
め
た
『
観
堂
集
林
』
に
は
、
詩
経
の
舞
楽
に
注
目
し
た
論
文
は
あ
る
が
、
詩
経
全
体
に
対
す
る
論
考
は

見
え
な
い
。
顧
頡
剛
ら
古
史
辨
一
派
の
古
代
研
究
の
中
か
ら
も
、
詩
経
に
つ
い
て
は
、
め
ぼ
し
い
論
文
が
生
み
出
さ
れ
て
い
な
い
。
詩
経
の
研
究
に

は
長
い
歴
史
が
あ
る
が
、
し
か
し
詩
経
の
社
会
的
、
文
学
的
な
本
質
へ
の
探
究
は
、
な
お
未
来
の
仕
事
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
探
究
に

あ
た
っ
て
、
白
川
教
授
の
仕
事
は
、
一
つ
の
確
実
な
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
か
え
り
み
ら
れ
る
べ
き
原
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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